
但
侠
の
著
作
ｌ
と
り
わ
け
『
弁
道
』
『
弁
名
』
Ｉ
の
立
脚
点
は
、
（
唐

虞
三
代
の
）
道
を
探
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
「
道
」
を
そ
れ
自
体
と
し

て
演
繰
的
に
示
す
の
は
そ
の
主
意
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
で
祖
侠
学
は
、
当

然
探
究
し
た
も
の
そ
れ
自
身
に
触
れ
．
そ
れ
を
含
承
つ
つ
語
ら
れ
て
も
い
る
。

そ
こ
で
我
々
に
は
、
沮
棟
の
著
作
の
中
か
ら
そ
こ
に
現
わ
れ
る
「
道
」
の
姿
を

そ
れ
と
し
て
捉
え
定
め
て
ゆ
く
と
い
う
行
為
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
我
々
自

身
が
祖
棟
に
入
っ
て
ゆ
く
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。

祖
採
の
道
の
具
体
像
を
捉
え
る
と
い
う
基
本
事
を
、
こ
の
稿
の
追
う
テ
ー
マ

と
し
た
い
。
但
し
こ
こ
で
は
、
「
天
」
と
い
う
〃
道
を
包
む
も
の
“
と
「
道
」

と
が
接
す
る
領
域
に
は
、
立
入
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
入
っ
て
ゆ
く
以
前
に
、

道
の
内
容
と
し
て
形
を
成
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
ま
ず
こ
れ
に
焦
点
を

絞
ろ
う
と
考
え
た
訳
で
あ
る
。

祖
侠
は
、
道
を
「
事
」
（
物
・
ワ
ザ
）
と
し
て
捉
え
る
。
こ
れ
は
、
沮
侠
の

主
体
が
道
を
行
う
現
場
に
我
々
が
臨
ん
だ
場
合
に
接
す
る
最
も
基
本
的
な
こ
と

祖
棟
学
に
お
け
る
「
道
」
の
様
態

だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
事
」
と
は
、
ま
さ
に
何
ら
か
の
主
体
が
そ
こ
に

働
く
行
為
そ
の
も
の
・
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
主
体
の
活
動
を
離
れ
て
道
は

無
い
。
つ
ま
り
祖
裸
は
主
体
の
活
動
の
う
ち
に
の
ゑ
道
を
見
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
当
荷
く
も
、
其
の
人
に
非
ず
ん
ぱ
、
道
虚
し
く
は
行
は
れ
ず
」
と
は
彼
の
好

ん
で
引
く
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
を
実
現
し
営
む
人
間
主
体
の
活
動

と
し
て
の
み
「
道
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
祖
侠
の
世
界
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
主
体
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し

て
こ
の
「
事
」
と
し
て
の
道
と
関
連
し
、
そ
の
活
動
を
営
ん
で
ゆ
く
の
だ
ろ
う

（
勺
一
旦
）

か
。
そ
の
最
も
一
般
的
な
形
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
考
え
て
ゑ
た
い
。
彼
は
次

の
如
く
言
っ
て
い
る
。

け
だ
し
先
王
の
教
へ
は
、
物
を
以
て
し
て
理
を
以
て
せ
ず
。
教
ふ
る
に
物

を
以
て
す
る
者
は
、
必
ず
事
を
事
と
す
る
こ
と
あ
り
。
：
・
・
：
物
な
る
者
は

こ
と

衆
理
の
聚
る
所
な
り
。
し
か
う
し
て
必
ず
事
に
従
ふ
者
こ
れ
を
久
し
う
し

て
、
す
な
は
ち
心
実
に
こ
れ
を
知
る
。
（
岩
波
大
系
本
妬
頁
（
弁
道
）
。
以

下
数
字
の
み
記
す
も
の
は
大
系
本
の
頁
数
。
）

ま
た
『
答
間
書
』
で
は
こ
う
言
う
。

里
心

住

眞
八



古
聖
人
の
道
も
教
も
わ
ざ
に
も
た
せ
置
候
事
に
て
、
其
わ
ざ
さ
へ
行
候
得

ば
、
理
は
不
し
知
候
て
も
、
自
然
と
風
俗
移
候
所
よ
り
、
人
の
心
も
直
り

候
て
、
国
天
下
も
治
り
、
叉
一
人
の
上
に
て
も
、
風
儀
の
移
る
所
よ
り
自

然
と
知
見
各
別
に
ひ
ら
け
行
て
才
徳
を
成
就
す
る
事
に
候
。
是
聖
人
の
道

聖
人
の
教
法
の
妙
用
に
て
候
。

御
侠
の
主
張
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
主
体
が
道
を
行
う
た
め
に
は
、
「
事
に

従
ふ
者
、
こ
れ
を
久
し
う
す
れ
ば
」
・
「
わ
ざ
さ
へ
行
候
へ
ぱ
」
・
「
理
は
不
し
知
候

と
も
」
よ
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
最
も
一
般
的
に
い
っ
て
、
主
体
が
道
を

行
う
事
態
に
於
て
は
、
①
主
体
が
何
ら
か
の
も
の
を
知
り
、
⑨
何
ら
か
の
こ
と

を
行
う
と
い
う
二
つ
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
彼
の
主
張
で
は
前
者
は
全
く
消
去
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
、
主
体
は
道
に
つ
い
て
何
ら
知
る
こ
と
も
な
く
た
だ
与
え
ら
れ
た

そ
の
「
事
」
に
盲
目
的
に
由
る
ば
か
り
で
あ
り
、
道
を
行
う
と
は
全
く
内
容
を

問
わ
な
い
形
式
的
な
活
動
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
こ
う
理
解
す
る
の
は
、
少
し
早
計
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
侶
裸
の
論

旨
は
、
「
わ
ざ
さ
へ
行
候
得
ば
理
は
不
し
知
候
と
も
↓
風
儀
の
移
る
所
よ
り
自
然

と
知
見
各
別
に
ひ
ら
け
行
て
：
．
…
」
と
、
一
種
の
発
展
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま

り
彼
の
叙
述
は
、
主
体
が
い
ま
ま
さ
に
充
全
に
道
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
実
現

さ
れ
・
完
成
さ
れ
た
相
に
一
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
或
る
主
体
が
道
を
学
ぶ

、
、

Ｉ
道
が
或
る
主
体
に
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
過
程
を
示
し
て
い
る
。
或
る
主

体
ｌ
道
と
い
う
軸
の
も
と
に
そ
れ
を
見
て
ゆ
く
と
き
、
彼
は
、
そ
の
活
動
を
ま

さ
に
彼
自
身
の
活
動
と
な
す
べ
く
道
を
生
成
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
道
は
、
彼
に

お
い
て
生
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
的
な
在
り
様
に
即
し
て
み
れ
ば
、

主
体
の
活
動
か
ら
知
的
契
機
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
訳
で
も
な
け
れ
ば
、
「
教
え
」

を
齋
ら
す
こ
と
の
で
き
る
「
事
」
（
物
）
で
あ
る
「
道
」
が
た
ん
に
無
内
容
な

外
的
形
式
と
し
て
終
始
す
る
訳
も
な
い
筈
で
あ
る
。
我
々
は
、
主
体
の
道
の
活

動
の
様
を
、
こ
の
動
的
な
過
程
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
の
う
ち
に
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

、
、

ま
ず
道
を
学
ぶ
以
前
の
主
体
を
想
定
す
る
。
こ
の
次
元
に
於
て
は
、
道
は
既

に
在
る
道
の
活
動
、
い
わ
ば
所
与
の
道
と
し
て
あ
る
。
道
は
彼
の
あ
る
な
し
に

拘
ら
ず
客
体
的
に
自
立
し
た
も
の
と
し
て
彼
の
外
に
行
わ
れ
て
在
る
。
（
「
そ

の
学
び
て
知
る
所
の
者
は
、
外
に
在
り
て
己
に
在
ら
ず
」
Ⅷ
．
「
詩
書
礼
楽
は

外
に
在
り
」
燗
）
。
彼
は
、
そ
う
し
た
道
の
中
に
、
た
ん
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て

、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
の
み
で
あ
る
。
彼
の
内
に
お
い
て
は
、
道
の
事
的
契
機
は
未
だ
充
実
せ
ら

れ
て
い
な
い
。
ま
た
そ
の
知
的
契
機
も
、
「
理
を
不
し
知
候
」
彼
の
内
に
は
な
く
、

「
事
」
（
物
）
と
し
て
の
道
の
側
に
「
苞
塞
」
せ
ら
れ
（
「
礼
は
物
な
り
。
衆
義

の
苞
塞
す
る
所
な
り
」
刊
）
、
「
物
な
る
者
は
衆
理
の
聚
る
所
声
弁
道
、
既
引
）

な
る
ま
ま
で
あ
る
。

次
い
で
こ
の
主
体
は
、
「
習
ひ
て
以
て
こ
れ
に
熟
し
、
黙
し
て
こ
れ
を
識
る
」

（
和
）
と
い
う
「
学
」
の
過
程
を
経
る
。
こ
れ
は
、
「
事
を
事
と
す
る
」
（
弁
道
、

既
引
）
運
動
、
即
ち
、
主
体
に
お
い
て
は
事
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
主
体
が
そ
の

道
を
己
れ
の
も
の
と
し
て
知
り
、
行
っ
て
ゆ
く
Ｉ
所
有
し
て
ゆ
く
運
動
で
あ

り
、
ま
た
道
に
お
い
て
は
所
与
の
道
が
彼
の
活
動
に
お
い
て
実
質
を
盛
ら
れ
実

現
さ
れ
て
ゆ
く
運
動
で
あ
る
。
（
な
お
、
「
事
を
事
と
す
る
」
は
祖
侠
の
好
ん
で

口
に
す
る
句
で
あ
る
（
太
平
策
・
答
問
書
）
。
「
事
に
懸
け
る
」
「
事
に
は
ま
る
」

（
答
間
害
）
に
も
同
じ
含
承
が
あ
る
。
）
彼
は
い
う
。

そ
の
始
め
て
教
を
受
く
る
に
方
り
て
、
物
は
な
ほ
我
に
有
せ
ず
、
こ
れ
を

彼
に
在
り
て
来
ら
ざ
る
に
辞
ふ
。
そ
の
成
る
に
及
ん
で
、
物
は
我
が
有
と

九



以
上
の
如
き
主
体
の
道
の
活
動
を
、
祖
侠
は
「
物
を
以
て
す
る
」
も
の
だ
と

呼
ん
で
い
た
。
こ
の
祖
侠
の
把
握
は
、
彼
の
「
理
を
以
て
す
る
」
教
に
対
す
る

特
別
の
消
極
的
・
警
戒
的
な
態
度
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

ど
ん
な
祖
裸
の
考
え
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
い
う
。
ｌ
「
教
ふ
る
に
理
を
以
て
す
る
者
は
、
言
語
詳
か
な
り
。
物

な
る
者
は
衆
理
の
聚
る
所
な
り
。
：
．
…
言
の
尽
く
す
所
の
者
は
、
僅
僅
乎
と
し

て
理
の
一
端
の
承
。
か
つ
身
、
事
に
従
は
ず
し
て
、
能
く
立
談
に
瞭
然
た
る

は
、
あ
に
能
く
深
く
こ
れ
を
知
ら
ん
や
。
…
．
：
こ
れ
に
先
ん
ず
る
に
事
を
以
て

せ
ず
し
て
能
く
成
す
こ
と
あ
る
者
は
、
天
下
に
鮮
し
。
た
だ
に
先
王
の
道
の
承

な
ら
ず
、
凡
百
の
技
芸
ゑ
な
し
か
り
」
（
妬
）
。

な
る
。
こ
れ
を
彼
よ
り
来
り
至
る
に
辞
ふ
。
．
：
…
教
へ
の
条
件
Ｔ
Ⅲ
物
〕

我
に
得
れ
ば
、
す
な
は
ち
知
自
然
に
明
ら
か
な
り
（
弁
名
川
）

礼
を
践
み
て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
に
至
り
て
、
し
か
る
の
ち
そ
の
散
じ
て
外

に
在
る
者
、
収
撤
し
て
以
て
こ
れ
を
身
に
帰
す
（
弁
名
川
）

ど
の
有
り
様
は
、
道
と
主
体
が
「
合
す
る
」
こ
と
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
「
道
と
性
と
合
し
て
一
つ
と
な
る
：
…
．
故
に
『
外
内
を
合
す
る
の
道
』
と
日

ふ
」
船
・
「
た
だ
仁
に
依
り
て
し
か
る
の
ち
、
道
は
我
と
得
て
合
す
べ
し
」
弱
）
。

こ
の
次
元
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
彼
に
お
い
て
は
全
く
充
実
し
て
い
な
か
っ
た

道
の
事
的
契
機
が
ま
さ
に
彼
に
お
い
て
充
分
に
行
わ
れ
、
ま
た
か
つ
て
道
の
側

に
の
ゑ
「
苞
塞
」
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
「
衆
理
」
を
彼
は
「
心
実
に
こ
れ
を
知
る
」

も
の
と
し
て
所
有
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
活
動
が
道
で
あ
り
、
ま
た
道

（
⑨
凸
）

が
彼
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

I■■■■■
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理
・
義
に
対
し
て
「
事
」
（
物
）
を
先
立
て
る
と
い
う
祖
侠
の
考
え
は
、
一
節

に
も
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
、
「
事
」
（
物
）
の
う
ち
に
す
べ
て
の
衆
理
・
衆
義
が
含
ま
れ
て
い
る
と

す
る
祖
侠
の
把
握
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
柤
侠
に
お
い
て
「
事
」
（
物
）
と
は
そ

れ
自
身
に
於
て
多
様
な
意
味
（
「
衆
理
」
「
衆
義
』
を
含
蓄
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
人
が
「
事
を
事
と
す
る
」
つ
ま
り
「
習
ひ
て
以
て
こ
れ
に
熟
し
、
黙

し
て
こ
れ
を
識
る
」
よ
う
な
行
為
的
実
践
を
以
て
の
ゑ
接
近
で
き
る
よ
う
な
多

義
性
を
包
象
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
理
」
的
・
言
語
的
把
握
に
対
し
て
は
、

う
ち
の
衆
理
の
．
端
」
し
か
明
ら
か
に
せ
ぬ
と
い
う
形
で
己
れ
の
「
理
」
へ

の
解
消
を
拒
む
。
Ｉ
彼
が
「
理
を
以
て
す
る
」
教
に
否
定
的
な
の
は
、
こ
の

よ
う
な
「
事
」
観
の
も
と
で
道
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
道
」
が
か
く
多
義
的
な
「
事
」
（
物
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ

と
は
、
道
の
内
容
が
無
限
定
に
拡
散
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
否
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
主
体
に
と
っ
て
「
事
」
が
己

れ
の
多
義
的
な
全
体
を
顕
わ
す
の
は
、
「
事
を
事
と
す
る
」
即
ち
「
事
に
従
ふ
」

運
動
を
介
し
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
事
」
そ
の
も
の
へ
の
徹
底
し
た
習
熟

で
あ
り
且
つ
随
順
を
意
味
す
る
。
柤
侠
は
、
か
か
る
「
事
」
（
物
）
の
多
義
性

の
う
ち
に
同
時
に
主
体
に
対
す
る
制
約
の
働
き
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
事
情
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
無
造
作
に
混
合
し
て

来
た
が
、
実
は
柤
侠
の
「
事
」
は
更
に
選
り
分
け
ら
れ
て
「
物
」
と
な
っ
て
い

ヲ
（
》
Ｏ

物
・
事
は
殊
な
り
。
事
と
は
凡
そ
事
な
り
。
物
と
は
先
王
の
制
す
る
所
に

し
て
、
宇
宙
の
間
に
特
に
こ
の
事
あ
る
は
、
な
ほ
天
地
の
物
あ
る
が
ご
と

き
な
り
。
（
讓
園
三
筆
）

四
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「
物
」
は
「
事
」
で
あ
る
が
、
「
事
」
は
必
ず
し
も
凡
て
「
物
」
で
は
な
い
。

た
ん
に
裸
の
「
事
」
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
先
王
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
資
格
づ

け
ら
れ
た
「
事
」
を
、
祖
裸
は
特
に
「
物
」
と
呼
ぶ
。
「
物
な
る
者
は
、
教
へ

の
条
件
な
り
」
（
刑
）
。
「
物
」
で
あ
っ
て
始
め
て
、
そ
の
事
は
「
凡
百
の
技
芸
」

と
は
違
っ
た
意
味
（
教
え
）
を
持
ち
、
主
体
が
そ
れ
に
由
る
べ
き
所
以
と
し
て

文
字
通
り
の
「
道
」
と
な
る
。
こ
こ
に
道
の
領
域
が
限
ら
れ
る
。
祖
裸
は
「
義

つ

は
必
ず
物
に
属
く
」
（
吃
）
と
い
う
。
多
義
的
な
事
で
あ
る
祖
棟
の
道
は
同
時

に
「
物
」
と
し
て
そ
れ
だ
け
を
己
の
内
容
の
根
と
し
て
他
を
排
斥
す
る
よ
う
な

は
っ
き
り
し
た
制
約
性
を
持
つ
。
ま
ず
世
界
の
存
在
そ
の
も
の
か
ら
、
そ
し
て

第
二
に
聖
人
か
ら
、
こ
こ
で
は
主
体
へ
の
制
約
の
働
き
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ｌ
そ
し
て
か
か
る
制
約
内
容
を
担
っ
た
「
物
」
に
対
し
て
、
主
体
の

行
為
的
実
践
は
こ
れ
と
「
合
し
て
一
つ
と
な
る
」
と
い
う
関
わ
り
を
す
る
。
勿

論
、
学
に
媒
介
さ
れ
る
以
前
の
よ
う
な
、
「
物
」
が
主
体
に
「
外
」
的
に
超
越

す
る
よ
う
な
事
態
は
こ
こ
で
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
解
消
と

は
、
い
わ
ば
制
約
と
全
く
一
つ
と
な
る
こ
と
に
於
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
約
は

（
②
Ｊ
）

依
然
と
し
て
主
体
の
う
ち
に
根
本
的
な
も
の
と
し
て
働
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
う
だ
と
す
る
と
、
祖
侠
の
「
理
を
以
て
す
る
」
教
へ
の
警
戒
は
、
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ん
に
物
を
媒
介
せ
ぬ
理
が
「
衆
理
」
の
．
端
」
し
か
闘
明
せ
ぬ
か
ら
、
と
い

、

う
だ
け
に
は
止
ま
ら
な
い
。
彼
の
矛
先
は
寧
ろ
、
「
理
を
以
て
す
る
」
教
が
「
物
」

、
、
、
、
、

を
媒
介
せ
ぬ
こ
と
そ
の
こ
と
、
即
ち
「
先
王
の
制
す
る
」
制
約
を
媒
介
せ
ず
に

そ
れ
を
は
ゑ
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
来
る
筈
で
あ
る
。

宋
儒
の
、
道
を
訓
じ
て
事
物
当
行
の
理
と
な
す
が
ご
と
き
は
、
…
…
こ
れ

そ
の
学
者
を
し
て
己
が
意
を
以
て
か
の
当
行
の
理
を
事
物
に
求
め
て
、
こ

れ
を
以
て
礼
楽
刑
政
を
造
ら
し
め
ん
と
欲
す
（
弁
道
）

こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
、
或
る
主
体
と
そ
れ
に
対
す
る
何
ら
か
の
道
と
い
う

脈
絡
に
お
い
て
、
「
道
」
を
見
て
来
た
。
道
の
分
化
は
考
慮
し
な
か
っ
た
し
、

そ
れ
ら
の
間
の
性
質
の
差
異
は
問
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
祖
裸
の
道

は
一
つ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
で
、
道
の
分
化
、
分
化
し
た
道
の
体
系
性

（
全
体
性
）
の
問
題
へ
と
視
野
が
拡
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

祖
侠
は
「
先
王
の
道
は
多
端
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
（
弁
道
）
。
彼
に
於
て

は
、
一
節
に
見
た
如
く
主
体
に
関
わ
り
、
顕
わ
れ
る
道
そ
の
も
の
が
、
多
種
多

様
に
分
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
分
立
す
る
も
の
の
総
体
が
ま
た
道
と

呼
ば
れ
る
。

道
な
る
者
は
統
名
な
り
。
．
…
：
孝
悌
仁
義
よ
り
、
以
て
礼
楽
刑
政
に
至
る

ま
で
、
合
せ
て
以
て
こ
れ
に
名
づ
く
。
故
に
統
名
と
日
ふ
な
り
。
（
弁
名
）

祖
侠
の
「
道
」
と
い
う
概
念
は
、
㈹
部
分
と
し
て
の
道
に
も
㈲
全
体
と
し
て
の

道
に
も
通
底
す
る
。
祖
侠
に
と
っ
て
、
道
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
道
で
あ
る
よ
う

な
諸
分
節
の
体
系
な
の
で
あ
る
。

「
理
を
以
て
す
る
」
教
は
、
先
王
の
道
と
い
う
制
約
の
体
系
を
主
体
に
己
れ
の

内
側
に
向
か
っ
て
超
越
さ
せ
て
ゆ
く
。
制
約
を
突
破
し
て
、
内
面
に
探
究
さ
れ

た
も
の
を
根
拠
と
し
て
「
礼
楽
刑
政
」
を
立
て
る
。
そ
れ
が
祖
侠
に
と
っ
て
は

問
題
な
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
内
面
的
な
理
へ
の
み
ち
ゆ

き
を
遮
断
し
て
、
主
体
の
活
動
に
そ
の
可
能
性
を
与
え
る
よ
う
な
根
本
的
制
約

を
聖
人
か
ら
立
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
求
め
る
と
こ
ろ
に
、
仙
侠
の
「
物

を
以
て
す
る
」
道
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。

■■■■■
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か
く
道
を
「
多
端
な
」
も
の
と
す
る
把
握
は
、
そ
れ
ま
で
の
儒
学
の
「
道
本

と
多
端
な
し
」
（
童
子
間
・
中
巻
）
と
す
る
考
え
か
ら
の
大
き
な
転
回
で
あ
っ

、
、
、

た
ろ
う
。
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
人
間
主
体
は
そ
の
気
的
存
在
の
底
に
ひ
と
し

、
、

な
み
本
性
（
Ｉ
天
理
）
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
（
「
天
命
ノ
性
卜
云
モ
ノ
ハ
、
タ

ヵ
キ
モ
イ
ャ
シ
キ
モ
、
古
モ
今
モ
、
東
西
南
北
ノ
人
々
モ
、
不
同
ア
ル
・
ヘ
カ
ラ

ズ
・
」
三
徳
抄
）
、
そ
の
本
性
に
帰
る
こ
と
が
、
人
と
し
て
共
通
の
「
道
」
で
あ

（
４
）

り
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
な
る
場
面
に
も
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
仁
斎

学
に
至
る
と
、
朱
子
学
の
よ
う
な
動
ｌ
静
、
理
ｌ
気
の
二
分
法
の
も
と
で
の
本

質
主
義
は
否
定
せ
ら
れ
て
、
「
道
」
は
主
体
の
活
動
そ
の
も
の
の
上
に
求
め
ら

れ
る
。
が
、
朱
子
学
と
全
然
立
場
を
異
に
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
に
お
い
て
、

（
差
異
が
無
い
と
い
う
意
味
で
）
〃
一
つ
の
〃
主
体
が
〃
一
つ
の
〃
道
を
行
な
っ

て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
寧
ろ
強
調
さ
れ
た
。
「
上
王
公
大
人
よ
り
、
下
販
夫

馬
卒
破
笑
替
者
に
至
る
ま
で
、
み
な
こ
れ
に
由
っ
て
行
か
ず
と
い
ふ
こ
と
な

し
」
（
語
孟
字
義
）
。
仁
斎
の
語
っ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
「
天
下
同
じ
く
然
る
の
道
」

（
童
子
問
）
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
祖
侠
の
「
多
端
」
な
道
に
あ
っ
て
は
、
道
は
必
ず
し
も
万
事
・

万
人
に
共
通
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
主
体
と
場
面
の
個
別
性
に
応
じ
て

個
別
的
な
道
が
分
立
し
て
い
て
一
向
に
構
わ
な
い
。
「
先
王
の
道
は
多
端
な
り
。

人
の
性
も
ま
た
多
類
な
り
」
（
喝
）
と
祖
侠
は
い
う
。
彼
は
人
間
主
体
を
そ
れ

ぞ
れ
差
異
を
も
っ
た
諸
種
の
主
体
に
分
化
さ
せ
、
ま
た
道
を
差
異
あ
る
多
元
的

な
体
系
へ
と
分
節
化
し
た
の
で
あ
る
。
Ｉ
そ
こ
に
流
れ
る
彼
の
思
考
法
は
、

個
別
的
な
も
の
は
そ
れ
と
し
て
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
異
質
な
も
の
の
束
が
考
え

ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ば
類
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
・
共
通
的
な

（
匡
Ｊ
）

も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
を
導
く
演
繰
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
か
く
道
の
「
多
端
」
性
を
主
張
す
る
と
は
い
え
、
柤
裸
は
、
仁

斎
的
な
意
味
で
の
「
天
下
同
じ
く
然
る
の
道
」
を
認
め
な
か
っ
た
訳
で
は
な

い
。
彼
は
そ
れ
を
道
の
体
系
の
中
に
、
そ
の
通
貫
的
・
基
底
的
部
分
（
「
先
王

の
道
の
、
貴
賤
・
智
愚
・
賢
不
肖
を
通
じ
て
、
み
な
由
る
べ
き
者
」
蛤
）
と
し

て
組
入
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
孝
弟
忠
信
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
こ
れ

の
一
瞥
か
ら
始
め
て
、
祖
侠
の
道
の
体
系
の
簡
単
な
眺
望
を
得
よ
う
と
思
う
。

「
孝
弟
忠
信
（
之
類
）
」
（
「
五
倫
（
之
道
）
」
「
中
庸
（
の
徳
行
）
」
と
も
い

う
（
答
間
害
）
。
）
は
、
人
間
主
体
一
般
に
行
わ
る
べ
き
、
ま
た
そ
れ
を
「
基
」

（
剛
）
と
し
て
諸
種
の
道
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
、
「
甚
し
く
は
高
か
ら
ず
人
玖

な
行
ふ
く
ぎ
の
事
」
（
蹄
）
・
「
道
の
内
に
も
、
お
も
立
た
る
事
」
（
答
間
書
）
で

あ
る
。
人
類
史
的
に
は
、
こ
れ
は
「
伏
義
」
以
来
徐
々
に
定
立
さ
れ
て
歴
史
的

に
蓄
積
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
（
答
間
書
）
、
ま
た
「
帝
譽
」
以
前
の
人
倫

、
、

は
こ
れ
だ
け
で
治
が
保
た
れ
て
い
た
（
「
帝
暑
以
前
は
徳
を
以
て
天
下
を
治
玉

へ
り
」
答
間
書
）
と
い
う
。
が
、
孝
弟
忠
信
・
五
倫
之
道
は
、
そ
れ
だ
け
で
は

、
、
、

未
だ
道
の
充
全
な
体
系
で
は
な
い
と
祖
侠
は
考
え
る
『
堯
舜
」
に
よ
っ
て
「
礼

楽
（
刑
政
之
類
）
」
Ｉ
「
正
徳
の
道
」
が
定
立
さ
れ
た
こ
と
で
始
め
て
、
道
は
完

成
の
域
に
達
す
る
。
（
「
堯
舜
に
至
り
て
、
礼
楽
を
制
作
し
、
し
か
う
し
て
正
徳

堂
じ
ま

の
道
始
め
て
成
り
、
…
：
主
道
こ
こ
に
肇
る
」
鈴
・
「
堯
舜
に
至
り
て
し
か
る

の
ち
道
立
（
つ
）
」
蛾
）
。

と
い
う
の
は
、
「
孝
弟
忠
信
之
類
」
に
対
し
て
、
「
礼
楽
刑
政
之
類
」
は
、
次

の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
の
「
徳
を
以
て
天
下
を
治

る
」
仕
方
は
、
治
へ
の
実
効
力
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
「
行
届
力
又
所
有
ル
者
」

（
州
）
で
あ
っ
た
り
、
「
其
風
破
レ
タ
リ
」
（
仰
）
と
な
っ
た
り
し
兼
ね
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
人
倫
社
会
は
、
そ
の
人
的
・
物
的
内
容
を
周
流
（
新
陳
代
謝
）
・
変
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易
さ
せ
て
お
り
（
糊
）
、
有
徳
者
も
死
に
よ
っ
て
そ
の
人
格
を
失
わ
ざ
る
を
得

な
い
し
（
洲
）
、
行
為
の
基
準
も
そ
の
ま
ま
で
は
変
易
し
て
し
ま
う
も
の
（
「
世

ノ
風
俗
移
り
行
ケ
パ
、
其
風
ト
共
二
其
格
ト
言
ヤ
フ
ナ
ル
者
ヲ
移
り
行
ク
」
細
）

だ
か
ら
で
あ
る
（
本
稿
五
節
参
照
）
。
た
し
か
に
「
孝
弟
忠
信
之
類
」
は
、
同

じ
帝
譽
以
前
に
定
立
さ
れ
た
生
活
技
術
（
「
利
用
厚
生
の
道
」
）
が
「
万
古
に
亘

り
て
墜
ち
ず
、
。
…
：
万
世
の
後
と
い
へ
ど
も
人
類
い
ま
だ
滅
び
ず
ん
ぱ
、
こ
れ

を
能
く
廃
す
る
者
産
く
）
」
川
「
天
地
自
然
と
あ
る
事
之
様
に
」
な
っ
て
い
る
と

同
様
に
（
答
間
書
）
、
間
主
観
的
な
妥
当
性
・
普
遍
性
を
得
て
い
る
（
「
た
れ

人
＼
も
大
体
は
存
知
候
事
に
罷
成
候
」
答
間
書
）
。
に
も
拘
ら
ず
、
治
へ
の
実

効
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
定
着
的
な
力
を
持
た
な
い
。
こ
こ
に
「
礼
楽
刑
政
」

が
要
請
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
（
「
聖
人
な
ほ
そ
の
Ｔ
Ⅱ
人
の
〕
性
の
或
は
微

に
し
て
、
そ
の
道
早
Ⅱ
五
倫
〕
の
或
は
雍
せ
ん
こ
と
を
慮
る
や
、
則
ち
礼
楽
刑

ひ
び

政
を
作
為
す
」
讓
園
二
筆
．
「
聖
人
の
、
礼
を
立
つ
る
や
、
世
の
日
に
文
に
趨

く
を
慮
る
な
り
」
門
）
。
「
礼
楽
刑
政
」
（
制
度
）
は
、
一
定
の
基
準
を
備
え
た

（
「
次
第
有
ル
」
洲
）
具
体
的
な
行
為
（
「
礼
」
）
の
体
系
と
し
て
客
体
的
に
定

着
せ
ら
れ
て
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
、
行
為
の
基
準
の
変
易
を
「
防
グ
」
こ
と
が

で
き
（
伽
）
、
ま
た
「
聖
賢
な
き
世
に
て
も
此
道
伝
は
る
時
は
、
聖
賢
在
世
の

ご
と
く
天
下
国
家
平
治
な
す
べ
き
」
（
答
間
書
）
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で

あ
る
。こ

う
し
て
祖
侠
は
、
「
礼
楽
刑
政
」
が
定
着
し
成
立
つ
こ
と
を
以
て
、
道
の

体
系
の
完
成
を
見
た
。
こ
れ
が
実
現
さ
れ
た
と
ぎ
、
「
孝
弟
忠
信
之
類
」
は
勿

論
、
そ
の
体
系
の
内
を
通
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
あ

る
の
で
は
な
く
、
諸
々
の
主
体
に
よ
る
諸
種
の
具
体
的
な
行
為
の
実
践
（
「
礼
」
）

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
「
先
王
の
天
下
を
経
続
す

る
所
以
の
者
は
礼
の
ゑ
。
或
は
以
て
五
倫
と
為
し
、
或
は
以
て
九
経
と
為
す
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

二
者
、
み
な
礼
こ
れ
を
尽
く
せ
り
」
大
学
説
）
。

さ
て
、
「
礼
楽
刑
政
之
類
」
と
し
て
の
道
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
構
成
は
次

ふ
せ
ぎ

の
四
節
で
、
そ
の
変
易
に
対
す
る
「
防
」
の
面
は
五
節
で
、
更
に
立
入
る
こ
と

に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
諸
種
の
主
体
が
諸
種
の
道
を
行
う
と
い
う
祖
侠
の
「
多

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

端
な
」
道
の
も
つ
重
要
な
性
格
と
し
て
、
そ
れ
が
個
と
全
体
が
相
成
す
役
割
の

、
、

体
系
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
祖
棟
に
お
い
て
、
人
間
主
体
は
諸
種
の
主
体
へ
と
分
化

し
、
道
も
「
多
端
」
な
も
の
へ
と
分
節
さ
れ
た
体
系
と
な
っ
た
。
主
体
も
道
も

そ
れ
と
し
て
完
結
し
た
個
別
性
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、
た
ん

に
己
れ
に
閉
じ
こ
も
っ
て
相
互
に
無
縁
な
働
き
を
行
う
の
か
、
と
い
う
と
、
そ

う
で
は
な
い
。
彼
は
い
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

先
王
の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。
そ
の
道
は
多
端
な
り
と
い
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
も
、
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
。
そ
の
本
は
天
命
を
敬
す
る
に
在

り
。
（
弁
道
Ⅳ
）

道
は
「
多
端
」
で
は
あ
る
が
、
「
天
下
を
安
ん
ず
る
、
」
即
ち
「
仁
」
「
安
民
」

と
い
う
他
者
と
の
共
同
・
人
々
の
統
合
へ
の
方
向
性
を
含
ゑ
持
つ
。
そ
も
そ
も

人
間
は
、
「
相
親
し
み
相
愛
し
相
成
し
相
輔
け
相
養
ひ
相
匡
し
相
救
ふ
者
は
、

人
の
性
」
で
あ
っ
て
、
他
者
と
の
相
互
作
用
を
行
な
っ
て
「
群
」
を
営
む
（
Ⅳ
）
。

「
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ず
ん
ぱ
、
す
な
は
ち
存
す
る
こ
と
能
は
ず
」
（
Ⅳ
・
喝
）

、
、
、

で
あ
る
。
か
か
る
人
性
に
即
応
し
て
、
道
は
「
多
端
」
な
も
の
と
し
て
個
々
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、

行
わ
れ
つ
つ
も
、
同
時
に
、
こ
の
相
互
作
用
を
充
実
さ
せ
て
「
安
民
に
帰
す

る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
仁
に
依
り
、
芸
に
勝
ぶ
」
（
四
）
・
「
先
王

四



の
道
は
多
端
な
り
、
た
だ
仁
の
ゑ
以
て
こ
れ
を
貫
く
べ
し
」
（
詔
）
。
か
く
あ
る

こ
と
で
、
個
々
の
主
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
道
を
行
い
つ
つ
も
、
全
体
と

し
て
の
「
道
の
一
端
を
得
」
（
肥
）
る
。
個
別
的
行
為
は
そ
れ
ら
の
束
（
体
系

・
全
体
）
の
う
ち
に
生
か
さ
れ
、
全
体
は
個
別
的
行
為
の
協
働
の
う
ち
に
成
立

つ
の
で
あ
る
。
こ
の
様
を
祖
侠
は
、
或
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
嗽
え
（
四
）
、
ま
た

論
語
の
「
和
し
て
同
ぜ
ず
」
を
引
く
。
ｌ
「
和
ス
ル
ト
言
〈
、
五
味
ヲ
調
和

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ス
ル
ガ
如
シ
。
五
味
ノ
塩
梅
卜
言
〈
、
各
別
ノ
味
ヲ
持
行
テ
交
合
ス
ル
コ
ト

也
・
」
（
繩
）
・
「
和
な
る
者
は
、
五
味
相
和
す
る
の
和
の
ご
と
し
。
異
を
以
て
同

を
済
す
を
謂
ふ
な
り
」
（
Ⅲ
）
。
こ
の
模
様
は
さ
ら
に
こ
う
言
わ
れ
る
。

其
わ
ざ
別
に
候
へ
ど
も
、
互
に
心
を
よ
く
会
得
い
た
し
候
故
、
仕
手
・
脇

お
の
お
の
承

・
拍
子
揃
ひ
候
て
、
狂
言
の
仕
組
も
出
来
申
候
事
に
候
…
：
・
各
其
自
の

役
を
の
ゑ
い
た
し
候
へ
共
、
相
互
に
助
け
あ
ひ
て
、
一
色
か
け
候
て
も
国

士
は
立
不
レ
申
候
（
答
間
書
）
。

個
別
的
行
為
の
協
働
の
う
ち
に
成
立
つ
祖
侠
の
道
は
、
役
割
（
「
分
」
）
の
体

系
と
し
て
在
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
‐
以
上
の
よ
う
な
沮
侠
の
考
え

は
、
小
さ
な
人
間
関
係
か
ら
大
き
な
人
倫
組
織
．
「
封
建
」
論
に
至
る
ま
で
隈

（
６
）

な
く
及
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
桐
侠
は
、
道
を
、
個
々
の
行
為
が
そ
れ
と
し
て
働
き
つ
つ
も
全
休
が

成
さ
れ
る
よ
う
な
役
割
的
行
為
の
体
系
と
し
て
捉
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
体
系

、
、
、
、
、
、
、

か
ら
脱
略
・
疎
外
さ
れ
た
、
い
わ
ば
単
な
る
個
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
祖
裸
は

ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

柵
侠
の
定
義
で
は
、
主
体
の
行
為
の
う
ち
で
、
道
の
「
大
」
な
る
全
体
性
に

関
与
せ
ず
、
個
の
内
で
の
み
行
わ
れ
る
「
小
」
な
る
も
の
は
、
「
道
」
で
は
な

く
し
て
「
芸
」
・
或
は
「
小
道
」
（
答
間
書
）
で
あ
る
。
（
「
古
は
、
道
・
芸
を

以
て
並
べ
称
す
。
大
・
小
の
分
の
象
」
灯
、
「
詩
歌
も
弓
馬
も
芸
に
て
候
を
…
：
、

文
盲
な
る
も
の
の
道
と
名
付
け
．
…
：
」
答
間
書
）
。
彼
は
こ
う
し
た
全
体
性
に

関
わ
ら
な
い
個
の
内
的
な
行
為
を
決
し
て
一
概
に
否
定
し
は
し
な
か
っ
た
。
な

ん
と
な
れ
ば
、
第
一
に
、
こ
う
し
た
「
小
道
」
は
、
「
何
事
も
皆
我
一
己
の
上

に
思
ひ
取
（
る
）
」
「
小
量
な
る
人
」
が
己
れ
の
内
面
の
た
め
に
す
る
も
の
で
、
そ

れ
を
「
た
や
し
可
し
申
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
先
王
之
代
と
て
も
か
く
の
ご
と

ぎ
の
類
は
可
し
有
し
之
候
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
答
間
書
）
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

第
二
に
、
「
聖
人
の
世
」
の
よ
う
に
「
棄
材
な
く
、
棄
物
な
し
」
（
学
則
）
と
、

個
の
行
為
と
そ
の
全
体
と
の
連
関
が
宜
し
く
体
系
化
さ
れ
て
い
る
な
ら
い
ざ
し

ら
ず
、
そ
の
全
体
的
秩
序
そ
の
も
の
が
頽
落
し
て
来
た
「
春
秋
の
時
」
以
来
の

「
衰
世
」
（
噸
）
で
は
、
士
君
子
で
す
ら
全
休
性
に
参
与
せ
ず
、
「
道
」
を
独
我

的
な
「
芸
」
と
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
閥
・
剛
）
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
柤
侠
は
、
「
小
道
」
を
．
己
の
好
ゑ
に
い
た
し
候

半
事
」
（
答
間
書
）
を
容
認
す
る
ば
か
り
か
、
「
ヲ
ウ
チ
ャ
ク
ヲ
シ
テ
引
込
居

ル
」
者
（
伽
）
を
認
め
、
「
疵
物
」
（
答
間
書
）
「
癖
ア
ル
人
」
（
洲
）
を
評
価
し

さ
え
す
る
。
彼
ら
は
、
無
害
で
あ
る
か
、
事
に
よ
る
と
、
そ
の
内
面
の
孤
塁
に

逆
に
聖
人
の
道
に
接
近
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ

る
。
か
の
「
学
ん
で
む
し
ろ
諸
子
百
家
曲
芸
の
士
と
な
る
も
、
道
学
先
生
た
る

こ
と
を
願
は
ず
」
と
い
う
『
学
則
」
の
豪
語
は
こ
こ
に
生
れ
て
来
る
。

こ
う
し
た
祖
侠
の
個
的
行
為
を
容
認
す
る
視
線
は
、
当
の
祖
棟
そ
の
人
が
担

っ
て
い
た
問
題
と
絡
ん
で
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
「
聖
人
の
道
」
と
い
う

社
会
的
行
為
の
基
準
を
探
究
す
る
祖
棟
の
学
問
そ
れ
自
体
が
、
彼
の
場
所
に
あ

っ
て
、
実
は
彼
個
人
の
内
的
行
為
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
と
こ

ろ
が
内
面
そ
の
も
の
に
拠
を
据
え
る
こ
と
を
避
け
る
但
棟
は
、
自
説
の
根
拠
を

四
四



前
節
で
我
々
は
、
祖
侠
の
道
の
体
系
は
「
礼
楽
刑
政
之
類
」
（
答
間
書
）
と

し
て
在
る
こ
と
を
知
っ
た
。
「
礼
楽
刑
政
之
類
」
は
、
『
政
談
』
「
太
平
策
』
で

は
「
礼
」
「
法
」
「
礼
法
」
「
礼
楽
」
「
制
度
」
「
礼
楽
制
度
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
今
は
こ
れ
ら
を
「
制
度
」
と
一
括
し
て
お
く
。
こ
の
節
で
は
「
制
度
」

に
つ
い
て
も
う
少
し
そ
の
内
容
に
入
っ
て
み
た
い
。

さ
て
、
「
制
度
」
と
は
、
一
定
の
規
準
を
備
え
た
行
為
の
あ
つ
ま
り
で
、
し

か
も
具
体
的
・
客
体
的
に
定
着
し
て
い
る
。
主
体
が
そ
の
仕
方
を
知
り
、
か
つ

ま
さ
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
祖
侠
の
「
多
端
」
な

道
（
制
度
）
に
お
い
て
個
々
の
道
は
そ
れ
ぞ
れ
性
質
を
異
に
し
て
い
た
か
ら
、

我
々
は
そ
れ
を
一
律
の
性
格
や
行
わ
れ
方
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ

て
、
全
体
と
し
て
の
「
制
度
」
の
在
り
様
を
知
る
た
め
に
は
、
①
そ
れ
ぞ
れ
ど

の
よ
う
な
（
部
分
と
し
て
の
）
「
制
度
」
が
、
②
ど
の
よ
う
に
組
永
合
わ
せ
ら

「
祖
侠
」
な
ら
ぬ
「
聖
人
」
と
い
う
内
な
る
他
者
に
求
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

彼
は
意
外
に
孤
独
な
二
重
化
さ
れ
た
営
み
を
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
祖
裸
は
、
二
節
に
見
た
よ
う
に
「
道
」
の
領
域
の
限
界

を
設
定
し
、
他
方
で
こ
う
し
て
、
そ
の
体
系
か
ら
の
い
わ
ば
「
欠
如
態
」
（
和

辻
哲
郎
）
と
し
て
の
個
の
内
的
行
為
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
が
、
そ
れ
と
て
も
、
そ
れ
が
単
な
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
留
ら
ず
に
他

者
と
の
関
係
の
地
平
に
及
ん
だ
り
、
朱
子
学
の
「
理
」
の
如
く
逆
に
個
の
内
面

が
根
拠
と
な
っ
て
社
会
的
行
為
の
基
準
が
立
て
ら
れ
る
（
「
己
が
意
を
以
て
・
：

…
礼
楽
刑
政
を
造
る
」
）
に
至
る
こ
と
は
勿
論
否
定
さ
れ
る
。
．
己
の
好
み
」

と
い
う
限
定
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
常
に
付
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

れ
て
、
全
体
を
構
成
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
祖
裸
は
、
「
制
度
」
と
し
て
の
道
の
体
系
は
コ
代
」
ご
と
に
定

立
が
繰
り
返
さ
れ
る
（
コ
代
二
二
代
ノ
制
作
ア
リ
」
経
子
史
要
覧
）
と
い

う
歴
史
の
一
般
論
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
は
、
各
代
の
差
異
を
そ
こ
に
定
立

さ
れ
た
制
度
の
在
り
様
に
求
め
る
。
ｌ
「
物
は
世
を
以
て
殊
な
り
、
世
は
物

を
以
て
殊
な
り
」
（
学
則
）
・
「
其
代
其
代
之
開
祖
之
君
の
料
簡
に
て
、
世
界
全

体
之
組
立
に
替
り
有
し
之
候
」
（
答
間
書
）
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ

う
に
も
言
わ
れ
る
。

、
、

、
、
、
、
、

所
謂
聖
人
卜
云
〈
、
開
国
ノ
君
ノ
、
ヨ
ク
未
来
ヲ
鑑
ガ
ミ
、
礼
楽
制
度
二

、
、
、

弊
少
キ
様
一
一
工
夫
シ
テ
、
立
玉
フ
ヲ
称
ス
ル
ナ
リ
」
（
太
平
策
）
。

、
、

、
、

秦
漢
よ
り
し
て
後
は
、
聖
人
あ
る
こ
と
な
し
。
然
れ
ど
も
ま
た
お
の
お

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

の
建
つ
る
所
あ
り
。
た
だ
そ
の
知
、
物
に
周
か
ら
ず
。
聖
人
な
き
所
以
な

り
（
学
則
）
。

彼
が
唐
虞
三
代
の
制
度
を
理
想
と
し
て
そ
の
定
立
者
を
聖
人
と
す
る
の
も
、

そ
こ
に
ま
さ
に
理
想
的
・
典
型
的
な
制
度
構
成
が
行
わ
れ
、
後
代
は
そ
う
で
な

い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
か
か
る
異
り
を
生
じ
て
い
る
制
度
の
構
成

と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。
な
か
ん
ず
く
唐
虞
三
代
の
そ
れ
は
ど
う
で
あ
っ
た

の
か
。

祖
侠
は
聖
人
の
制
度
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

古
聖
人
ノ
法
ノ
大
綱
〈
、
③
上
下
万
民
ヲ
士
二
在
着
ケ
テ
、
⑧
其
上
一
一
礼

法
ノ
制
度
ヲ
立
ル
コ
ト
、
是
治
ノ
大
綱
也
（
政
談
川
）

Ａ
を
沮
侠
は
「
王
道
ノ
地
ヲ
作
ル
ナ
リ
」
（
太
平
策
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
制、

度
体
系
の
う
ち
の
い
わ
ば
基
盤
的
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
を
地
盤
と
し
て
（
「
其

、
、

（
句
Ｉ
）

上
一
こ
）
Ｂ
「
礼
法
ノ
制
度
」
が
立
て
ら
れ
て
い
る
麺
と
い
う
の
で
あ
る
。
Ａ

四
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に
関
し
て
そ
の
性
格
を
含
め
て
規
定
し
た
個
別
の
制
度
概
念
が
「
封
建
」
（
お

よ
び
「
郡
県
」
）
で
あ
り
、
Ｂ
に
関
し
て
の
そ
れ
が
、
「
礼
声
礼
楽
）
と
「
法
」

（
刑
政
）
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
唐
虞
三
代
は
、

「
礼
云
礼
楽
）
を
主
と
し
て
「
法
云
刑
政
）
を
従
と
す
る
制
度
⑧
を
、
「
封
建
」

、
、

と
い
う
制
度
側
の
「
地
」
の
も
と
に
も
っ
て
い
る
．
‐
Ｉ
こ
れ
は
八
礼
楽
（
刑

政
）
ｌ
封
建
Ｖ
と
定
式
化
出
来
よ
う
。
ま
た
漢
唐
以
後
の
諸
代
は
、
「
法
」
（
刑

政
）
を
主
と
し
て
「
礼
」
（
礼
楽
）
を
形
骸
化
さ
せ
た
制
度
⑧
を
、
「
郡
県
」
と

、
、

い
う
制
度
㈹
の
上
に
も
っ
て
い
る
。
’
八
（
礼
楽
）
刑
政
Ｉ
郡
県
Ｖ
・
以
下
そ
の

内
容
を
窺
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
Ｂ
「
礼
法
ノ
制
度
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
は
次
の
よ
う
な
説

明
で
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

制
度
ト
云
〈
法
制
・
節
度
ノ
事
也
。
古
聖
人
ノ
治
二
制
度
ト
言
物
ヲ
立

テ
、
是
ヲ
以
テ
上
下
ノ
差
別
ヲ
立
テ
、
箸
ヲ
押
へ
、
世
界
ヲ
豊
カ
ニ
ス
ル

ノ
妙
術
也
。
：
…
・
衣
服
・
家
居
・
器
物
、
或
〈
婚
礼
・
喪
礼
・
音
信
・
供

廻
リ
ノ
次
第
迄
、
人
々
ノ
貴
賤
・
知
行
ノ
高
下
・
役
柄
ノ
品
二
応
ジ
テ
、

夫
々
二
次
第
有
ル
ヲ
制
度
ト
言
也
（
政
談
洲
）
。

主
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
場
面
に
応
じ
た
諸
般
の
行
為
Ｉ
し
か
も
基
準
を

含
ん
だ
（
「
次
第
有
ル
」
）
行
為
の
体
系
が
制
度
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

で
、
こ
う
し
た
制
度
⑧
は
、
唐
虞
三
代
に
於
て
は
「
礼
」
（
礼
楽
）
と
し
て
在

り
、
「
法
」
（
刑
政
）
と
し
て
在
っ
た
の
で
は
な
い
と
祖
侠
は
い
う
。
－
１
「
先

、

王
、
貴
賤
老
少
の
制
を
定
め
、
以
て
礼
と
為
す
。
礼
以
て
俗
を
為
す
。
然
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
も
、
此
れ
法
に
非
ざ
る
な
り
」
（
孟
子
識
）
。

で
は
、
礼
と
法
と
は
ど
う
性
格
的
に
区
別
さ
れ
る
の
か
。
彼
は
い
う
、
「
法
な

る
者
は
禁
令
な
り
。
令
し
て
以
て
之
れ
を
行
は
し
め
、
禁
じ
て
以
て
之
れ
を
止

む
。
…
…
威
を
以
て
治
を
為
す
者
な
り
」
（
孟
子
識
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
礼
楽

は
、
「
の
び
や
か
な
る
」
（
答
間
書
）
「
長
養
の
道
」
（
弁
道
）
で
あ
っ
て
、
次
の

如
く
行
わ
れ
る
。

礼
は
則
ち
此
れ
〔
Ｉ
法
〕
に
異
れ
り
。
観
敷
を
以
て
用
と
為
し
て
、
民
を

し
て
恥
づ
る
所
有
ら
し
む
。
．
：
…
美
を
務
む
る
者
な
り
。
民
の
性
、
美
な

な
ら

れ
ば
則
ち
之
れ
に
效
ふ
。
是
を
以
て
禁
令
を
待
た
ず
し
て
行
は
れ
、
其
の

久
し
き
に
及
ぶ
な
り
。
習
ひ
て
以
て
俗
を
成
し
、
民
固
よ
り
然
り
と
為
す

（
孟
子
識
）
。

礼
は
、
人
々
の
廉
恥
心
（
「
恥
づ
る
所
」
）
に
訴
え
る
。
礼
は
美
し
い
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
数
う
の
が
人
の
性
だ
か
ら
、
礼
は
遵
守
さ
れ
て
ゆ
く
。
か
く
人

々
の
廉
恥
心
・
美
的
な
情
操
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
が
礼
だ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

先
王
の
制
度
⑧
は
、
こ
の
よ
う
な
「
礼
」
と
し
て
あ
る
。
だ
が
も
っ
と
も
、

彼
は
、
そ
の
体
系
の
う
ち
に
、
礼
以
外
の
も
の
、
即
ち
美
・
文
に
訴
え
る
礼
で

は
な
く
し
て
、
威
・
武
に
訴
え
る
法
Ｉ
刑
政
が
存
し
て
い
る
こ
と
も
認
め
て
い

る
。
「
先
王
の
道
は
多
端
な
り
。
し
ば
ら
く
そ
の
湖
耐
る
露
窪
的
）
者
を
挙
げ

て
こ
れ
を
言
は
ぱ
、
政
は
暴
を
禁
じ
、
兵
刑
は
人
を
殺
す
」
（
⑱
）
。
一
朝
事
あ

や
か
ら

れ
ぱ
征
伐
を
行
い
、
「
風
化
ヲ
乱
ル
族
」
に
は
「
刑
罰
二
行
う
」
（
太
平
策
）
、

そ
の
よ
う
な
道
も
道
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
端
で
は
あ
る
。
し
か
し
彼
は
い

、
、

、
、
、
、

う
、
先
王
の
制
度
に
於
て
は
「
法
度
も
粗
く
候
て
」
（
答
間
書
）
「
刑
措
き
て
用

、
、

ひ
ず
」
（
開
）
で
あ
る
と
。
「
け
だ
し
先
王
は
、
…
…
政
刑
の
以
て
民
を
安
ん
ず

る
に
足
ら
ざ
る
を
知
る
や
、
故
に
礼
楽
を
以
て
こ
れ
を
化
す
」
（
、
）
だ
か
ら

し
て
、
法
Ｉ
刑
政
は
安
民
の
観
点
か
ら
も
中
心
的
な
働
き
を
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
制
度
体
系
に
於
て
、
「
法
」
（
刑
政
）
の
契
機
は
、
た
し
か
に
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時
に
は
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、
殆
ど
発
動
さ
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
そ
の
外
郭
・

周
辺
に
留
ま
り
、
普
通
の
生
活
内
容
に
は
立
入
ら
な
い
。
そ
し
て
人
々
の
生
活

は
「
礼
」
を
中
心
と
し
て
、
即
ち
美
・
文
を
媒
介
に
「
の
び
や
か
」
に
駆
動
す

る
も
の
と
し
て
定
着
し
た
制
度
を
中
心
と
し
て
、
営
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ

ヲ
（
》
○

で
は
こ
う
し
て
制
度
⑧
が
「
礼
」
と
し
て
存
在
す
る
、
そ
の
基
礎
は
ど
こ
に

在
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
Ａ
「
上
下
万
民
ヲ
士
二
在
着
ヶ
元
）
」
と
い
う

レ
↓
ヘ
ル
の
制
度
と
連
関
し
て
い
る
。
封
建
制
は
こ
れ
の
徹
底
し
た
実
現
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

ぢ
ぎ
わ
ず
か

封
建
之
世
は
、
天
下
を
諸
侯
に
わ
り
く
れ
候
而
、
天
子
の
直
治
め
は
僅
の

事
に
候
。
諸
侯
の
臣
は
、
皆
世
禄
に
て
代
く
知
行
所
を
持
ち
候
而
有
し
之

候
（
答
間
書
）

、
、

「
封
建
」
で
は
、
も
っ
と
も
粗
い
空
間
の
分
割
と
そ
れ
へ
の
主
体
・
集
団
の
帰

属
が
、
天
子
（
天
下
）
・
諸
侯
（
封
国
）
・
大
夫
士
（
知
行
所
）
・
庶
人
と
い
う

形
で
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
天
子
の
直
治
め
は
僅
」
で
、
諸

、
、
、
、

侯
・
士
大
夫
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
土
地
（
空
間
）
と
帰
属
集
団
を
「
わ
り
く
れ
」

、
、
、

ら
れ
「
持
候
而
」
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
位
・
下
位
は
土
地
・
集
団
を
そ
れ
ぞ

、
、

れ
に
分
有
さ
れ
、
「
面
々
の
治
」
（
棚
）
を
有
つ
。
封
建
制
の
土
着
定
住
に
よ
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
、
分
割
さ
れ
た
単
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
に
内
部
性
・
独
立
性
を
保
ち
つ

、

つ
、
一
つ
の
全
体
へ
と
括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
三
節
に
見
た
個
別
的
主
体
と

全
体
と
の
関
係
組
織
の
在
り
方
は
こ
の
し
・
ヘ
ル
で
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
）

か
く
上
下
万
民
が
土
着
定
住
す
る
も
と
で
は
、
次
の
様
な
状
態
が
実
現
す
る

と
い
う
。
（
以
下
数
行
、
『
政
談
」
に
お
け
る
徳
川
封
建
制
の
区
画
案
を
援
用
す

る
）
。
人
々
は
「
郷
里
卜
云
者
定
」
（
鯛
）
め
、
「
同
所
」
（
洲
）
に
永
く
共
属

ね
ん
ご
ろ

す
る
。
こ
こ
で
は
人
々
は
「
相
互
上
｜
一
見
放
ス
事
モ
無
ク
交
リ
念
比
二
」
「
睦
ジ

あ
い
た
が
い

ク
」
（
恥
）
、
「
自
然
ト
相
互
二
扶
ヶ
救
う
事
：
…
人
情
ノ
常
」
（
洲
）
で
あ
る
。

仁
Ｉ
安
民
に
結
び
付
く
よ
う
な
相
互
の
結
合
作
用
が
醸
成
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
合
の
状
態
は
水
平
的
の
ゑ
で
は
な
い
。
上
下
関
係
に
お
い
て
も
、

上
に
も
「
愛
隣
ノ
心
モ
自
然
ト
生
ジ
、
如
何
様
の
人
｜
一
テ
モ
、
サ
ノ
ミ
苛
ク
ハ

セ
ヌ
コ
ト
、
是
叉
人
情
」
（
加
）
で
、
「
士
と
民
と
恩
義
相
結
び
て
」
（
答
間
書
）

融
和
的
な
関
係
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
。

封
建
制
に
よ
る
土
着
の
徹
底
が
か
か
る
結
合
を
齋
す
こ
と
を
背
景
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
「
法
度
も
粗
く
候
て
、
只
上
下
の
恩
義
に
て
治
ま
り
、
廉
恥
を

せ
ん

養
ふ
こ
と
を
先
と
い
た
し
候
。
諸
侯
も
大
夫
も
、
皆
わ
が
物
に
致
し
候
而

〈
郵
壺
醗
酵
群
の
）
掴
榔
を
治
め
候
事
」
（
答
間
書
）
に
な
る
。
棚
侠
が
「
封
建
に
非

れ
ぱ
仁
天
下
に
狹
か
ら
ず
」
（
讓
園
随
筆
）
と
い
う
の
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。
唐

虞
三
代
に
制
度
⑥
が
礼
楽
と
し
て
あ
り
得
た
こ
と
は
、
聖
人
が
封
建
と
い
う
制

度
側
を
「
地
」
と
し
て
基
礎
づ
け
て
い
れ
ば
こ
そ
だ
と
、
侶
侠
は
見
る
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

、
、

で
は
、
か
か
る
唐
虞
三
代
の
八
礼
楽
（
刑
政
）
Ｉ
封
建
Ｖ
と
い
う
典
型
的
制

度
構
成
に
対
し
て
、
そ
れ
以
後
の
各
代
は
ど
う
か
。

秦
漢
よ
り
し
て
下
り
、
郡
県
を
以
て
封
建
に
代
へ
、
法
律
を
以
て
礼
楽
に

代
ふ
（
祖
侠
集
弛
）
。

す
な
わ
ち
八
法
律
（
Ｉ
刑
政
）
Ｉ
郡
県
Ｖ
が
、
秦
漢
以
後
の
制
度
の
内
容
構
成

で
あ
る
。
ま
ず
郡
県
か
ら
見
て
承
よ
う
。

「
郡
県
」
は
、
Ａ
「
上
下
万
民
ヲ
士
二
在
着
ケ
ル
」
と
い
う
典
型
か
ら
い
え

ば
、
甚
だ
不
充
分
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

き
り

郡
県
之
世
は
、
諸
侯
を
立
ず
士
大
夫
皆
一
代
切
に
候
。
知
行
所
も
な
く
皆
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切
米
取
に
而
禄
薄
く
候
。
：
…
・
天
下
の
国
郡
を
治
め
候
太
守
・
県
令
と
申

候
は
、
皆
代
官
之
様
な
る
物
に
し
、
三
年
替
り
に
候
（
答
間
書
）
。

諸
侯
は
排
さ
れ
、
士
大
夫
は
「
知
行
所
も
な
く
皆
切
米
取
」
．
代
切
」
で
あ

っ
て
、
勿
論
土
地
と
集
団
を
「
持
候
而
」
は
い
な
い
。
封
建
制
に
お
け
る
よ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

な
中
・
下
位
の
分
割
単
位
の
独
立
性
・
内
部
性
が
開
か
れ
失
わ
れ
る
と
同
時

に
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
そ
の
意
向
を
体
し
た
「
三
年
替
り
」
の
官
吏
今
代

官
之
様
な
る
物
」
）
が
Ｉ
つ
ま
り
中
央
に
集
中
し
た
力
が
ｌ
‐
下
を
治
め

る
。
こ
こ
で
は
、
た
と
い
下
民
の
土
着
性
は
保
た
れ
て
い
て
も
、
「
上
」
の
土

着
性
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
彼
ら
が
下
と
「
恩
義
相
結
ぶ
」
可
能
性
は
な

く
な
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
沮
侠
に
い
わ
せ
れ
ば
「
封
建
一
た
び
壊

れ
て
、
民
、
統
属
す
る
所
な
く
、
天
下
澳
焉
と
し
て
恩
な
し
」
（
讓
園
随
筆
）
の

状
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
地
」
の
も
と
で
は
、
そ
の
上
に
立
て
ら
れ
た
制
度
⑥
の
性
格

も
ま
た
三
代
と
は
殊
な
っ
て
来
る
。
祖
採
は
次
の
様
に
い
う
。
ｌ
「
郡
県
之

世
は
…
…
法
度
之
立
様
三
代
と
替
り
厳
密
に
候
」
（
答
間
書
）
。
「
法
度
ヲ
厳
ク

シ
テ
廉
恥
ヲ
養
う
コ
ト
薄
キ
風
俗
」
（
鈴
録
・
巻
三
）
で
あ
る
。
ま
た
「
公
法

ヲ
大
夫
二
立
テ
五
倫
ノ
道
二
構
ハ
ズ
」
（
棚
）
「
徴
然
と
し
て
太
公
ま
た
恩
愛
な

し
」
（
狸
）
と
。
三
代
の
礼
の
秩
序
に
お
い
て
働
き
・
養
わ
れ
て
い
た
よ
う
な

「
廉
恥
」
「
恩
義
」
等
の
「
美
」
的
媒
体
は
不
問
に
付
さ
れ
る
（
「
構
ハ
ズ
」
）
。

、

そ
の
代
わ
り
に
「
戯
然
と
し
て
太
公
」
な
る
法
を
生
活
の
内
容
に
ま
で
「
厳

ク
」
立
入
ら
せ
た
も
の
が
、
郡
県
制
の
も
の
制
度
⑧
で
あ
る
。
封
建
制
で
は
、

礼
が
定
着
・
実
現
し
て
い
る
が
故
に
、
「
法
度
」
は
「
粗
」
き
も
の
と
し
て
退

い
て
い
た
が
、
郡
県
制
は
、
礼
を
欠
く
と
同
時
に
、
「
威
」
を
媒
体
と
し
た
太

公
厳
密
な
る
「
法
度
」
が
制
度
の
中
心
に
働
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
礼
楽
が
唐
虞
三
代
だ
け
の
も
の
で
そ
れ
以
後
に
は
失
わ
れ
て
い

る
と
い
う
沮
侠
の
論
は
、
少
し
強
調
さ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
礼
楽
は
漢
以
後
の
各
代
に
も
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
者
も
あ
っ
た
か
ら
で

（
８
）

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
見
て
来
た
よ
う
に
制
度
体
系
は
構
成
を
も
っ
た
全
体
で
あ

る
。
或
る
「
物
」
が
そ
れ
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
に
於
け
る

と
・
他
（
全
体
）
と
の
連
関
に
於
け
る
と
の
交
錯
す
る
処
に
お
い
て
言
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
礼
楽
」
こ
そ
は
、
そ
れ
の
存
在
が
全
体
の
存
在
を
端

的
に
表
示
す
る
よ
う
な
「
物
」
で
あ
ろ
う
。
「
礼
楽
」
と
い
う
概
念
は
た
ん
な

る
「
礼
」
と
は
違
っ
て
体
系
的
連
関
を
含
意
し
て
い
る
。
不
充
分
な
制
度
ｌ
郡

県
制
Ｉ
の
も
と
で
「
礼
楽
」
が
そ
れ
と
し
て
在
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に

ま
た
、
荷
も
「
礼
楽
」
が
あ
り
得
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
制
度
体
系
は
完
成

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

祖
侠
に
い
わ
せ
る
と
、
な
る
ほ
ど
漢
唐
以
後
の
王
者
も
「
礼
」
を
制
し
は
し

た
。
し
か
し
、
「
後
世
の
礼
を
制
す
る
は
、
そ
の
人
聖
人
に
非
ず
、
礼
楽
の
原

に
達
せ
ず
、
一
切
旬
且
に
し
て
、
従
ら
に
観
の
美
を
為
す
」
（
祖
採
集
Ⅷ
）
。
「
定

め
て
以
て
朝
廷
の
制
と
為
す
者
は
、
世
俗
の
礼
の
み
」
（
論
語
徴
、
子
日
事
君

礼
人
以
為
諮
世
章
）
。
そ
れ
は
「
礼
楽
」
を
達
成
し
て
は
い
な
い
。
で
は
こ
こ

で
「
礼
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
「
徒
ら
」
な
る
も
の
Ｉ

然
る
べ
き
内
容
と
働
き
を
失
っ
た
形
骸
な
い
し
転
化
物
（
「
世
俗
の
礼
」
）
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
礼
が
そ
の
内
容
を
欠
く
と
は
、
そ
れ
が
〃
制
す
る
〃
と
い
う

「
威
」
の
ゑ
を
裏
打
ち
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
畢
寛
こ
こ
で
は
、
礼
が

法
と
択
ば
ぬ
も
の
と
な
り
（
「
礼
と
法
と
混
じ
て
一
と
な
り
」
孟
子
識
）
「
礼

・
法
混
ず
る
の
世
」
（
同
）
と
な
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い
。

四
八



前
節
で
は
、
柤
侠
の
道
（
制
度
）
の
体
系
に
つ
い
て
、
そ
の
部
分
の
性
格
と

構
成
の
模
様
を
探
っ
た
。
こ
の
節
で
は
、
時
と
の
関
連
に
於
い
て
、
道
を
見
て

ゆ
き
た
い
。

一
節
に
見
た
如
く
、
祖
侠
は
、
道
を
事
（
物
）
と
し
て
捉
え
る
。
道
は
人
間

の
活
動
と
し
て
の
承
実
現
す
る
。
人
間
の
活
動
が
道
を
営
承
続
け
る
場
合
に
の

み
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
道
は
存
在
す
る
。
人
間
の
活
動
を
離
れ
て

道
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
沮
侠
の
観
点
を
準
備
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
伊
藤
仁
斎

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
夫
れ
道
は
一
つ
の
み
。
・
・
・
…
皆
人
に
由
っ
て
顕
わ
る
。
人
無

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

き
と
き
は
則
ち
以
て
道
を
見
る
こ
と
無
し
」
（
童
子
問
・
上
巻
）
。
こ
れ
は
、
仁

斎
が
朱
子
学
に
対
抗
し
て
、
「
理
」
か
ら
「
気
」
へ
．
「
静
」
か
ら
「
動
」
へ

と
立
脚
点
を
移
し
た
こ
と
か
ら
の
、
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ

く
人
の
活
動
の
う
ち
に
道
を
捉
え
な
が
ら
も
、
仁
斎
と
柤
侠
に
は
違
い
が
あ

る
。
仁
斎
は
、
そ
の
よ
う
な
活
動
そ
の
も
の
が
人
間
と
い
う
類
的
存
在
あ
る

限
り
、
不
断
に
連
綿
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
「
夫
れ
道
の
流
行
す
る
や
、
時

と
し
て
然
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
処
と
し
て
在
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

隠
顕
有
っ
て
断
続
無
し
」
（
同
・
下
巻
）
。
確
か
に
道
の
流
行
に
は
「
隠
顕
」

が
あ
っ
て
、
人
の
道
を
行
う
活
動
が
つ
ね
に
顕
わ
な
も
の
へ
と
充
実
し
、
高

祖
侠
は
こ
う
し
て
、
後
世
の
「
礼
」
な
る
も
の
は
内
実
を
失
っ
て
畢
寛
「
法
」

化
し
た
も
の
だ
と
見
て
い
る
。
厳
密
な
意
味
で
そ
れ
は
「
礼
」
で
は
な
い
。
ま

し
て
や
「
礼
楽
」
は
こ
こ
に
は
在
り
得
な
い
。
「
秦
、
功
令
を
以
て
天
下
を
治

、
、
、
、

（
ｎ
コ
）

め
し
よ
り
、
礼
楽
浪
ぶ
」
（
学
則
）
の
で
あ
る
。

五

ま
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
た
と
い
そ
う
で
あ
れ
、
道
は
不

断
に
行
わ
れ
て
来
た
し
、
ま
た
行
わ
れ
て
い
る
、
と
仁
斎
は
考
え
る
の
で
あ

ブ
（
〕
。

と
こ
ろ
が
祖
侠
に
あ
っ
て
は
、
道
は
「
礼
楽
刑
政
」
と
い
う
具
体
的
・
客
体

的
に
成
立
し
た
制
度
と
し
て
の
象
存
在
す
る
。
柤
棟
は
主
体
の
活
動
性
を
重
く

見
る
。
制
度
は
、
聖
人
を
筆
頭
と
す
る
君
子
た
ち
人
間
の
よ
り
自
覚
的
な
働
き

を
俟
っ
て
始
め
て
押
し
出
さ
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
礼
は
道

の
命
脈
な
り
。
礼
楽
亡
ぶ
れ
ば
則
ち
文
武
の
道
地
に
堕
っ
」
（
讓
園
三
筆
）
「
礼

亡
ぶ
れ
ば
道
随
ひ
て
亡
ぶ
」
（
論
語
徴
、
子
貢
欲
去
告
朔
之
顔
羊
章
）
で
あ
る
。

道
の
存
立
は
主
体
に
依
存
す
る
。
道
は
、
制
度
を
行
う
主
体
の
活
動
と
相
俟
ち

つ
つ
生
成
実
現
し
、
或
は
そ
れ
が
無
い
こ
と
に
よ
っ
て
確
実
に
失
わ
れ
る
も
の

と
な
る
。
但
侠
の
卓
抜
な
歴
史
論
は
、
こ
こ
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。

「
其
人
に
非
ず
ん
ぱ
、
道
虚
し
く
は
行
は
れ
ず
」
と
し
た
祖
侠
は
、
主
体
の

活
動
に
よ
る
制
度
の
実
現
（
定
立
・
守
成
）
↓
そ
の
活
動
の
無
い
こ
と
に
よ
る

制
度
の
亡
失
と
い
う
、
制
度
の
実
現
↓
非
実
現
↓
実
現
と
い
っ
た
サ
イ
ク
ル
を

以
て
歴
史
を
区
切
っ
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
コ
代
」
の
制
度
は
そ

の
創
業
者
（
「
開
国
の
君
」
）
の
行
為
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
そ
れ
が
そ
の
代
の

人
々
に
受
継
が
れ
て
協
働
さ
れ
、
更
に
そ
れ
が
行
わ
れ
な
く
な
る
に
至
っ
て

は
、
次
の
「
代
」
の
創
業
行
為
を
俟
つ
、
と
い
う
一
般
的
な
循
環
過
程
（
「
治

乱
盛
衰
」
「
天
運
ノ
循
環
」
）
が
歴
史
を
貫
い
て
い
る
、
と
彼
は
し
た
（
「
治
乱

盛
衰
ノ
理
、
万
古
一
轍
ナ
ル
」
伽
・
「
治
乱
盛
衰
之
道
理
古
今
の
差
別
な
く
：
：
：

」
答
間
書
）
。
そ
し
て
こ
の
循
環
過
程
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
治
盛
↓
衰
乱
へ
の

、
、

移
行
を
「
防
」
い
で
治
盛
の
よ
り
永
き
を
保
つ
こ
と
に
、
制
度
の
働
き
が
問
わ

れ
る
と
表
え
た
の
で
あ
る
（
川
・
棚
）
。
つ
ま
り
彼
に
あ
っ
て
制
度
と
は
、
そ

四
九



の
ま
ま
で
は
「
循
環
」
し
て
し
ま
う
よ
う
な
過
程
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
人
々
の

生
活
基
準
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
衰
乱
へ
の
変
易
を
「
防
」
い

で
治
盛
を
保
つ
働
き
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
治
盛
か
ら
衰
乱
へ
の
移
行
過
程
は
い
か
に
し
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
彼
は
、
次
の
二
つ
の
角
度
か
ら
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

④
第
一
は
、
財
物
に
対
す
る
人
々
の
要
求
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
、
そ

の
欠
乏
（
「
困
窮
」
）
が
生
じ
、
乱
に
至
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

何
レ
ノ
世
ト
テ
モ
風
俗
壊
し
、
著
侈
長
ズ
レ
簿
〈
、
上
下
共
一
一
困
窮
シ
、
財

か
ん
き

用
尽
ル
ュ
ヘ
、
姦
究
繁
ク
、
盗
賊
起
り
、
乱
世
一
一
ナ
ル
コ
ト
、
万
古
一
轍

也
。
（
棚
）

太
平
久
ク
続
ク
ト
キ
ハ
、
漸
々
二
上
下
困
窮
シ
、
夫
ヨ
リ
シ
テ
紀
綱
乱
テ

終
二
乱
ヲ
生
ズ
。
和
漢
古
今
共
二
治
世
ヨ
リ
乱
世
二
移
ル
コ
ト
ハ
、
皆
世

ノ
困
窮
ヨ
リ
出
ル
コ
ト
、
歴
代
ノ
シ
ル
シ
、
鑑
二
掛
テ
明
力
也
（
洲
）
。

祖
侠
に
よ
る
と
、
国
初
の
人
々
の
「
風
俗
」
（
生
活
傾
向
）
は
「
質
素
」
で
あ

る
（
州
）
。
と
こ
ろ
が
、
「
華
美
ヲ
好
ム
ハ
人
情
ノ
常
」
（
州
）
だ
か
ら
し
て
、

「
久
シ
ク
治
マ
レ
バ
、
文
華
ニ
ナ
ル
コ
ト
自
然
ノ
勢
」
（
川
）
で
あ
る
。
太
平

が
続
く
う
ち
に
人
々
の
生
活
は
「
文
華
」
「
著
侈
」
な
る
も
の
へ
と
水
準
を
移

動
さ
せ
て
く
る
。
し
か
る
に
「
総
ジ
テ
天
地
ノ
間
一
一
万
物
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
各
く

其
限
リ
ア
リ
：
…
・
」
（
洲
）
で
、
天
地
の
物
を
生
成
す
る
こ
と
は
一
定
の
限
度

が
あ
る
か
ら
、
財
用
に
は
欠
乏
を
来
た
し
、
ま
た
そ
の
分
配
に
混
乱
が
生
じ
て

（
「
其
数
疹
キ
賤
人
ガ
其
数
少
キ
善
キ
物
ヲ
用
ル
故
一
一
、
事
不
し
足
、
：
…
・
上
下

混
乱
シ
、
争
ノ
端
ト
成
」
洲
）
、
乱
に
至
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑨
他
方
、
祖
棟
は
、
社
会
に
お
け
る
地
位
・
役
割
と
そ
こ
に
期
待
さ
れ
る
人

の
能
力
と
が
ズ
レ
を
生
ず
る
こ
と
か
ら
乱
に
至
る
と
い
う
。
〈
タ
ー
ン
を
指
摘

す
る
。

盛
世
一
天
賢
才
上
二
在
り
、
衰
世
一
天
賢
才
下
ニ
ア
リ
。
是
叉
古
今
一
轍

ニ
テ
、
万
古
不
易
ノ
常
理
ナ
リ
（
川
）

何
レ
ノ
世
ト
テ
モ
、
太
平
久
シ
ヶ
レ
バ
、
カ
ク
〔
Ｉ
小
人
上
ニ
ァ
リ
、
君

子
下
ニ
ァ
ル
世
ト
〕
ナ
リ
ュ
キ
テ
、
世
終
二
乱
ル
（
州
）
。

ま
ず
国
初
の
盛
世
に
は
、
「
賢
才
」
（
「
君
子
」
「
大
量
ノ
人
」
）
が
「
上
」
に

在
る
。
け
だ
し
、
「
総
テ
人
ノ
才
智
〈
、
様
々
ノ
難
儀
・
困
窮
ヲ
ス
ル
ョ
リ
出

来
ル
者
…
…
是
自
然
ノ
道
理
」
（
洲
）
で
あ
り
、
国
初
に
お
い
て
上
に
あ
る
人

々
と
は
、
乱
世
に
お
い
て
難
儀
を
経
、
智
恵
を
有
っ
て
そ
の
地
位
を
得
た
人

（
「
様
々
ノ
難
儀
二
逢
タ
ル
ョ
リ
才
智
生
ジ
テ
、
夫
故
功
ヲ
立
テ
ュ
大
禄
・
高

官
二
成
タ
（
ル
ヒ
洲
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
位
を
世
襲
す
る
（
「
家

筋
ヲ
立
ル
」
）
こ
と
に
な
る
子
孫
に
お
い
て
は
、
「
代
々
大
禄
・
高
官
ナ
ル
故
、

生
ナ
ガ
ラ
ノ
上
人
一
一
テ
、
何
ノ
難
儀
モ
セ
ネ
パ
、
才
智
ノ
可
し
生
様
ナ
シ
」
（
洲
）
。

そ
こ
で
、
「
太
平
久
ク
経
レ
バ
、
能
キ
人
下
二
有
テ
上
ノ
人
〈
愚
一
一
成
行
ク
・
」

「
上
ナ
ル
人
愚
庸
ニ
ナ
リ
テ
、
下
二
豪
傑
ア
レ
パ
、
世
必
乱
ル
」
（
棚
）
・
「
才

智
ノ
上
二
無
ク
成
テ
ハ
…
…
下
ダ
ル
者
二
才
智
ノ
人
出
デ
、
代
ヲ
覆
ス
・
へ
シ
」

（
刑
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
治
盛
↓
衰
乱
の
過
程
に
対
し
て
、
ど
ん
な
「
聖
人
の
道
」

が
行
わ
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

祖
裸
に
お
い
て
、
財
物
に
せ
よ
、
人
に
せ
よ
、
「
天
地
」
が
生
ず
る
も
の
で

あ
っ
て
、
元
来
そ
れ
に
「
不
足
」
が
あ
る
筈
は
な
い
と
さ
れ
る
。
（
「
古
ノ
天

地
〈
古
ノ
天
地
ヨ
リ
生
ル
物
ニ
テ
、
人
モ
食
物
モ
衣
服
モ
家
居
モ
、
何
ノ
不
足

モ
ナ
シ
。
今
ノ
天
地
〈
今
ノ
天
地
二
生
ル
物
ニ
テ
、
是
叉
何
ノ
不
足
ナ
シ
。
人

毛
又
左
ノ
如
シ
。
今
日
ノ
天
地
一
天
、
今
日
生
ル
人
一
一
テ
不
足
ナ
シ
」
師
）
。

五
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従
っ
て
、
問
題
は
い
ず
れ
に
せ
よ
配
分
の
問
題
で
あ
る
。
財
物
と
人
と
を
宜
し

く
配
分
す
る
規
則
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
祖
侠
は
次
の
如
く
説

く
◎

仙
祖
裸
に
お
い
て
制
度
と
は
「
衣
服
・
家
居
・
器
物
、
或
〈
婚
礼
・
喪
礼
・

音
信
・
贈
答
・
供
廻
リ
ノ
次
第
迄
、
人
々
ノ
貴
賤
・
知
行
ノ
高
下
・
役
柄
ノ
品

二
応
ジ
テ
、
夫
々
次
第
有
ル
」
も
の
で
あ
っ
た
。
制
度
は
地
位
・
役
割
の
差
別

を
立
て
て
そ
れ
に
応
じ
た
人
々
の
行
為
を
定
め
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
そ

の
差
別
に
応
じ
て
財
物
の
一
定
の
分
配
を
企
て
る
と
い
う
働
き
を
も
兼
ね
持
っ

て
い
る
。
従
っ
て
、
「
兼
テ
制
度
ヲ
立
テ
是
ヲ
守
ラ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
々
其
節
限

・
分
量
ヲ
シ
ル
故
、
分
二
過
ダ
ル
著
〈
自
然
卜
無
シ
テ
、
世
上
ニ
費
ナ
シ
。
…

華
美
ヲ
好
ム
ハ
人
情
ノ
常
ナ
ル
故
、
制
度
ナ
ヶ
レ
バ
世
ノ
中
次
第
二
箸
リ
’
一
ナ

リ
行
ク
也
」
（
洲
・
洲
）
。
制
度
が
人
々
に
自
分
の
用
う
る
財
物
の
「
節
限
・
分

量
」
を
予
め
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
困
窮
」
と
い
う
経
済
的
破
綻
を
「
防

グ
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑨
と
こ
ろ
で
、
勿
論
制
度
は
物
の
分
配
を
宰
る
の
み
で
は
な
く
、
人
の
行
為

の
体
系
で
も
あ
る
。
た
と
い
そ
の
「
上
下
ノ
差
別
」
に
於
て
財
物
の
配
分
が
う

ま
く
ゆ
く
と
し
て
も
、
そ
の
「
差
別
」
に
然
る
べ
き
主
体
が
配
当
さ
れ
ね
ば
、

制
度
は
そ
れ
に
見
あ
っ
た
活
動
を
行
え
な
い
。
そ
こ
で
祖
侠
は
、
「
役
儀
ノ
立

ヤ
ブ
」
ノ
「
仕
方
」
（
政
談
・
巻
三
）
を
説
く
。
人
材
登
庸
策
と
（
刑
以
下
・

州
以
下
）
、
そ
の
た
め
に
「
人
を
知
る
」
方
法
を
示
す
（
剛
以
下
・
棚
以
下
）

の
が
そ
の
主
眼
で
あ
る
。
こ
の
方
策
に
よ
っ
て
、
才
智
の
人
が
下
か
ら
「
執
立

い
つ

テ
」
ら
れ
て
然
る
べ
き
地
位
・
役
割
に
配
分
さ
れ
、
「
賢
者
〈
何
モ
上
二
有
テ
、

愚
者
ハ
イ
ッ
モ
下
二
有
ル
」
（
刑
）
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
国
家
能
く
納
り
、
…

世
界
豊
二
栄
」
（
洲
）
え
さ
せ
「
代
ヲ
伝
ル
コ
ト
長
久
」
（
刑
）
な
ら
し
め
る
も

の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
の
知
人
・
人
材
登
庸
策
は
、
制
度
の
人
的
側
面
に

、
、
、
、

お
け
る
、
制
度
に
つ
い
て
の
制
度
だ
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

ふ
せ
ぎ

さ
て
、
こ
う
し
て
制
度
は
、
治
盛
↓
衰
乱
の
過
程
へ
の
「
防
」
と
な
る
。
に

、
、
、

も
拘
ら
ず
、
柤
侠
は
こ
の
「
防
」
を
絶
対
永
遠
に
存
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
。
「
聖
人
ノ
制
作
一
一
テ
モ
、
必
弊
生
ジ
テ
、
コ
ノ
弊
ヨ
リ
世
〈
乱
ル

上
」
（
太
平
策
）
と
彼
は
い
う
。
し
か
し
、
最
も
充
全
な
も
の
で
あ
る
聖
人
の

制
度
に
し
て
何
ゆ
え
「
弊
」
が
生
ず
る
の
か
、
彼
は
充
分
な
説
明
を
加
え
て
い

な
い
。
た
だ
、
天
運
の
循
環
Ｉ
治
乱
盛
衰
の
道
理
が
「
万
古
一
轍
」
に
貫
徹
す

る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
も
の
と
さ
れ
る
。

柤
侠
の
制
度
は
有
限
性
の
刻
印
を
押
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
で
完
檗
な
も

の
と
し
て
成
立
っ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
彼
の
制
度
が
、
そ
れ
を
（
打
こ

わ
す
こ
と
に
於
て
）
有
限
た
ら
し
め
つ
つ
。
そ
れ
を
（
成
立
た
せ
る
こ
と
に
於

て
）
支
え
る
よ
う
な
、
「
天
」
の
働
き
に
包
ま
れ
限
定
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
に
絡
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
柤
侠
の
主
体
と
そ
の
働
き
方
は
一
様
で
は
な
い
。
道
そ
の
も
の
の
実
現

を
任
と
す
る
「
聖
人
」
、
そ
の
聖
人
の
道
に
参
与
協
働
し
て
ゆ
く
「
君

子
」
、
そ
れ
に
柳
か
消
極
的
・
周
縁
的
に
与
る
マ
ス
で
あ
る
「
庶
人
（
小

人
）
」
等
…
…
。
以
下
の
本
文
で
は
主
と
し
て
「
君
子
」
に
照
準
を
合

わ
せ
る
。

（
２
）
註
１
で
述
べ
た
如
く
以
上
の
叙
述
は
主
と
し
て
「
君
子
」
の
も
の
で
あ

、
、

る
。
学
以
前
の
主
体
に
止
っ
て
道
を
「
知
る
」
こ
と
な
く
「
由
る
」
「
小

、
、

人
」
、
及
び
学
以
上
の
主
体
と
し
て
学
の
媒
介
を
藷
ら
ぬ
「
聡
明
害

智
」
の
行
為
者
で
あ
る
「
聖
人
」
、
彼
ら
の
問
題
は
、
君
子
の
場
合
の
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両
端
と
し
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
．

（
３
）
吉
川
幸
次
郎
氏
は
、
祖
侠
に
お
い
て
「
古
代
の
事
実
」
（
物
）
は
「
意

味
の
可
能
性
」
を
包
括
し
た
「
含
蓄
」
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

人
間
的
諸
事
実
の
「
原
形
」
と
な
っ
て
い
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

（
『
仁
斎
・
柤
侠
・
宣
長
』
一
三
四
頁
以
下
・
一
五
二
頁
）
。
祖
侠
ら

古
学
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
の
事
実
に
有
意
味
さ
の
根
と
し
て

働
い
て
い
る
よ
う
な
「
原
形
」
を
、
古
代
に
湖
っ
て
探
究
し
た
訳
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

（
４
）
但
し
、
「
人
ノ
生
レ
ッ
キ
｜
一
上
中
下
ノ
三
品
ア
リ
」
（
三
徳
抄
）
と
、
主

体
が
三
分
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
と
て
も
、
敢
く
ま
で
も

人
間
主
体
に
一
般
の
道
が
課
せ
ら
れ
た
上
で
、
学
問
の
難
易
ｌ
「
気

二
不
同
ア
ル
事
」
（
同
）
か
ら
来
る
Ｉ
に
よ
っ
て
主
体
の
分
類
が
な

さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
５
）
丸
山
真
男
氏
は
、
祖
侠
学
の
「
考
え
方
」
を
「
今
日
の
言
葉
に
翻
訳
す

れ
ば
貢
タ
ー
ン
認
識
』
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
（
大
系
解
説
論
文
、
八

二
七
頁
）
、
こ
れ
は
柤
侠
を
読
ん
だ
者
が
持
つ
印
象
の
大
体
を
言
い
得

て
い
る
。
こ
の
「
類
型
的
」
な
い
し
「
パ
タ
ー
ン
認
識
」
的
「
考
え
方
」

は
、
祖
侠
の
思
想
を
す
ゑ
ず
ゑ
ま
で
蔽
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
の
成
立
ち
そ
の
も
の
は
、
柤
棟
の
活
物
的
世
界
観
の
取
る
視
座
が
世

界
に
対
し
て
或
る
種
の
内
在
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
関
連
す
る
。

（
６
）
「
分
」
「
役
」
を
も
っ
た
行
為
の
体
系
で
あ
る
柑
侠
の
道
は
、
た
ん
に

水
平
的
・
平
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
上
下
関
係
を
含
ん
だ
立
体
的
な

組
織
で
あ
る
。
先
の
引
用
に
「
そ
の
本
は
天
命
を
敬
す
る
に
在
り
」
と

あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
体
系
に
於
け
る
主
体
の
行
為
と
組
織
の
在
り
方

は
、
「
天
」
と
い
う
そ
れ
ら
を
窮
極
的
に
正
当
づ
け
る
全
体
者
を
視
野

に
入
れ
た
上
で
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
は

割
愛
し
て
い
る
の
で
、
『
倫
理
学
年
報
第
”
集
』
の
拙
稿
「
活
物
的
世

界
に
お
け
る
聖
人
の
道
ｌ
荻
生
祖
侠
の
場
合
ｌ
」
第
三
節
を
参
照

し
て
戴
き
た
い
。

（
７
）
な
お
祖
裸
自
身
の
「
制
度
」
と
い
う
用
語
は
、
主
と
し
て
、
『
政
談
』

で
は
Ｂ
に
つ
い
て
。
『
太
平
策
』
で
は
Ａ
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
読
取
り
に
注
意
を
要
す
る
。
し
か
し
内
容
的
に
は
混
乱
は
全
く
無

い
。

（
８
）
例
え
ば
、
太
宰
春
台
は
、
三
代
は
勿
論
の
こ
と
、
漢
以
後
も
「
王
者
、

荷
モ
天
下
二
臨
ン
デ
、
業
ヲ
創
メ
統
ヲ
垂
玉
フ
程
一
一
テ
ハ
、
礼
楽
ノ
制

作
シ
玉
ハ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
シ
」
（
経
済
録
）
と
し
て
い
る
。

（
９
）
な
お
太
宰
春
台
の
場
合
、
「
礼
・
法
混
ず
る
の
世
」
の
王
者
・
儒
者
と

同
じ
く
、
そ
の
安
易
に
「
制
作
」
さ
れ
る
「
礼
楽
」
は
も
は
や
柤
侠
に

於
る
よ
う
な
「
の
び
や
か
」
な
内
容
的
働
き
を
欠
い
て
い
る
。
春
台
は

礼
楽
と
「
法
」
と
を
本
質
的
に
区
別
す
る
視
点
を
失
っ
て
「
法
家
の
習

し
づ

ひ
…
…
に
倫
」
（
弁
道
）
ん
で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
制
度
⑧
を

「
法
」
の
方
向
に
一
面
化
す
る
結
果
、
春
台
の
封
建
論
・
土
着
論
は
浮

き
上
っ
て
、
前
者
と
の
構
造
的
な
繋
り
を
欠
い
た
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
て

い
る
。
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