
寸
分
」

の

回
Jlこρ

本自
JじA￥

l

i初
期
法
家
を
中
心
に

l

l

序

Eコ

従
来
、
法
家
思
想
の
研
究
に
お
い
て
は
、
「
法
」
「
勢
」
「
刑
罰
」

「
形
名
参
向
」
な
ど
の
キ

i
ワ
!
ド
が
中
心
と
な
り
、
そ
れ
を
手
が

か
り
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
法
家
の
集
大
成
者

で
あ
る
斡
非
子
の
場
合
は
、
商
鞍
か
ら
「
法
」
を
継
承
し
、
ま
た
慎

到
か
ら
「
勢
」
を
、
申
不
害
か
ら
「
形
名
参
同
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
継

(
l
)
 

承
し
、
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
論

で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
分
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
論

(
2
)
 

じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
引
く
、
可
馬
一
談
の
「
ム
ハ
家
之
要
旨
」
に

よ
る
と
、
し
か
し
な
が
ら
「
法
家
は
厳
に
し
て
恩
少
な
し
。
然
し
て

其
の
君
臣
上
下
の
分
を
正
す
こ
と
は
、
改
む
可
か
ら
ず
」
と
あ
る
。

司
馬
談
は
法
家
思
想
の
最
大
の
特
一
演
を
「
君
直
上
下
の
分
を
正
す
こ

と
」
に
あ
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
君
臣
と
い
う
関
係

菅

本

大

を
「
分
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
明
確
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
君
臣
と
い
う
構
造
に
お
い
て
、
そ
の
支
配
の
概

念
と
し
て
「
分
」
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
司
馬

談
の
こ
の
見
解
を
手
が
か
り
と
し
て
、
法
家
思
想
の
「
分
」
に
つ
い

て
、
と
く
に
初
期
法
家
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
初
期
法
家
と
自
さ
れ
る
商
鞍
・
申
不
害

(
3〉

・
慎
到
。
さ
ら
に
は
『
管
子
』
学
派
で
あ
る
。

従
来
の
法
家
思
想
研
究
は
、
商
鞍
・
申
不
宣

7
慎
到
か
ら
韓
非
子

へ
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
分
」
の
思

想
と
い
う
視
点
か
ら
み
た
場
合
、
そ
の
流
れ
の
中
に
司
管
子
』
学

派
、
さ
ら
に
は
法
家
と
は
相
対
す
る
萄
子
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
4〉

い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
法
家
思
想
の
流
れ

を
再
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

( 17 ) 

一
、
「
六
家
之
要
旨
」
の
検
討



「
分
」
の
思
想
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
指
標
と
な
る
の
は
、
前
述

し
た
司
馬
談
の
「
六
家
之
要
旨
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
法
家
思
想

の
特
質
を
「
君
臣
上
下
の
分
を
正
す
こ
と
」
に
あ
る
と
説
い
て
い

る
。
こ
れ
に
は
、
司
馬
談
自
身
の
解
説
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

法
家
は
、
親
疏
を
別
た
ず
、
貴
践
を
殊
に
せ
ず
、
一
い
り
法
に
断

ず
れ
ば
、
即
ち
親
を
殺
と
し
、
尊
を
尊
と
す
る
の
思
絶
ゆ
。
以

て
一
時
の
計
を
行
な
う
可
き
も
、
長
く
は
用
う
可
か
ら
ざ
る
な

り
。
故
に
白
く
「
厳
に
し
て
思
少
な
し
」
と
。
主
を
尊
び
臣
を

卑
し
み
、
分
職
を
明
ら
か
に
し
、
相
い
験
越
す
る
を
得
ざ
る
が

若
き
は
、
百
家
と
雌
も
改
む
る
能
わ
ざ
る
な
り
。

(
内
史
記
』
「
太
史
公
自
序
」
)

可
馬
談
の
口
調
は
法
家
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
「
親
疏
を
別
た
ず
貴
賎
を
殊
に
せ

ず
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
家
は
血
縁
や
貴
賎

に
よ
る
制
度
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
君
臣

上
下
の
分
を
正
」
す
と
い
う
、
そ
の
「
分
」
は
、
親
疎
貴
践
に
基
づ

く
身
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
分
一
を
正
す
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま
ず
「
宇

を
尊
び
臣
を
卑
し
」
く
す
る
。
こ
れ
は
君
庄
の
関
係
が
尊
卑
の
上
に

成
立
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
分
職
を
間
切
ら
か
に
」

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
「
相
い
験
越
す
る
を
得
ざ
る
」
よ
う
に

す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
君
主
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
君
主
を
中
心
に
震
く
統
治
関
係
を
支
え
、
さ
ら
に
臣
下
の
職
分

を
適
正
な
状
況
に
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
君
主
の
下
で
、
臣
下

各
々
の
，
職
分
を
明
確
に
し
、
互
い
の
職
分
を
越
え
る
こ
と
の
な
い
体

制
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
職
「
分
」
と
い
う
枠

組
み
契
機
に
よ
っ
て
臣
下
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
。

臣
下
が
職
「
分
」
の
枠
内
に
お
い
て
適
正
に
役
割
を
果
た
す
。
こ

の
制
度
は
、
広
い
意
味
に
お
い
て
官
僚
制
を
内
包
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。
ま
た
司
馬
談
の
法
家
思
想
へ
の
評
価
は
、
次
の
よ
う
に
も

い
え
よ
う
。
「
分
」
に
お
い
て
、
ま
ず
君
臣
関
係
を
と
と
の
え
る
。

さ
ら
に
臣
下
関
志
の
関
係
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
官
僚

制
的
方
向
を
目
指
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
。

( 18 ) 

こ
れ
が
司
馬
談
「
六
家
之
要
旨
」
の
法
家
に
つ
い
て
の
説
で
あ

る
。
こ
れ
は
司
馬
談
の
儒
家
に
対
す
る
考
察
と
は
対
際
的
で
あ
る
。

「
君
臣
父
子
の
礼
を
序
し
、
夫
婦
長
幼
の
加
を
列
す
る
は
、
易
う
可

か
ら
ざ
る
な
り
」
(
『
史
記
』
「
太
史
公
自
序
」
〉
と
い
う
批
評
が
こ
れ

を
証
し
て
い
る
。
法
家
は
、
職
分
を
重
視
し
た
。
対
し
て
儒
家
は

「
親
を
親
と
し
、
尊
を
尊
と
す
」
(
『
史
記
』
「
太
史
公
自
序
」
)
の
よ

う
に
、
血
縁
貴
践
を
重
視
す
る
。



儒
家
の
「
親
殺
尊
尊
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
論
語
』
「
学

部
第
」
の
「
孝
悌
に
し
て
上
を
犯
す
こ
と
を
好
む
も
の
は
鮮
し
」
と

か
、
『
一
孟
子
』
の
、
「
人
人
、
そ
の
親
を
殺
と
し
、
そ
の
長
を
長
と
す

れ
ば
、
市
ち
天
下
も
平
ら
か
な
り
」
(
「
離
婁
篇
上
」
)
な
ど
に
、
一
広

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
に
基
ご
つ
く
儒
家
の
統
治
思
想
に
お
い
て
は
、
血

縁
・
貴
践
に
よ
る
秩
序
を
否
定
す
る
も
の
に
、
強
い
拒
否
反
応
を
示

す
。
た
と
え
ば
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
の
普
の
「
法
」
の

公
開
に
対
し
て
、
孔
子
は
次
の
よ
う
な
強
力
な
批
判
を
展
開
し
て
い

る。

仲
尼
日
く
、
晋
は
其
れ
亡
び
ん
か
。
其
の
度
を
失
え
り
。
夫
れ

普
国
は
将
に
唐
叔
の
受
く
る
所
の
法
度
を
守
り
て
、
以
て
其
の

民
を
経
緯
し
、
期
大
夫
は
序
を
以
て
こ
れ
を
守
る
べ
し
。
民
は

是
を
以
て
能
く
其
の
貴
を
尊
び
、
貴
は
是
を
以
て
能
く
其
の
業

を
守
る
。
貴
賎
悠
た
ざ
る
は
所
謂
る
度
な
り
。
文
公
は
是
を
以

て
執
秩
の
官
を
作
り
、
披
底
の
法
を
為
り
て
以
て
盟
主
と
為
る

な
り
。
今
、
是
の
度
を
奔
つ
る
な
り
。
宿
し
て
刑
鼎
を
為
ら
ば
、

民
は
鼎
に
在
り
。
何
を
以
て
か
貴
を
尊
ば
ん
や
。
資
は
何
の
業

を
か
こ
れ
守
ら
ん
。
貴
践
に
序
無
け
れ
ば
、
何
を
以
て
か
国
を

為
め
ん
。
立
つ
夫
の
宣
子
の
刑
は
夷
の
蒐
な
り
。
晋
国
の
乱
制

4
r
h
hノ
O

(
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
)

晋
が
建
国
以
来
の
法
度
を
廃
し
刑
蓄
を
公
開
し
た
こ
と
を
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
晋
が
「
貴
賎
」
の
秩
序
を
否
定
し
た
と

い
う
点
に
あ
る
。
孔
子
が
批
判
す
る
目
的
は
、
現
状
の
「
貴
賎
」
の

秩
序
維
持
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
法
」
の
公
開
が
も
た

ら
す
も
の
は
、
「
貴
賎
」
に
基
づ
く
秩
序
の
崩
壊
で
あ
る
。
「
貴
践
に

序
無
け
れ
ば
、
何
を
以
て
か
国
を
為
め
ん
」
、
つ
ま
り
「
貴
を
尊
ぶ
」

秩
序
な
く
し
て
は
、
国
家
統
治
は
不
可
能
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ

る。
ま
た
『
一
五
子
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

孝
子
の
至
り
は
、
親
を
尊
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
尊
殺
の

至
り
は
、
天
下
を
以
て
養
う
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
天
子
の
父

と
為
る
は
、
尊
の
至
り
な
り
。
天
下
を
以
て
養
う
は
、
養
の
至

り
な
り
。

( 19 ) 

(
『
孟
子
』
「
万
章
篇
」
上
)

孟
子
に
あ
っ
て
理
想
的
な
天
下
統
治
の
在
り
方
は
、
「
親
親
尊
尊
」

の
立
場
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
、
『
孟
子
』
に
は
、
次
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
統
治
論
が
あ
り
、
そ
れ
は
貴
践
の
秩
序
を
越
え
る
も
の
と

み
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

然
ら
ば
別
ち
天
下
を
治
む
る
こ
と
、
独
り
耕
し
且
つ
為
す
可
け

ん
や
。
大
人
の
事
有
り
、
小
人
の
事
有
り
。
旦
つ
一
人
の
身
に



し
て
百
工
の
為
す
所
備
わ
り
、
如
し
必
ず
自
ら
為
し
て
後
に
こ

れ
を
用
い
ん
と
す
れ
ば
、
是
れ
天
下
を
率
い
て
航
れ
し
む
る
な

り
。
故
に
臼
く
、
或
る
も
の
は
心
を
労
し
、
或
る
も
の
は
力
を

労
す
、
と
。
心
を
労
す
る
者
は
人
を
治
め
、
カ
を
労
す
る
者
は

人
に
治
め
ら
る
。
人
に
治
め
ら
る
る
者
は
人
を
食
い
、
人
を
治

む
る
者
は
人
に
食
わ
る
る
は
、
天
下
の
通
義
な
り
o

Q
孟
子
』
「
際
文
公
篇
」
上
)

孟
子
は
、
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
と
の
分
別
を
つ
け
、
精
神
労
働
者

が
統
治
者
と
な
り
、
肉
体
労
働
者
が
被
統
治
者
と
な
る
こ
と
が
、
天

下
通
用
の
道
理
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
区
別
の
基
準

を
貴
賎
の
み
に
お
い
て
は
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の

と
こ
ろ
、
こ
れ
は
た
ん
に
「
心
を
労
」
す
る
「
大
人
の
事
」
と
、
「
力

を
労
」
す
る
「
小
人
の
事
」
と
を
区
別
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
す
で

に
統
治
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
上
・
下
の
差
異
を
強
調
す
る
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
統
治
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
違
い

を
、
職
分
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
さ
ら
に
細
か
く
規
定
す
る
官
僚
制

に
通
ず
る
思
想
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
孔
子
や
孟
子
に
お
い
て
は
、
「
親
親
尊
尊
」
の

立
場
が
守
ら
れ
て
い
る
。
「
貴
践
の
序
」
を
守
り
「
貴
を
尊
」
(
『
春

秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
)
ぶ
体
制
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
統

治
の
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
『
春
秋
左
氏
伝
』

の
孔
子
の
批
判
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
法
」
は
「
貴
践
の
序
」
を

崩
壊
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
法
家
思
想
の
特
質

を
う
き
ぼ
り
に
し
て
い
る
点
で
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
と
忠
わ
れ

る。

初
期
法
家
の
思
想
の
展
開

そ
れ
で
は
、
法
家
の
側
の
、
職
分
に
よ
っ
て
身
分
の
上
下
を
明
確

に
し
て
ゆ
く
秩
序
観
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。〈

一

)

荷

鞍

ま
ず
、
初
期
法
家
の
思
想
家
と
し
て
は
商
執
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な

(

5

)

 

ら
な
い
。
商
鞍
に
お
い
て
は
、
ま
だ
職
分
を
契
機
と
す
る
積
極
的
な

制
度
観
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
分
」
の
概
念
も
み
ら
れ
な
い
。
し

か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
荷
鞍
の
変
法
に
み
ら
れ
る
、
寧
功
に
応
じ

て
身
分
を
上
げ
下
げ
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
史
記
』
「
商
君
列

伝
」
に
、軍

功
あ
る
も
の
は
、
各
率
を
以
て
上
爵
を
受
く
。
:
:
:
宗
室
も

軍
功
有
る
こ
と
非
ざ
れ
ば
、
論
じ
て
属
籍
を
為
す
を
得
ざ
ら
し

む。

( 20 ) 

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
だ
従
来
の
貴
賎
に
基
づ
く

身
分
秩
序
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
身
分
秩
序
は



貴
賎
以
外
の
契
機
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
こ
れ
は
身
分
秩
序
の
回
定

性
が
ゆ
ら
い
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
『
韓
非
子
』

「
定
法
篇
」
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

部
君
の
法
に
臼
く
、
一
首
を
斬
る
者
は
爵
一
級
と
し
、
官
を
為

さ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
五
十
石
の
官
と
為
す
。
二
首
を
斬
る
者

は
爵
二
級
と
し
、
官
を
為
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
百
石
の
官
と
為

す
、
と
。

前
の
「
商
君
列
伝
」
の
記
載
で
は
、
「
爵
」
の
み
だ
っ
た
。
だ
が
こ

こ
で
は
「
官
」
も
軍
功
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
荷
鞍
の
変
法
は
、
「
属
籍
を
為
す
を
得
、
ざ
ら
し
む
」
(
『
史
記
』

「
商
君
列
伝
」
)
と
い
う
よ
う
に
、
世
襲
制
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
孔
子
や
孟
子
が
重
ん
じ
た
貴
賎
や
血
縁
か
ら
は
ま
す
ま
す
遠
ざ

か
る
こ
と
と
な
る
。
商
鞍
は
「
上
位
は
殺
を
親
し
み
て
私
を
愛
し
、

中
世
は
賢
を
上
び
て
仁
を
説
び
、
下
世
は
貴
を
資
び
て
官
を
尊
ぶ
」

(
『
商
君
晶
一
一
回
』
「
閉
塞
篇
!
一
)
と
い
う
。
当
世
の
民
は
、
高
貴
な
位
や
官

職
に
つ
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
「
貴
を
貴
ぶ
」

と
い
う
点
で
は
、
た
し
か
に
「
貴
賎
の
序
」
を
重
視
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
。
し
か
し
、
商
軟
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
こ
と
は
何
か
。

そ
れ
は
孔
子
や
孟
子
が
「
親
裁
尊
尊
」
に
よ
り
現
状
の
秩
序
を
維
持

し
よ
う
と
し
た
の
と
は
異
な
る
。
こ
れ
と
は
無
関
係
に
、
軍
功
と
い

う
戦
場
で
の
特
殊
な
職
務
に
よ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
一

般
的
に
「
民
道
弊
れ
て
ん
ず
る
所
易
れ
ば
な
り
」
(
『
荷
君
書
』

「
関
塞
篇
」
)
と
も
い
う
ご
と
く
、
従
来
と
は
異
な
る
シ
ス
テ
ム
を
提

示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
一
一
)
申
不
害

次
に
、
韓
の
招
公
に
仕
え
た
申
不
害
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。
申

不
害
に
関
し
て
は
、
著
書
と
さ
れ
る
『
申
子
』
は
早
く
に
侠
書
と
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
諸
書
に
引
く
断
片
的
な
資
料
を

つ
な
ぎ
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
、
彼
の
思
想
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で

(
6
)
 

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
分
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
直
接

的
に
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
申
不
害
、
が
職
分
に
基

づ
く
秩
序
の
形
成
を
目
指
し
て
い
た
と
は
い
い
得
る
。
そ
れ
は
少
な

い
な
が
ら
も
残
っ
て
い
る
資
料
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
『
韓
非
子
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
資
料
を
み
て
み
た
い
。

韓
の
昭
公
、
申
子
に
語
い
て
臼
く
、
法
度
甚
だ
行
い
易
か
ら

(
7
)
 

ず
、
と
。
申
子
日
く
、
法
と
は
功
を
見
て
賞
を
与
え
、
能
に
因

り
て
{
自
を
受
け
る
な
り
。
今
、
君
は
法
度
を
設
け
て
、
市
も
左

右
の
請
を
聴
け
り
。
此
れ
行
い
難
き
所
以
な
り
、
と
。
昭
公
臼

く
、
吾
今
自
り
以
来
、
法
を
行
う
を
知
る
。
実
ぞ
聴
か
ん
、
と
。

(
『
韓
非
子
』
「
外
儲
説
左
」
上
)

こ
れ
を
み
る
と
、
申
不
害
は
、
「
法
」
の
下
で
の
官
織
は
、
臣
下
の

貴
賎
や
血
縁
に
関
係
な
く
能
力
に
応
じ
て
授
け
る
も
の
だ
と
考
え
て
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い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
官
駿
の
正
し
い
運
営
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

問
う
者
日
く
、
主
、
申
子
の
術
を
用
い
て
、
{
呂
は
蕗
君
の
法
を

行
わ
ば
、
可
な
ら
ん
か
、
と
。
対
え
て
日
く
、
申
子
未
だ
法
を

尽
く
さ
ざ
る
な
り
。
申
子
言
わ
く
、
治
は
官
を
践
え
ず
、
知
る

と
雌
も
言
わ
ず
、
と
。
こ
れ
職
を
守
る
と
語
い
て
可
な
り
。

〈
『
韓
非
子
』
「
定
法
第
」
〉

申
不
害
の
考
え
る
統
治
の
理
想
は
、
直
下
が
「
(
自
を
験
え
」
な
い

よ
う
に
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
官
吏
が
越
権

行
為
を
せ
ず
、
各
々
の
職
務
を
忠
実
に
守
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
職
分
に
基
づ
く
秩
序
の
徹
底
的
遵
守
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
官
を
験
え
」
ぬ
思
想
は
、
韓
非
子
が
「
治
は
官
を
践
え

ず
と
は
、
こ
れ
織
を
守
る
と
謂
い
て
可
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
法
家
の
基
本
的
思
想
に
つ
ら
な
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
「
官
を
験
え
」
る
こ
と
を
禁
じ
た
官
僚
制
は

き
わ
め
て
徹
底
し
て
い
た
。
有
名
な
『
韓
非
子
』
二
柄
篇
の
「
血
ハ
衣

血
〈
冠
」
の
説
話
に
こ
れ
を
み
る
。
な
お
、
こ
の
説
話
に
対
す
る
立
科

非
子
』
の
次
の
一
評
価
は
注
自
に
値
す
る
。

故
に
明
主
の
臣
を
畜
う
や
、
庄
は
官
を
越
え
て
功
有
る
こ
と
を

得
ず
、
ニ
一
一
口
を
陳
べ
て
当
た
ら
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
官
を
越
ゆ
れ

ば
別
ち
死
し
、
当
た
ら
ざ
れ
ば
別
ち
罪
す
。
其
の
業
を
守
り
一
一
一
一
口

う
所
の
当
た
る
者
は
貞
し
け
れ
ば
、
別
別
ち
群
臣
朋
党
し
て
相
為

す
を
得
ず
。

(
『
韓
非
子
』
「
二
柄
篇
」
)

「
{
呂
を
験
え
ざ
る
」
統
治
と
は
、
臣
下
を
し
て
「
官
を
越
え
て
功

有
る
こ
と
得
ざ
ら
し
」
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
破
っ
て
「
宮
を

越
ゆ
れ
ば
則
ち
死
」
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
商
鞍

が
貴
賎
に
よ
る
秩
序
を
ゆ
る
が
せ
た
こ
と
を
つ
き
ぬ
け
て
、
官
職
に

基
づ
く
新
し
い
秩
序
の
形
成
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る。
中
不
害
の
思
想
に
は
、
職
分
に
基
づ
き
、
し
か
も
そ
れ
を
越
え
な

い
よ
う
に
す
る
と
い
う
厳
格
な
秩
序
が
意
図
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
ま
だ
「
分
」
と
い
う
言
葉
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
「
分
」
と
い
う
言
葉
と
、
申
不
害
の
思
想
を
関
連
さ
せ
て
説

く
資
料
が
あ
る
。
秦
の
丞
相
、
李
斯
の
上
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

資
料
は
注
目
に
値
す
る
。

夫
れ
賢
主
は
、
必
ず
旦
に
能
く
道
を
全
う
し
て
督
責
の
術
を
行

わ
ん
と
す
る
者
な
り
。
こ
れ
を
督
資
す
れ
ば
、
則
ち
臣
は
敢
え

て
能
を
掲
し
て
以
て
其
の
主
に
拘
わ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ず
。
此
れ

臣
主
の
分
定
ま
り
、
上
下
の
義
明
ら
か
な
れ
ば
、
別
ち
天
下
の

賢
・
不
肖
、
敢
え
て
力
を
尽
く
し
、
任
を
掲
し
て
以
て
其
の
君

に
拘
わ
ざ
る
は
莫
き
な
り
。
是
の
故
に
主
は
独
り
天
下
を
縦
し
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て
制
せ
ら
る
る
所
無
き
な
り
。
能
く
楽
し
み
の
極
を
窮
む
る
な

り
。
:
:
:
故
に
申
子
に
日
く
、
「
天
下
を
有
ち
て
窓
推
せ
ざ
る
、

こ
れ
を
命
け
て
、
天
下
を
以
て
経
桔
と
為
す
と
白
う
」
と
は
、

他
無
し
、
能
く
督
支
せ
ず
し
て
、
顧
て
其
の
身
を
以
て
天
下
の

民
に
労
す
る
な
り
。
読
ん
・
馬
の
若
き
然
り
。
故
に
こ
れ
を
蛭
枯

と
謂
う
な
り
。

(
『
史
記
』
「
李
斯
列
伝
」
)

李
斯
は
、
「
怪
主
の
分
定
ま
り
」
と
、
君
主
と
臣
下
の
「
分
」
に
重

大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
申
不
審
の
「
天
下
を
有
ち
て
怒

雌
せ
ざ
る
、
こ
れ
を
命
け
て
天
下
を
以
て
経
桔
と
為
す
と
臼
う
」
を

引
用
し
、
「
分
」
と
の
関
係
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
統
治
に
お

い
て
、
君
主
が
臣
下
に
対
し
て
職
分
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
。
で
き
な
け
れ
ば
天
下
を
手
中
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
逆
に
天
下
が
自
分
の
手
か
せ
足
か
せ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
李
斯
の
見
解
は
、
あ
く
ま
で
も
李
斯
な
り
の
申

不
害
に
対
す
る
解
釈
で
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
先
に
み
た
申
不
窓
口

の
「
治
と
は
、
官
を
験
え
」
(
『
韓
非
子
』
「
定
法
篇
」
〉
て
は
な
ら
な

い
の
だ
と
い
う
思
想
と
通
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
申
不
害
に
お
い
て
は
、
ま
だ
「
分
」
と
い

う
こ
と
が
明
確
に
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
思
想

は
、
職
分
の
厳
格
な
遵
守
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
「
分
」

の
思
想
を
一
歩
先
取
り
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

(
一
ニ
)
慎
到

次
に
、
斉
の
稜
下
で
活
動
し
た
慎
到
の
思
想
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ

(
8
)
 

う
。
慎
判
別
は
、
君
主
の
統
治
に
対
す
る
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
考

え
た
。
こ
の
た
め
に
統
治
は
臣
下
の
智
力
・
労
力
を
最
大
限
に
活
用

す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

君
臣
の
道
、
巨
は
事
に
事
め
て
君
は
事
無
し
。
君
は
逸
楽
し
て

庄
は
労
に
任
ず
。
庄
は
智
力
を
尽
く
し
て
以
て
其
の
事
を
諮
問
く

す
。
}
印
し
て
君
は
駕
れ
に
与
す
る
こ
と
無
く
、
成
る
を
仰
ぐ
の

み
。
故
に
事
と
し
て
治
ま
ら
ざ
る
は
無
し
。
治
の
正
道
は
然
る

な
り
。

( 23 ) 

(
守
山
間
本
『
慎
子
』
「
民
雑
篇
」
)

慎
利
引
に
お
け
る
統
治
の
基
本
は
、
ま
ず
「
臣
は
労
に
任
ず
」
「
芭
は

智
力
を
尽
く
し
て
以
て
其
の
事
を
普
く
す
」
る
に
あ
る
。
さ
ら
に

「
君
は
逸
楽
し
て
」
と
か
「
君
は
蒸
れ
に
与
す
る
こ
と
無
く
、
成
る

を
仰
ぐ
の
み
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
君
主
と
臣
下
の
職
分
を
明
確
に

分
別
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

次
に
、
臣
下
の
職
務
に
関
す
る
慎
到
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。

故
に
明
主
の
一
英
の
臣
を
使
う
や
、
忠
は
職
を
過
ぐ
る
を
得
ず
し

て
職
は
官
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
:
:
:
人
其
の
治
を
務
め

て
、
敢
え
て
淫
り
に
其
の
事
を
倫
え
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
。
官



正
し
く
し
て
以
て
其
の
業
を
敬
い
、
和
顕
し
て
以
て
其
の
上
に

事
う
。

(
守
山
関
本
『
慎
子
』
「
知
忠
篇
」
〉

こ
の
中
で
は
「
職
は
官
を
過
ぎ
る
を
得
ず
」
と
か
、
「
敢
え
て
淫
り

に
其
の
事
を
倫
え
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

越
権
行
為
を
禁
止
す
る
統
治
方
法
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
「
無
労
の
殺
は
官
に
任
ぜ
ず
。
官
は
私
親
せ
ず
」
(
守
山
関
本

『
慎
子
』
「
君
臣
篇
」
)
と
、
官
吏
の
任
用
法
を
説
く
。
こ
れ
は
荷
鞍
・

申
不
害
と
同
様
に
親
J

減
・
血
縁
に
よ
る
任
用
を
否
定
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
慎
到
も
、
職
分
に
基
づ
く
秩
序
を
自
指
す
思
想
を

も
っ
て
い
た
。
だ
が
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

慎
到
の
思
想
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
分
」
の
概
念
が
登
場
し
て
く
る

こ
と
で
あ
る
。

慎
子
臼
く
、
今
一
兎
走
れ
ば
、
百
人
こ
れ
を
逐
う
。
一
兎
に
し

て
百
人
の
欲
を
為
む
る
に
足
る
に
は
非
ず
、
分
未
だ
定
ま
ら
ざ

(
9
)
 

る
に
由
る
な
り
。
分
未
だ
定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
実
す
ら
旦
つ
力
を

尽
く
さ
ん
、
而
る
に
況
ん
や
衆
人
を
や
。
積
み
た
る
兎
市
に
満

つ
れ
ば
行
く
者
顧
み
ず
。
兎
を
欲
せ
ざ
る
に
は
非
ず
。
分
己
に

定
ま
れ
ば
な
り
。
分
己
に
定
ま
れ
ば
、
人
部
な
り
と
雌
も
争
わ

ず
。
故
に
天
下
と
留
と
を
治
む
る
は
、
分
を
定
む
る
に
在
る
の

み。

(
『
口
口
氏
春
秋
』
「
審
分
覧
」
慎
勢
)

最
後
に
「
天
下
と
国
と
を
治
む
る
は
、
分
を
定
む
る
に
あ
る
の
み
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
慎
到
が
、
安
定
的
な
統
治
の
枢
要
に
「
分
」
を
考

え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
こ
の
「
分
」
の
具
体
的
内
容
は
、
物

と
欲
望
を
調
整
す
る
こ
と
に
の
み
む
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

君
庄
の
分
と
か
職
分
に
つ
い
て
ま
で
は
説
か
れ
て
は
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
こ
の
「
分
」
を
定
め
る
こ
と
が
誼
接
、
一
宮
を
捻
え
」
ぬ
秩

序
を
さ
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
全
体
的

に
み
て
、
こ
の
「
分
」
の
中
に
は
、
職
分
や
君
庄
の
分
が
含
ま
れ
て

い
る
と
考
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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(
西
)
『
管
子
』
学
派

『
管
子
』
学
派
は
、
慎
到
と
同
じ
く
稜
下
に
お
い
て
盛
ん
で
あ
っ

た。
足
昌
子
』
で
は
、
慎
到
の
思
想
に
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
君
主
と

直
下
の
職
分
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。
「
君
は
令
を
出
し
て
佼
す
。
:
:
:
臣
は
力
に
任
じ
て
労
す
」
(
『
管

子
』
「
宙
合
第
」
)
と
。
ま
た
、
「
君
臣
各
々
其
の
分
を
能
く
す
れ
ば
、

別
ち
国
は
寧
し
」
ハ
『
管
子
』
「
宙
合
篇
」
)
と
い
う
。
君
庄
の
職
分
が

定
め
ら
守
れ
れ
ば
、
国
は
安
泰
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
説
に
明
ら
か
で
あ
る
。



上
の
人
、
其
の
道
を
明
ら
か
に
し
、
下
の
人
、
其
の
織
を
守
る
。

上
下
の
分
、
任
を
同
じ
く
せ
ず
し
て
、
復
た
合
し
て
一
体
と
な

る。

(
『
管
子
』
「
君
臣
上
篇
」
)

君
臣
は
一
体
と
な
っ
て
統
治
に
の
ぞ
む
。
だ
が
そ
の
内
実
は
君
主
と

臣
下
の
「
分
」
の
確
立
が
強
-
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
臣

下
の
職
務
内
容
に
も
、
各
々
「
分
」
を
設
け
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て

い
る
。

心
の
体
に
在
る
は
、
君
の
位
な
り
。
九
薮
の
職
有
る
は
、
官
の

分
な
り
。

(
『
管
子
』
「
心
術
上
篇
ー
一
)

身
体
の
機
能
を
、
君
主
と
官
僚
の
関
係
に
た
と
え
て
説
明
す
る
も
の

で
あ
る
。
身
体
の
九
つ
の
穴
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
官
僚
に
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
が
あ
る
の
と
同
様
で

あ
り
、
ほ
か
で
は
代
替
で
き
ぬ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
統
治
体
制
の
運
営
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら

れ
る
。

王
の
尽
を
治
む
る
や
、
進
み
て
は
則
ち
其
の
利
と
す
る
所
を

得
る
に
由
無
か
ら
使
め
、
退
き
て
は
別
ち
其
の
害
と
す
る
所
を

避
く
る
に
由
無
か
ら
使
め
、
必
ず
其
の
位
に
安
ん
じ
、
其
の
群

(

日

)

い

と

な

を
楽
し
み
、
其
の
職
を
務
め
、
一
其
の
分
を
栄
む
に
反
ら
伎
め
、

市
る
後
に
止
む
。
故
に
其
の
官
を
険
え
て
其
の
群
を
離
る
る
者

は
、
必
ず
害
有
ら
使
む
。
其
の
事
を
能
く
せ
ず
し
て
其
の
職
を

失
う
者
は
、
必
ず
恥
有
ら
使
む
。

(
『
管
子
』
「
法
禁
篇
」
)

こ
こ
で
は
、
官
僚
に
対
し
て
「
其
の
職
を
務
め
、
其
の
分
を
栄
む
」

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
聖
王
は
彼
ら
を
「
其
の
官
を
験
え
」
ざ
る
よ

う
に
し
、
こ
れ
に
反
し
た
場
合
は
「
必
ず
害
有
ら
使
め
」
る
よ
う
に

す
る
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
、
前
述
の
申
不
害
や
慎
到
の
職
分
に
基

づ
く
秩
序
の
在
り
方
と
同
様
で
あ
る
。
だ
が
『
尚
昆
子
』
で
は
「
分
」

に
基
づ
く
秩
序
を
き
わ
め
て
重
大
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

『
管
子
』
で
は
官
僚
の
任
用
に
つ
い
て
も
、
「
能
を
察
し
て
官
を
授

け
、
禄
を
班
ち
て
賜
予
す
る
は
、
民
を
使
う
の
機
な
り
」
(
『
管
子
』

「
権
修
篇
」
)
と
か
、
「
一
に
日
く
、
徳
、
其
の
位
に
当
た
ら
ず
。
二

に
日
く
、
功
、
其
の
禄
に
当
た
ら
ず
。
三
に
臼
く
、
能
、
其
の
官
に

当
た
ら
ず
。
此
の
三
本
は
治
乱
の
原
な
り
」
(
『
管
子
』
「
権
修
第
一
)

と
い
う
。
任
用
は
能
力
に
応
じ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
民

を
使
う
の
壊
な
り
」
と
主
張
す
る
。
民
に
ま
で
官
吏
登
用
の
対
象
が

広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
官
吏
は
能
力
に
応
じ
て
採
用
さ
れ
る
。

し
か
し
「
官
」
に
応
じ
た
職
分
以
外
の
こ
と
を
な
し
て
は
な
ら
な

い
。
統
治
の
秩
序
は
、
こ
の
「
官
」
と
い
う
職
分
こ
そ
が
基
盤
で
あ

る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
荷
鞍
・
申
不
害
・
慎
郭
・

2
g子
』
学
派
の
思
想
を
み
て

き
た
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
の
は
、
司
馬
談
が
「
六
家
之
要

旨
」
で
指
摘
し
た
、
「
君
直
上
下
の
分
を
正
す
」
こ
と
。
「
親
疏
を
別

た
ず
、
貴
践
を
殊
に
せ
ず
」
直
下
の
「
分
職
を
明
ら
か
に
し
」
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
分
を
守
り
「
相
い
験
越
せ
ざ
る
」
秩
序
を
確
立
す
る
こ

と
。
こ
れ
ら
を
統
治
の
要
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
み
た
孔
子

の
懸
念

Q
春
秩
左
氏
伝
』
)
ど
お
り
、
法
家
思
想
に
お
い
て
は
、
貴

賎
・
血
縁
に
基
づ
く
身
分
秩
序
は
変
改
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
従
来
の
法
家
思
想
研
究
の
す
じ
み
ち
に
し
た
が
え
ば
、
次

に
法
家
思
想
の
集
大
成
者
で
あ
る
韓
非
子
の
思
想
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
分
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
じ

つ
は
『
斡
非
子
』
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
『
韓

非
子
』
は
、
既
述
し
た
「
定
法
篇
」
や
「
二
柄
篇
」
に
お
い
て
、
職

分
に
よ
る
秩
序
の
確
立
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
た
。
け
れ
ど
も
、

「
君
臣
上
下
の
分
を
正
す
」
(
『
史
記
』
「
太
史
公
自
序
」
)
と
い
う
よ

う
な
「
分
」
の
概
念
は
み
ら
れ
な
い
。
「
分
」
を
説
く
場
合
も
、
公

と
私
の
分
や
、
賞
罰
の
分
の
み
な
の
で
あ
る
。

(
三
)
郁
子
に
お
け
る
「
分
」
の
思
想

先
秦
の
思
想
史
の
流
れ
に
お
い
て
、
「
分
」
の
思
想
は
慎
到
や
『
管

子
』
で
中
断
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
そ
う
で
は
な

い
。
そ
れ
は
韓
非
子
の
師
、
十
旬
子
の
思
想
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で

点
り
る
。萄

子
の
思
想
を
探
る
上
で
、
「
分
」
は
ひ
と
つ
の
重
要
な
概
念
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
分
」
の
思
想
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
家
的
な

「
分
」
と
は
異
な
る
。
そ
こ
に
は
儒
家
と
し
て
の
萄
子
の
ア
レ
ン
ジ

が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
萄
子
の
「
分
」
に
つ
い
て
み

て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

萄
子
は
ま
ず
、
「
分
」
と
は
、
「
礼
」
の
実
質
的
機
能
で
あ
る
と
し

〈ロ〉

て
い
る
。礼

は
何
よ
り
起
こ
る
や
。
臼
く
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

欲
有
り
。
欲
し
て
得
ざ
れ
ば
則
ち
求
む
る
無
き
こ
と
能
わ
ず
。

求
め
て
度
量
分
界
無
け
れ
ば
別
ち
争
わ
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
。
争

え
ば
別
ち
乱
れ
、
乱
る
れ
ば
則
ち
窮
す
。
先
王
は
其
の
乱
る
る

を
悪
む
な
り
。
故
に
礼
義
を
制
し
て
以
て
こ
れ
を
分
ち
て
、
以

て
人
の
欲
を
養
い
、
人
の
求
め
を
給
し
、
欲
を
し
て
必
ず
物
に

窮
せ
ず
、
物
を
し
て
必
ず
欲
に
屈
せ
ず
、
両
者
を
し
て
相
持
し

て
長
ぜ
使
む
。
走
れ
礼
の
起
こ
る
所
な
り
。

(
『
荷
子
』
「
礼
論
篇
」
)

( 26 ) 

「
礼
」
は
、
人
間
の
欲
望
に
対
し
て
「
度
量
分
界
」
を
も
う
け
る
た

め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
欲
望
を
「
分
」
か
つ
こ
と

こ
そ
が
、
先
王
が
「
礼
」
を
制
定
し
た
理
由
だ
と
考
え
て
い
る
の
で



あ
る
。
「
礼
」
は
、
荷
子
の
思
想
の
中
核
で
あ
り
、
法
家
の
「
法
」

と
相
対
す
る
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
「
分
」
が
萄
子
の
思
想
の

中
で
い
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ

。

〉

h
ノ

「
分
」
は
、
彼
の
統
治
論
に
お
い
て
、
や
や
具
体
的
に
次
の
よ
う

に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。

治
国
な
る
も
の
は
、
分
己
に
定
ま
れ
ば
、
明
ノ
ち
主
・
相
・
臣
下お

さ

・
百
吏
は
、
各
々
一
茶
の
間
く
一
助
を
謹
み
、
其
の
関
か
ざ
る
を
聴

め
る
こ
と
を
務
め
ず
。
各
々
其
の
見
る
所
を
謹
み
、
其
の
見
、
ざ

る
一
所
を
視
め
る
こ
と
を
務
め
ず
。
開
く
一
昨
見
る
所
誠
に
以
て
斉

え
ば
、
別
ち
幽
間
隠
貯
と
雌
も
、
百
姓
敢
え
て
分
を
敬
み
制
に

安
ん
じ
て
、
以
て
其
の
上
に
化
せ
ざ
る
こ
と
莫
し
。
こ
れ
治
国

の
徴
な
り
。

(
『
荷
子
』
「
王
覇
篇
!
一
〉

す
な
わ
ち
「
主
・
相
・
区
下
・
百
史
」
が
、
各
々
の
職
分
に
つ
つ

し
み
、
そ
れ
を
越
え
な
い
こ
と
を
治
国
の
要
諦
と
す
る
の
で
あ
る
。

職
分
に
基
づ
く
秩
序
、
官
僚
的
統
治
制
度
は
、
「
分
」
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、

「
君
な
る
者
は
、
一
相
を
論
び
、
一
法
を
陳
ね
、
一
指
を
明
ら
か
に

し
て
、
以
て
こ
れ
を
兼
覆
し
こ
れ
を
兼
招
し
、
其
の
盛
(
成
)
る
を

観
る
者
な
り
」
(
『
萄
子
』
「
王
覇
篇
」
)
と
、
君
主
は
宰
相
以
下
の
業

績
を
監
視
す
る
だ
け
で
よ
い
と
す
る
。

さ
ら
に
宰
相
の
業
務
に
関
す
る
一
説
を
み
る
と
、
そ
の
運
営
体
制

は
、
か
な
り
綿
密
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

相
な
る
者
は
、
百
官
の
長
を
論
列
し
、
百
事
の
聴
を
要
べ
て
、

以
て
朝
廷
の
直
下
・
百
吏
の
分
を
飾
め
、
其
の
功
労
を
度
り
、

其
の
慶
賞
を
論
じ
、
歳
終
に
其
の
成
功
、
を
奉
じ
て
以
て
君
に
数

し
、
当
れ
ば
別
ち
可
と
し
、
当
ら
ざ
れ
ば
則
ち
廃
す
。

(
『
萄
子
』
「
王
覇
篇
!
一
)

宰
相
は
、
百
官
を
統
帥
し
、
年
末
に
は
各
官
僚
の
査
定
を
行
い
、
そ

れ
を
君
主
に
報
告
す
る
。
き
わ
め
て
具
体
的
な
職
務
分
担
が
規
定
さ

れ
て
い
た
の
で
キ
の
っ
た
。

こ
の
萄
子
の
、
「
分
」
に
基
づ
く
秩
序
や
統
治
の
制
度
は
、
先
に

み
た
慎
到
や
『
管
子
』
の
思
想
に
酷
似
し
て
い
る
。
萄
子
の
日
説
が
そ

(
日
)

れ
ら
の
影
響
の
下
に
成
立
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

く
わ
え
て
、
「
礼
」
が
「
分
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
機
能
は
、

『
管
子
』
の
思
想
に
み
ら
れ
る
。

礼
と
は
、
人
の
情
に
因
り
、
義
の
理
に
縁
り
て
こ
れ
が
節
文
を

為
す
も
の
な
り
。
故
に
礼
と
は
理
有
る
を
謂
う
な
り
。
理
な
る

も
の
は
、
分
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
義
の
意
を
諭
す
な
り
。

(
『
管
子
』
「
心
術
上
篇
!
一
)

こ
の
「
礼
」
が
「
理
」
を
そ
な
え
、
「
理
」
の
内
容
は
「
分
」
を
明
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ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
記
述
に
明
ら
か
で
あ
る
。

郁
子
の
「
分
」
の
思
想
は
、
先
行
す
る
法
家
思
想
を
受
容
し
、
儒

家
の
「
礼
」
の
立
場
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

結

玄
ロ

z-pn" 

以
上
、
司
馬
談
「
六
家
之
要
旨
」
の
、
法
家
に
関
す
る
分
析
を
手

が
か
り
と
し
て
、
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
「
分
」
か
ら
、
職
分
に
よ
る

秩
序
と
統
治
制
度
の
展
開
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
は
荷
鞍
・
申
不

害
に
き
ざ
す
。
ま
ず
荷
駄
に
よ
っ
て
従
来
の
「
絞
殺
尊
尊
」
に
よ
る

秩
序
が
ゆ
る
が
さ
れ
、
申
不
害
に
お
い
て
各
々
が
「
官
を
験
え
ず
・
:

:
織
を
守
る
」
(
『
韓
非
子
』
「
定
法
第
」
)
と
い
う
秩
序
が
主
張
さ
れ

る
。
慎
到
に
お
い
て
は
「
分
」
の
概
念
が
登
場
し
、
『
管
子
』
学
派

で
は
、
「
分
」
の
概
念
と
職
分
に
よ
る
秩
序
が
密
接
に
連
関
し
て
説

か
れ
る
。

こ
れ
が
、
荷
子
に
お
い
て
儒
家
的
統
治
の
方
法
に
組
み
込
ま
れ
、

集
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
統
治
の
方
法
論
と
し
て
の
「
分
」
の
思
想
は
、

儒
家
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
法
家
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
韓
非
子
と
同
じ
く
荷
子
の
門
下
生
で
あ
っ
た
李
斯
が
、

「
分
」
の
重
要
性
を
説
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し

た
若
子
・
李
斯
に
お
け
る
職
分
に
よ
る
秩
序
の
思
想
は
、
漢
代
の
儒

法
雑
緩
的
な
官
僚
制
の
先
縦
と
な
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

韓
非
子
が
「
分
」
に
つ
い
て
ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
を
問
う

と
き
、
一
日
間
は
、
荷
子
に
よ
っ
て
「
分
」
の
思
想
が
「
礼
」
と
不
可

分
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
韓
非
子
に
と
っ
て
「
礼
」
は
、
「
法
」
と
は
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
礼
」
に
か
ら
み
つ
い
た
「
分
」
を
ダ

イ
レ
ク
ト
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
点
は
さ
ら
な
る
追
求
が
必
要
で
あ
る
。
漢
代
の
官
僚
制

に
関
す
る
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注(
1
〉
木
村
英
一
司
法
家
思
想
の
研
究
』
(
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
四
)
、
小

野
沢
精
一
「
法
家
思
想
ー
一
(
東
大
出
版
会
、
議
箆
東
洋
思
想
4

『
中
国
思

想
盗
』
所
収
、
一
九
六
七
)
、
浅
野
裕
一
「
秦
帝
国
の
法
治
主
義
i
皇
帝

と
法
術
i
」
(
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
十
七
、
一
九
八
三
〉
な
ど
。

(

2

)

渡
辺
信
一
郎
「
啓
子
の
国
家
論
」
(
『
史
林
』
六
六
l

一
、
一
九
八

一
ニ
)
が
、
智
子
の
「
分
」
の
思
想
が
官
僚
体
制
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

3

)

宗
昌
子
』
の
法
思
想
に
つ
い
て
は
、
金
谷
治
『
管
子
の
研
究
』
(
岩
波

審
問
、
一
九
八
七
)
第
四
章
「
『
管
子
』
の
思
想
(
上
)
一
一
第
四
節
「
法
忠

想
」
参
照
。

ハ
4
)

高
子
と
初
期
法
家
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
荷
子
に
お
け
る
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法
家
思
想
の
受
容
i
「
礼
」
の
構
造
に
即
し
て
i
」
(
『
日
本
中
国
学
会

報
』
第
四
十
三
集
、
一
九
九
一
)
を
参
照
。

(

5

)

荷
鞍
の
思
想
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
は
、
『
商
君
書
』
「
開
基
篇
」
、

『
史
記
』
「
商
君
列
伝
」
お
よ
び
『
韓
非
子
』
「
定
法
第
」
を
用
い
た
。

(
6
)

申
不
害
の
思
惣
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
は
、
『
韓
非
子
』
に
記
さ
れ

て
い
る
も
の
を
用
い
た
。

(
7
〉
原
文
は
「
法
度
路
一
易
行
也
」
と
あ
る
が
、
王
先
慎
『
韓
非
子
集
解
』

陳
奇
猷
『
斡
非
子
集
釈
』
に
拠
り
、
「
法
度
甚
不
易
行
」
に
改
め
て
訓
む
。

(
8
〉
慎
到
の
思
想
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
は
、
守
山
間
本
『
慎
子
』
と

『
呂
氏
春
秋
』
を
用
い
た
。

(
9
〉
原
文
は
「
非
一
一
地
足
為
百
人
分
、
由
未
定
、
出
未
定
」
と
あ
る
が
、

保
奇
猷
宮
口
氏
春
秩
校
釈
』
引
陶
鴻
慶
説
に
拠
り
、
「
非
一
兎
足
為
百
人

欲
、
出
分
未
定
也
。
分
未
定
」
に
改
め
て
訓
む
。

(
ぬ
〉
『
管
子
』
中
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
前
掲
金
谷
書
終
章
「
思
想
史
上

に
お
け
る
『
管
子
』
の
地
位
」
第
二
節
「
『
管
子
』
諸
信
仰
の
思
想
史
的
展

開
」
に
し
た
が
い
、
『
初
子
』
『
韓
非
子
』
と
向
時
期
ご
ろ
ま
で
に
成
立
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
用
い
た
。

〈
日
)
原
文
は
「
分
」
を
「
名
」
に
作
る
が
、
豆
島
子
集
校
』
引
了
土
溜
説

に
拠
り
、
「
分
一
に
改
め
た
。

(
ロ
〉
「
礼
」
と
「
分
」
に
つ
い
て
は
、
内
山
俊
彦
「
萄
子
の
思
想
に
お
け

る
自
然
認
識
と
政
治
意
識
(
一
〉
〈
二
)
」
(
山
口
大
学
文
学
会
誌
第
二
一

巻
一
、
ニ
号
、
一
九
六
九
、
七

O
〉
参
照
。

(
日
〉
前
掲
例
制
稿
参
照
。
な
お
侠
到
の
「
分
z

一
と
萄
子
の
「
分
」
に
つ
い
て

は
、
注
(

2

)

前
掲
渡
辺
論
文
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。

(
筑
波
大
学
大
学
院
)
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