
始
め
に

一

三
報
告
の
挙
げ
る
事
例

二

四
事
例
と
律
の
科
刑
原
理

三

徳
、
礼
、
法

終
わ
り
に

始
め
に

本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
の
法
社
会
学
会
に
お
い
て

｢

伝
統
中
国
に
於

け
る
科
刑
原
理
と

『

近
代
法』｣

と
題
し
て
行
な
っ
た
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
の
筆
者
の
報
告
に
基
づ
い
て
い
る
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
清
代
の
裁
判
例
の
中
か
ら
、
現
代
社
会
に
お

い
て
も
し
同
様
な
事
件
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
当
事
者
に
対
す
る
処
分

が
清
代
と
現
代
と
で
は
か
な
り
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
採
り
上

げ
、
そ
の
分
析
か
ら
伝
統
中
国
に
於
け
る
科
刑
原
理
を
追
究
す
る
こ
と

を
試
み
、
そ
れ
に
よ
り
律
の
も
つ
特
性
に
迫
ろ
う
と
考
え
た
。
ま
た
そ

58－4－ (名城 '09)1
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梁
世
栄
の
息
子
の
梁
三
が
親
戚
の
李
汪
氏
に
対
し
て
、
銀
の
装
身
具

を
借
り
た
い
と
申
し
出
て
装
身
具
を
受
け
取
り
、
そ
の
ま
ま
逃
走
し
た
。

事
情
を
知
ら
ず
に
い
た
梁
世
栄
は
、
李
汪
氏
か
ら
息
子
が
奪
っ
た
装
身

具
の
返
還
の
催
促
を
受
け
た
た
め
、
恥
じ
入
り
且
つ
憤
慨
し
た
揚
句
、

河
に
身
を
投
げ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
李
汪
氏
が
梁
世
栄
を
脅
し
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
事
件
に
対
す
る
官
の
判
断
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

李
汪
氏
は
子
が
借
り
た
物
の
こ
と
で
そ
の
父
に
催
促
し
、
自
殺
の
き
っ

か
け
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
不
応
為
条
の
条
文
に
基
づ
き
杖

八
十
を
適
用
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
収
贖
に
か
え
る
。
梁
三
は
銀
の
装
身

具
を
借
り
た
い
と
偽
り
逃
走
し
た
こ
と
で
、
催
促
を
受
け
た
父
が
恥
じ

入
り
憤
怒
の
あ
ま
り
自
殺
す
る
と
の
結
果
を
招
い
た
。
こ
れ
は
姦
や
盗

を
犯
し
て
父
母
を
自
殺
さ
せ
た
の
と
は
異
な
る
が
、
子
が
賭
博
等
を
犯

し
て
父
母
を
自
殺
に
至
ら
せ
た
場
合
と
同
様
に
、
子
が
貧
し
く
扶
助
で

き
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
条
例
に
照
ら
し
、
流
に
当
た
る
と

い
え
る
。
将
来
梁
三
を
捕
え
る
な
ら
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
処
断
す
べ
き

で
あ
る
。

『

駁
案
新
編』

、
威
逼
期
親
尊
長

湖
広
司
、
乾
隆
三
二
年

(

一
七
六
七
年)

朱
伯
木
が
兄
の
朱
伯
臣
に
田
や
山
を
売
っ
た
。
わ
ず
か
の
未
払
い
金

を
残
す
の
み
で
、
支
払
い
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
朱
伯
木

は
こ
の
未
払
い
金
の
取
り
立
て
に
つ
き
、
追
加
支
払
い
を
要
求
し
、
そ

れ
に
応
じ
な
い
伯
臣
に
嫌
が
ら
せ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
伯
木
に
言

い
含
め
ら
れ
た
伯
木
の
妻
廖
氏
も
伯
臣
の
家
に
乗
り
込
ん
で
騒
ぎ
た
て

る
、
或
い
は
物
を
壊
す
な
ど
し
た
。
ま
た
廖
氏
の
実
家
の
人
々
が
伯
臣

の
池
の
魚
を
無
断
で
料
理
す
る
と
の
嫌
が
ら
せ
も
生
じ
た
。
つ
い
に
伯

臣
は
家
の
中
が
騒
々
し
い
こ
と
に
憤
慨
す
る
あ
ま
り
自
殺
し
て
し
ま
っ

た
。朱

伯
木
に
関
し
て
は
、
律
の
期
親
の
尊
長
を
脅
し
自
殺
に
追
い
込
ん

だ
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
条
文
に
よ
っ
て
、
絞
監
候
に
処
す
と
さ
れ
た
。

朱
伯
木
の
妻
廖
氏
は
同
じ
条
文
に
基
づ
き
、
杖
一
百
流
三
千
里
に
当
た

る
と
こ
ろ
を
、
収
贖
と
な
っ
た
。
ま
た
廖
氏
の
実
家
の
人
々
は
不
応
為

の
条
文
に
よ
り
、
杖
八
十
と
な
る
と
こ
ろ
を
、
責
板
三
十
に
換
算
す
る

と
さ
れ
た
。

次
に
中
村
正
人
氏
の
採
り
上
げ
た
事
件
を
挙
げ
る
。

王
恩
長
一
案

『

刑
案
匯
覧』

巻
三
一
―
一
四
、｢

被
撃
馬
驚
�
斃
人
命
罪
坐
所

由｣

、
道
光
二
年

(

一
八
二
二
年)

陜
西
司
通
行
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れ
は
一
方
で
、｢

近
代
法｣

の
限
界
を
知
る
た
め
に
、｢

近
代
法｣

と
は

異
な
る
原
理
を
追
究
で
き
な
い
か
と
の
意
識
を
持
っ
て
の
試
み
で
も
あ
っ

た
。本

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
三
人
の
報
告
者
が
現
代
の
我
々
か
ら
見
る

と
伝
統
中
国
の
科
刑
原
理
が
現
代
と
は
異
な
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
事

例
を
報
告
し
、
各
人
が
各
々
清
代
の
科
刑
原
理
の
分
析
を
な
し
、
最
後

に
筆
者
が
全
体
的
な
総
括
を
行
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
既
に
三
年
以
上
が

過
ぎ
た
が
、
当
時
の
筆
者
の
総
括
に
関
し
て
文
章
の
形
で
ま
と
め
て
お

く
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
伝
統
中
国
法
の
特
性
を
探

究
す
る
視
角
が
、
如
何
な
る
次
の
段
階
へ
つ
な
が
り
う
る
の
か
を
考
え

た
い
。

本
稿
は
扱
う
史
料
と
し
て
は
、
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
三
報
告
者

が
採
り
上
げ
た
史
料
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
三
報
告
者
の
許
可

を
得
た
う
え
で
、
こ
こ
に
そ
の
四
つ
の
裁
判
例
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
こ

の
四
つ
の
裁
判
例
に
基
づ
い
て
筆
者
に
よ
る
現
段
階
で
の
伝
統
中
国
に

お
け
る
科
刑
原
理
の
検
討
を
通
じ
、
律
の
特
性
の
追
究
を
行
な
お
う
と

思
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
に
関
わ
る
先
行
研
究
と
し
て
、
中
村
茂
夫

『

清
代
刑
法
研
究』

が
非
常
に
重
要
と
な
る

(

１)

。
中
村
氏
の
研
究
は
清
代
の

中
国
の
裁
判
例
を
検
討
し
、
伝
統
中
国
の
律
に
み
ら
れ
る
概
念
の
特
徴
、

ま
た
律
の
基
本
原
理
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
今
回
我
々

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
の
四
事
例
に
関
わ
る
科
刑
原
理
の
説
明
は
、

中
村
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
報
告
者
各
々
が
各
自
の
観
点
を
付
け
加
え
る

こ
と
を
試
み
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
挙
げ
た

事
例
は
、
律
の
基
本
原
理
の
特
徴
を
抽
出
す
る
た
め
に
最
も
わ
か
り
や

す
い
も
の
と
し
て
、
報
告
者
四
名
の
検
討
を
経
た
う
え
で
挙
げ
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
中
村
氏
が
そ
の
著
作
の
中
で
挙
げ
た
事
例
と
の
重
複
も

生
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
る
た
め
、
四
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
に

次
い
で
、
伝
統
中
国
の
科
刑
原
理
を
中
村
氏
の
研
究
に
基
づ
い
て
ま
と

め
、
そ
の
う
え
で
律
の
特
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る

こ
と
に
な
る
。

一

三
報
告
の
挙
げ
る
事
例

本
章
で
は
、
喜
多
、
中
村
、
川
村
氏
の
採
り
上
げ
た
事
件
を
順
次
挙

げ
て
ゆ
く
。

ま
ず
喜
多
三
佳
氏
の
挙
げ
た
二
つ
の
事
件
で
あ
る
。

李
汪
氏
一
案

『
刑
案
匯
覧』

巻
四
九
―
三
、｢

子
�
借
人
銀
飾
逃
走
致
父
自
尽｣

、

嘉
慶
十
六
年

(

一
八
一
一
年)

現
審
案
説
帖

研究ノート
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を
、
責
板
四
十
に
換
算
す
る
と
し
た
。

こ
の
地
方
機
関
の
判
断
に
対
し
て
中
央
の
刑
部
は
、
劉
金
良
と
劉
法

の
間
に
服
の
関
係
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
服
の
関
係
の
な
い
者
の

間
の
殺
人
を
定
め
た
条
例
に
基
づ
い
て
処
断
し
た
点
を
問
題
と
し
、
処

断
の
や
り
直
し
を
命
じ
た
。
そ
の
結
果
劉
金
良
は
�
麻
の
服
の
親
族
関

係
に
あ
た
る
尊
属
を
殺
害
し
た
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
律
の
条
文
に
基

づ
き
、
斬
監
候
に
処
す
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
。

二

四
事
例
と
律
の
科
刑
原
理

以
上
の
四
つ
の
事
件
に
対
す
る
官
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
我
々

か
ら
す
れ
ば
直
ぐ
に
は
納
得
で
き
な
い
と
感
ず
る
の
が
一
般
で
あ
ろ
う
。

梁
世
栄
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
息
子
に
渡
し
た
装
身
具
を
返
し
て
ほ

し
い
と
催
促
し
た
ば
か
り
に
李
汪
氏
は
、
梁
世
栄
の
自
殺
の
原
因
を
作
っ

た
と
し
て
、
最
終
的
に
は
金
銭
の
支
払
い
の
形
に
な
る
が
、
不
応
為
条

に
基
づ
い
て
処
罰
さ
れ
た
。

兄
に
対
し
て
追
加
の
支
払
い
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
妻
等
を
使

い
嫌
が
ら
せ
を
続
け
た
と
こ
ろ
、
兄
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

朱
伯
木
は
威
逼
人
致
死
条
に
基
づ
い
て
絞
監
候
に
処
す
と
さ
れ
た
。
つ

ま
り
死
刑
に
相
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

衣
服
を
掛
け
て
あ
っ
た
棒
が
運
悪
く
通
り
か
か
っ
た
馬
の
頭
に
落
ち
、

そ
の
馬
が
驚
い
て
駆
け
出
し
人
を
は
ね
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
王

恩
長
は
過
失
殺
傷
人
の
条
文
に
基
づ
き
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

精
神
病
の
た
め
に
�
麻
の
関
係
に
あ
る
親
族
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
劉

金
良
に
つ
い
て
は
、
劉
金
良
は
殺
害
し
た
相
手
が
も
し
親
族
関
係
に
な

い
人
物
で
あ
っ
た
な
ら
、
条
例
に
基
づ
き
永
遠
鎖
錮
と
な
り
、
埋
葬
銀

を
被
害
者
の
家
に
送
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
が
、
殺
害
相
手
が
�

麻
の
尊
属
で
あ
っ
た
た
め
、
律
の
殴
大
功
以
下
尊
長
の
条
文
に
基
づ
い

て
斬
監
候
に
処
す
と
さ
れ
た
。
劉
金
良
も
死
刑
に
当
た
る
と
判
断
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

伝
統
中
国
社
会
に
お
い
て
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
こ
の
よ
う
な

刑
罰
を
科
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
知
る
た
め
に
、

こ
こ
で
前
掲
中
村

『

清
代
刑
法
研
究』

に
よ
る
こ
と
で
、
伝
統
中
国
に

お
け
る
科
刑
原
理
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
棒
を
落
と
し
た
た
め
、
過
失
殺
傷
人
条
に
基
づ
き
刑
を
科
さ
れ

た
王
恩
長
の
事
件
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
過
失
殺
傷
人
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
伝
統
中

国
の
刑
罰
法
典
で
あ
る

｢

律｣

は
過
失
殺
傷
人
に
対
す
る
刑
罰
を
定
め

る
。
唐
の
律
で
は
、
闘
訟
律
三
八
条
が

｢

諸
過
失
殺
傷
人
者
、
各
依
其

状
、
以
贖
論｣

と
定
め
、
過
失
で
人
を
殺
傷
し
た
者
は
各
々
そ
の
状
況
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王
恩
長
が
軒
下
に
掛
け
て
あ
っ
た
衣
服
を
取
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

結
ん
で
あ
っ
た
縄
が
ほ
ど
け
て
、
衣
服
と
と
も
に
衣
服
を
掛
け
て
あ
っ

た
木
の
棒
が
落
ち
た
。
こ
の
時
何
雲
が
馬
に
乗
っ
て
通
り
過
ぎ
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
木
の
棒
が
馬
の
頭
に
当
た
り
馬
が
驚
い

て
駆
け
出
し
、
何
雲
を
振
り
落
と
し
て
疾
駆
し
た
揚
句
、
発
遣
の
刑
に

服
し
て
い
た
鄭
象
に
ぶ
つ
か
り
、
鄭
象
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
地
方
機
関
の
判
断
は
、
何
雲
と
王
恩
長
の
双

方
を
過
失
殺
人
を
定
め
る
律
の
条
文
に
基
づ
い
て
処
断
す
る
と
し
、
そ

れ
に
よ
り
各
々
に
収
贖
銀
一
二
両
四
銭
二
分
を
支
払
わ
せ
、
半
分
を
被

害
者
の
遺
族
に
与
え
、
半
分
を
公
費
に
充
当
さ
せ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
中
央
の
刑
部
の
判
断
は
、
罪
は
根
本
の
原
因
と
な
っ
た
者

に
あ
る
と
し
て
、
王
恩
長
の
み
を
過
失
殺
人
の
罪
に
問
う
べ
き
で
あ
る

と
し
、
王
恩
長
の
み
に
収
贖
銀
一
二
両
四
銭
二
分
を
支
払
わ
せ
、
被
害

者
の
家
に
給
付
さ
せ
る
と
し
た
。

次
は
川
村
康
氏
の
採
り
上
げ
た
事
例
で
あ
る
。

劉
金
良
一
案

『

駁
案
新
編』

巻
一
七
―
三
六
、｢

瘋
病
致
死
人
仍
按
服
制
弁
理｣

、

乾
隆
五
一
年

(

一
七
八
六
年)

、
山
東
司

劉
金
良
は
劉
法
の
�
麻
の
服
の
関
係
に
あ
た
る
親
族
で
あ
っ
た
。
乾

隆
四
九
年
一
二
月
に
劉
金
良
は
精
神
病
を
発
症
し
、
症
状
が
で
た
り
、

お
さ
ま
っ
た
り
し
て
い
た
。
特
に
問
題
を
お
こ
す
わ
け
で
も
な
か
っ
た

の
で
父
親
の
劉
桐
と
隣
人
は
、
精
神
病
で
あ
る
と
の
届
け
出
を
せ
ず
、

監
視
も
し
な
か
っ
た
。
乾
隆
五
十
年
七
月
九
日
に
劉
金
良
は
草
刈
り
を

し
て
い
る
時
に
ま
た
病
が
で
た
が
劉
桐
は
気
に
せ
ず
、
そ
の
日
の
夜
は

劉
桐
は
劉
法
と
と
も
に
劉
金
良
の
そ
ば
で
寝
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
劉

金
良
が
刃
物
で
劉
法
の
喉
を
割
き
切
っ
た
の
で
あ
る
。
物
音
に
驚
い
た

劉
桐
が
飛
び
起
き
、
助
け
を
求
め
劉
金
良
を
取
り
押
さ
え
た
が
、
劉
法

は
即
死
で
あ
っ
た
。

取
り
調
べ
の
結
果
劉
金
良
が
精
神
病
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

そ
れ
ゆ
え
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
し
て
地

方
機
関
は
劉
金
良
と
劉
法
の
間
に
は
�
麻
の
服
の
親
族
関
係
が
あ
る
こ

と
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
し
た
う
え
で
、
精
神
病
者
が
人
を
殺
害
し
た

場
合
の
処
罰
を
定
め
た
条
例
に
基
づ
き
、
劉
金
良
を
永
遠
鎖
錮
と
し
た
。

ま
た
さ
ら
に
精
神
病
に
よ
り
人
を
殺
害
し
た
場
合
の
埋
葬
銀
に
つ
い
て

定
め
る
条
例
に
基
づ
き
、
劉
金
良
の
名
義
で
埋
葬
銀
一
二
両
四
銭
二
分

を
納
め
さ
せ
、
被
害
者
の
家
に
給
付
す
る
と
し
た
。
こ
の
他
劉
桐
等
の

親
族
や
村
役
人
の
郭
洪
業
の
数
名
に
対
し
て
は
、
精
神
病
者
を
隠
匿
し

報
告
せ
ず
、
監
視
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
他
人
の
殺
害
を
引
き
起
こ

し
た
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
条
例
に
基
づ
い
て
杖
一
百
と
す
る
と
こ
ろ
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こ
の
事
件
に
関
連
し
、
人
を
死
に
致
し
た
こ
と
が
、
人
と
戯
れ
た
こ
と

に
端
を
発
す
る
か
ど
う
か
が
、
戯
殺
か
過
失
殺
か
の
判
断
の
分
か
れ
目

で
あ
る
と
の
官
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る

(

中
村
著
四
五
―
四
六
頁
参

照)

。過
失
殺
か
闘
殺
か
で
判
断
が
分
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
殴
り
合
う
二

人
の
仲
裁
に
入
ろ
う
と
し
、
一
方
の
者
を
抱
き
か
か
え
て
連
れ
出
そ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
抱
き
か
か
え
ら
れ
た
者
が
内
臓
を
損
傷
し
、
死
亡
す

る
に
到
っ
た
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
最
終
的
に
は
闘
殺
と
さ
れ
た
。

抱
い
て
連
れ
だ
そ
う
と
す
る
の
を
被
害
者
が
も
が
い
て
拒
ん
だ
こ
と
が
、

争
っ
た
状
況
が
み
ら
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る

(

中
村
著
七
三

頁
参
照)

。

こ
う
し
て
見
る
に
過
失
殺
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て

は
、
清
朝
の
官
に
と
っ
て
も
簡
単
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
村

著
に
よ
れ
ば
、
過
失
殺
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
加
害
者
と
さ
れ
た
人
間

は
も
と
も
と
殺
害
の
意
図
は
な
く
、
正
常
な
行
為
を
行
な
っ
て
い
た
だ

け
な
の
で
あ
る
が
、
偶
然
そ
の
行
為
が
被
害
者
の
死
を
引
き
起
こ
し
て

し
ま
っ
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
行
為
者
の
主
観
的
側

面
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
人
の
死
が
発
生
し
た
と
い
う
事

実
が
あ
り
、
そ
の
死
を
引
き
起
こ
し
た
そ
も
そ
も
の
原
因
が
辿
ら
れ
、

そ
の
辿
り
つ
い
た
先
に
極
め
て
日
常
的
で
一
般
的
な
行
為
を
行
な
っ
て

い
た
者
が
い
る
な
ら
、
そ
の
人
間
が
過
失
殺
に
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る

(

中
村
著
九
六
―
九
七
頁
参
照)

。
そ
の
た
め
王
恩
長
は
過
失
殺

に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
死
の
発
生
の
そ
も
そ
も
の
原
因
が
辿
ら

れ
る
た
め
、
死
と
い
う
結
果
の
発
生
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
何
人
も
の

人
が
関
与
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
の
原
因
を
作
っ
た
一
人
を

過
失
殺
に
問
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
最
終
的
に
王
恩
長
の
み
が
対
象

と
な
っ
た
の
で
あ
る

(

中
村
著
八
五
頁
参
照)

。
中
村
氏
は
こ
れ
は

｢

一

人
の
死
に
は
加
害
者
一
人
の
責
を
問
う
て
、
こ
れ
に
抵
れ
ば
足
り
る
と

い
う

『

一
命
一
抵』

の
考
え
方｣

の
現
わ
れ
と
し
て
い
る

(

中
村
著
八

六
頁)

。
し
か
し
な
が
ら
王
恩
長
の
例
の
よ
う
に
、
過
失
殺
の
適
用
事
例
に
つ

い
て
は
、
現
代
の
我
々
か
ら
す
れ
ば
お
よ
そ
人
の
死
の
責
任
を
問
い
う

る
の
か
と
感
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
様
の
感
覚
を
覚
え

る
も
の
が
、
威
逼
人
致
死
の
適
用
事
例
で
あ
る
。

喜
多
報
告
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
朱
伯
木
が
自
殺
し
た
事
件
が
、
威
逼

人
致
死
に
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
さ
ら
に
中
村
著
の
挙
げ
る
威
逼
人
致
死
の
適
用
例
を
見
て

み
る
と
、
例
え
ば
墓
の
周
り
の
土
地
の
こ
と
で
言
い
争
っ
た
揚
句
、
一

旦
将
来
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
一
方
が
約
束
し
て
、
相
手
方
に
抵
当
と

し
て
牛
と
豚
を
入
れ
た
と
こ
ろ
、
相
手
方
が
こ
れ
ら
を
断
わ
り
も
な
く
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に
よ
っ
て
贖
と
す
る
と
し
て
い
る
。
過
失
で
人
を
殺
傷
し
た
場
合
は
、

贖
金
の
支
払
い
が
科
さ
れ
、
実
刑
は
科
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
最
後
の

王
朝
で
あ
る
清
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

過
失
殺
傷
人
の
条
文
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
人
を
殺
傷
す
る
意
が
全

く
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
の
殺
傷
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
律
は
過
失
殺
傷
人
条
以
外
に
も
、
殺
傷
の
意
な
く
人

を
殺
傷
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
科
す
べ
き
刑
罰
を
定
め
る
条
文
を
持
つ

た
め
、
殺
意
が
な
い
だ
け
で
は
他
の
条
文
に
基
づ
き
刑
が
科
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。

例
え
ば
殺
意
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
争
っ
て
殴
り
合
い
、
相
手
が
そ

の
結
果
死
亡
す
る
に
到
れ
ば
闘
殺
に
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
、
絞
候
に
処

さ
れ
る
。
ま
た
ふ
ざ
け
あ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
誤
っ
て
相
手
の
命
を
落

と
さ
せ
た
場
合
は
戯
殺
と
な
り
、
絞
候
の
刑
と
な
る
。
闘
殺
、
戯
殺
に

当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
と
、
死
刑
相
当
と
な
る
の
で
あ
る

(

２)

。

闘
殺
、
戯
殺
を
定
め
る
条
文
以
外
に
、
後
の
時
代
の
清
律
は
、
殺
意

は
な
か
っ
た
が
人
の
死
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
の
処
罰
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
車
馬
殺
傷
人
、
弓
箭
傷
人
、
威
逼
人
致
死
の
条
文
を
設
け
て
い
る
。

人
の
い
る
所
で
理
由
も
な
く
車
馬
を
駆
け
さ
せ
人
を
死
な
せ
た
場
合
は
、

車
馬
殺
傷
人
条
に
よ
り
杖
一
百
流
三
千
里
、
埋
葬
銀
十
両
の
徴
収
、
同

じ
く
人
の
い
る
所
で
弓
を
射
た
り
、
鉄
砲
を
撃
っ
た
り
、
石
を
投
げ
る

な
ど
し
て
人
を
死
な
せ
た
場
合
は
、
弓
箭
傷
人
条
に
よ
り
杖
一
百
流
三

千
里
、
ま
た
人
に
心
理
的
圧
迫
を
加
え
て
自
殺
す
る
に
到
ら
し
め
た
場

合
は
、
威
逼
人
致
死
条
に
よ
り
杖
一
百
、
埋
葬
銀
十
両
の
徴
収
と
な
る

(

以
上
、
中
村
著
一
七
―
二
九
頁
参
照)

。

過
失
殺
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
こ
れ
ら
の
罪
に
当
て
は
ま
ら
な
い
行

為
で
あ
っ
て
、
殺
害
の
意
図
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
を
死

亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
行
為
が
過
失
殺
に
当

て
は
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
過
失
殺
以
外
に
当
て
は
ま
る
の
か
判

断
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

今
回
の
中
村
報
告
、
中
村
著
が
と
も
に
採
り
上
げ
る
王
恩
長
の
事
件

は
、
殺
害
の
意
図
な
く
、
人
を
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
多
く
の
事
件
の

中
で
過
失
殺
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
村
著
に
お
い
て
は
、
過
失
殺

で
あ
る
か
、
そ
の
他
の
場
合
で
あ
る
か
に
つ
き
判
断
が
分
か
れ
た
例
が

い
く
つ
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
こ
こ
に
引
用
す

る
。ま

ず
こ
れ
は
後
々
に
過
失
殺
か
、
戯
殺
か
で
判
断
が
分
か
れ
た
時
に
、

参
考
例
と
し
て
も
示
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

ふ
ざ
け
て
後
ろ
か
ら
抱
き
つ
い
て
き
た
人
に
抜
け
出
て
み
ろ
と
言
わ

れ
、
振
り
切
る
た
め
に
足
で
後
ろ
に
蹴
っ
た
と
こ
ろ
、
蹴
り
所
が
悪
く

相
手
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
事
件
で
は
、
戯
殺
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
し
て
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考
え
方
に
出
た
も
の｣

と
中
村
氏
は
み
る
。
こ
の
点
か
ら
裁
判
例
に
は

｢

抵
命
之
人

(

命
に
抵
つ
る
の
人)｣

或
い
は

｢

一
擬
抵
之
人

(

一
の
抵

に
擬
す
る
の
人)｣

を
定
め
ら
れ
ぬ
こ
と
の
な
き
よ
う
戒
め
た
も
の
も
あ

る
と
中
村
氏
は
言
う

(

中
村
著
二
五
四
頁
参
照)

。

こ
こ
で
も
人
の
命
を
失
わ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
命
を
抵
て
る
と
い
う
、

｢

抵
命｣

の
考
え
方
が
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
中
村
氏
は
、
婦
女
が
猥
褻
な
言
葉
を
聞
か
さ
れ
た
た
め
に
自
殺

し
た
場
合
や
、
子
供
の
行
為
自
体
が
直
接
の
原
因
で
な
く
と
も
結
果
的

に
親
が
自
殺
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
自
殺
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け

と
な
っ
た
行
為
を
し
た
者
に
実
刑
を
科
す
の
は
、
邪
淫
を
戒
め
た
り
、

子
孫
の
父
祖
に
対
す
る
犯
罪
を
厳
に
戒
め
る
な
ど
の
目
的
も
あ
る
と
す

る

(

中
村
著
二
五
四
頁
及
び
二
二
一
―
二
二
四
頁
、
二
三
〇
―
二
三
三

頁
参
照)

。
し
か
し
常
に
一
方
で
、
人
の
死
を
引
き
起
こ
し
た
者
は
そ
の

命
を
抵
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
が
そ
の
根
底
に
あ
る
と
中
村
氏
は

み
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
命
一
抵
に
対
す
る
例
外
的
扱
い
が
な
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
。
精
神
病
者
の
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
中
村
著
を

見
て
ゆ
く
。

中
村
著
で
は
、
清
代
の
精
神
病
者
が
人
を
殺
傷
し
た
事
件
で
如
何
な

る
判
決
が
下
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

唐
律
で
は
老
小
廃
疾
収
贖
条
が
精
神
病
者
の
科
刑
に
つ
い
て
定
め
る
。

そ
し
て
清
律
に
は
唐
律
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
老
小
廃
疾
収
贖
条
が
存
在

す
る
が
、
し
か
し
清
代
で
は
精
神
病
者
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
そ
の
大
部

分
が
、
戯
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
条
に
附
さ
れ
た
諸
条
例
に
基
づ
い
て
裁

か
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

清
代
に
お
い
て
極
初
期
に
は
精
神
病
者
が
人
を
殺
傷
し
た
場
合
に
、

審
議
を
免
じ
た
う
え
加
害
者
を
無
罪
と
し
た
時
も
あ
っ
た
が
、
康
熙
八

年
に
は
、
精
神
病
者
が
人
を
殺
し
た
時
に
は
加
害
者
の
名
義
で
埋
葬
銀

を
徴
収
し
、
被
害
者
の
家
族
へ
給
付
さ
せ
る
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
。
そ
れ
が
乾
隆
年
代
に
埋
葬
銀
と
性
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
贖

銀
を
収
め
さ
せ
、
精
神
病
者
を
一
定
期
間
監
禁
す
る
も
の
へ
と
変
更
さ

れ
た
。
そ
れ
が
さ
ら
に
贖
銀
を
収
め
さ
せ
、
永
久
に
監
禁
す
る
永
遠
鎖

錮
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
監
禁
を
行
な
う
の
は
精
神
病
者

を
装
っ
て
人
を
殺
害
す
る
よ
う
な
者
が
現
わ
れ
る
の
を
防
ぎ
、
ま
た
再

び
犯
罪
を
犯
す
こ
と
を
防
ぐ
と
の
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
点

を
徹
底
し
、
さ
ら
に
永
遠
鎖
錮
に
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が

清
朝
の
末
期
に
至
る
と
贖
銀
を
徴
す
る
こ
と
を
廃
止
し
、
犯
行
後
短
い

年
月
の
う
ち
に
病
が
治
癒
す
る
な
ら
、
こ
の
加
害
者
を
闘
殺
に
問
い
、

も
し
治
癒
し
な
け
れ
ば
永
遠
鎖
錮
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
精
神
病
の
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
親
族
、
近
隣
の
者
は
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売
り
払
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
も
う
一
方
が
恨
み
と
怒
り
の
あ
ま
り
自

殺
し
た
と
い
う
事
件
が
あ
る
。
牛
、
豚
を
勝
手
に
売
っ
た
者
は
威
逼
人

致
死
に
基
づ
き
杖
一
百
を
科
さ
れ
、
埋
葬
銀
十
両
を
死
者
の
親
族
に
支

払
わ
せ
ら
れ
た

(

中
村
著
二
一
八
―
二
一
九
頁
参
照)

。

こ
の
事
例
を
含
め
中
村
著
で
は
多
く
の
事
件
を
検
討
し
、
威
逼
人
致

死
条
は
伝
統
中
国
の
律
の
有
す
る
因
果
関
係
追
及
の
法
理
と
、
人
命
事

犯
重
視
の
原
則
を
示
す
も
の
と
指
摘
す
る

(

中
村
著
二
四
四
頁
参
照)

。

即
ち
、
人
の
命
が
失
わ
れ
る
と
の
結
果
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
場
合
、
そ

の
結
果
の
発
端
と
な
っ
た
行
為
が
、
い
く
ら
因
果
関
係
と
い
う
点
で
か

け
離
れ
て
見
え
よ
う
と
、
そ
の
行
為
を
行
な
っ
た
者
に
対
し
て
人
の
死

の
責
任
を
問
う
と
い
う
、
律
の
特
徴
の
表
わ
れ
る
条
文
と
み
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
中
村
氏
は
、
自
殺
に
到
ら
し
め
た
圧
力
の
か
け
方
に
着
目

し
、
人
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
と
し
て
も
、
故
殺
と
い
う
人
を
殺
す
意

図
を
も
っ
て
行
な
っ
た
殺
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
挙

げ
て
い
る
。
逆
恨
み
を
し
て
、
そ
の
相
手
に
恨
み
を
は
ら
そ
う
と
し
て
、

自
分
の
妻
に
、
自
殺
を
し
な
い
な
ら
殺
す
ぞ
と
脅
し
て
、
相
手
方
の
家

の
門
の
内
側
で
自
殺
さ
せ
た
男
が
故
殺
と
断
じ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る

(

中
村
著
二
四
六
頁
参
照)

。

こ
の
よ
う
に
威
逼
人
致
死
に
関
わ
る
事
件
を
種
々
の
面
か
ら
詳
細
に

検
討
し
、
中
村
氏
は
伝
統
中
国
の
律
の
罪
責
追
及
の
原
理
を
導
き
出
し

て
い
る
。

中
村
氏
は
、
も
と
も
と
の
加
害
行
為
が
い
か
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
ま
た
加
害
と
自
殺
と
の
間
に
様
々
な
事
情
が
介
在
し
、
そ
の
加

害
行
為
が
自
殺
の
直
接
の
原
因
と
ま
で
も
い
え
な
く
と
も
、
最
終
的
に

は
自
殺
に
到
っ
た
原
由
は
そ
の
加
害
行
為
に
あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も

の
原
因
を
な
し
た
者
に
罪
を
帰
せ
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
伝
統
中

国
律
の
特
徴
的
法
理
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
伝
統
中
国
の
律
が
こ
の

よ
う
に
幅
広
く
罪
責
を
追
及
し
た
意
図
は
、
他
の
人
が
何
ら
か
の
形
で

関
係
す
る
中
、
人
の
死
と
い
う
も
の
が
常
態
で
は
な
い
形
で
生
じ
た
こ

と
を
重
大
視
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
は
戯
殺
、
闘
殺
、

過
失
殺
等
が
適
用
さ
れ
た
事
件
に
も
通
じ
、
律
の
下
で
は
現
在
で
は
加

害
者
の
い
な
い
不
慮
の
死
と
看
做
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
し

ば
し
ば
責
任
を
負
う
者
を
追
及
し
た
と
す
る

(

中
村
著
二
五
二
―
二
五

四
頁
参
照)

。

ま
た
中
村
氏
は
伝
統
中
国
の
律
の
下
で
も
罪
責
追
及
の
意
図
は
科
刑

の
点
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
自
殺
を
引
き
起
こ
し
た
事
件

の
科
刑
に
お
い
て
は
、
杖
一
百
と
の
軽
い
も
の
も
あ
る
が
、
死
刑
を
刑

と
し
て
定
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
は
、｢

被
害
者
の
命
に
は
そ
れ
に
抵

て
る
べ
き
加
害
者
の
命
が
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
す
る
、
旧
律
に
通
じ
た
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二
一
一
頁
参
照)

。

こ
こ
で
中
村
著
に
基
づ
き
、
伝
統
中
国
律
の
科
刑
原
理
に
つ
い
て
改

め
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
伝
統
中
国
の
律
は
、
人
の
命
が
失
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
を
非
常
に
重
大
視
し
、
人
の
死
と
い
う
結
果
を
引
き
起
こ
し

た
と
看
做
さ
れ
る
行
為
を
行
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
必
ず
責
任
を
追
及

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
の
死
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ

た
と
看
做
さ
れ
た
行
為
と
、
結
果
と
し
て
の
人
の
死
と
の
因
果
関
係
に

つ
い
て
は
、
そ
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
の
要
素
が
介
在
し
よ
う
と
、
あ
る
行

為
が
そ
も
そ
も
の
発
端
と
な
り
、
結
果
と
し
て
人
の
命
が
失
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
死
の
原
因
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ

の
場
合
の
責
任
の
問
い
方
は
、
一
つ
の
命
に
は
一
つ
の
命
を
抵
て
よ
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
但
し
例
外
的
に
精
神
病
者
の
殺
人
に
つ
い
て
は
、

そ
の
命
を
抵
て
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合

で
も
殺
害
し
た
相
手
が
親
族
で
あ
っ
た
場
合
は
、
精
神
病
者
と
い
え
ど

も
命
を
抵
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
何
よ
り
も

人
倫
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
伝
統
中
国
の
律
の
中
の
、
人
倫
重
視
の
思
想
、
つ
ま
り
儒

家
の
教
え
の
浸
透
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
儒
家
思
想
と
刑
に

つ
い
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
ず
る
。
た
だ
そ
の
前
に
も
う
一
つ
、

喜
多
報
告
の
最
初
の
事
例
が
含
ん
で
い
た
不
応
為
条
に
よ
り
処
罰
さ
れ

る
行
為
、
つ
ま
り
為
す
べ
か
ら
ざ
る
を
為
し
た
た
め
に
処
罰
さ
れ
た
行

為
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
い
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
律
が
如
何
な
る

行
為
を
処
罰
す
べ
き
行
為
と
考
え
た
か
と
い
う
点
が
、
よ
り
わ
か
り
や

す
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
不
応
為
に
つ
い
て
も
中
村
茂
夫
氏
の
論
文

｢

不
応
為
考｣

が
あ

る
の
で
、
中
村
論
文
に
よ
り
、
如
何
な
る
行
為
が
不
応
為
条
に
基
づ
き

処
罰
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
不
応
為
条
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い

(

３)

。

清
代
の
不
応
為
条
本
文
は

｢

凡
不
応
得
為
而
為
之
者
、
笞
四
十
、
事

理
重
者
、
杖
八
十｣

と
定
め
、
唐
律
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
条
文

は
、
律
や
条
例
に
条
文
は
な
く
と
も
、
為
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
為
し

た
者
は
、
為
し
た
こ
と
の
軽
重
に
お
い
て
、
軽
い
場
合
は
笞
四
十
、
重

い
場
合
は
杖
八
十
を
科
す
と
定
め
て
い
る
。
為
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を

為
し
た
場
合
に
処
罰
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
包
括
的
な

規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
不
応
為
条
が
あ
る
こ
と
が
、
律
に
お
け
る

罪
刑
法
定
主
義
の
不
存
在
や
不
明
確
化
に
つ
な
が
る
と
の
主
張
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
た
と
中
村
氏
は
指
摘
す
る
。
し
か
し
中
村
氏
は
ま
ず
不
応

為
条
の
存
在
の
意
味
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
存
在
意
味
を

次
の
よ
う
に
導
き
出
し
て
い
る
。

律
が
前
提
と
す
る
、
生
じ
う
る
犯
罪
を
す
べ
て
網
羅
し
、
そ
れ
に
対

す
る
刑
罰
を
す
べ
て
予
め
定
め
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
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そ
の
こ
と
を
役
所
に
届
け
出
、
当
人
を
監
視
す
べ
き
と
条
例
で
定
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
精
神
病
者
が
犯
罪
を
犯
せ
ば
彼
ら
も
責
任
が
問
わ

れ
刑
を
科
さ
れ
る
と
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
監
視
義
務
を

負
わ
せ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
犯
罪
を
防
止
し
、
ま
た
精
神
病
を
装
い

犯
罪
を
犯
す
こ
と
を
防
ぐ
た
め
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
さ
ら
に
、
犯
行
の
後
に
供
述
が
明
晰
と
な
っ
た
者
で
、
予
め
精
神
病

で
あ
る
と
の
届
出
の
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
闘
殺
や
謀
殺
、
故
殺

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
狡
猾
な

る
者
が
精
神
病
を
装
う
弊
害
を
助
長
さ
せ
ぬ
た
め
と
の
こ
と
で
あ
る

(

以
上
中
村
著
一
八
三
―
一
九
五
頁
参
照)
。

以
上
、
精
神
病
者
が
殺
人
を
犯
し
た
時
に
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ

い
て
は
、
清
朝
の
間
で
も
変
遷
が
見
ら
れ
る
が
、
無
罪
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
精
神
病
者
の
殺
害
し
た
相
手
が
精
神
病
者
と
の
間
に
親
族
関

係
が
あ
る
場
合
は
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
中
村

著
は
、
服
制
関
係
が
あ
る
者
の
間
で
の
事
件
と
し
て
詳
し
く
述
べ
て
い

る
。中

村
著
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
精
神
病
者
で
あ
っ
て
も
、
子
や
孫
が
祖

父
母
・
父
母
を
殺
害
し
た
と
な
れ
ば
、
直
ち
に
死
刑
、
そ
れ
も
身
体
を

切
り
刻
ん
で
死
に
至
ら
し
め
る
凌
遅
処
死
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
祖
父
母
・
父
母
の
殺
害
は
人
倫
に
関

わ
り
、
服
制
関
係
の
な
い
一
般
人
を
殺
害
し
た
場
合
と
は
比
ぶ
べ
く
も

な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
直
系
尊
属
の
殺
害
以
外
に
も

親
族
の
殺
害
に
つ
い
て
は
そ
の
親
疎
の
度
合
に
よ
り
、
そ
の
扱
い
を
ど

う
す
る
か
を
め
ぐ
り
、
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
被
害
者
と
の
間
に
親
族
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
精
神
病
者
に
よ
る

殺
人
は
、
贖
銀
と
永
遠
鎖
錮
で
済
ま
す
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る

(

中
村
著
一
九
五
―
二
〇
一
頁
参
照)

。

こ
こ
で
は
何
よ
り
も
人
倫
を
重
視
す
る
た
め
、
人
倫
と
衝
突
す
る
場

合
は
精
神
病
と
い
う
要
素
も
排
除
さ
れ
る
と
い
う
、
伝
統
中
国
律
の
発

想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
川
村
報
告
が
挙
げ
た
劉
金
良
に
対
す
る
科
刑
の

判
断
根
拠
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

清
代
の
精
神
病
者
の
殺
傷
事
件
の
判
決
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
中
村

氏
は
、
清
代
で
は
精
神
病
者
が
人
を
殺
傷
し
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て

刑
事
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
と
指
摘
し
、
た
だ
親
殺
し
な
ど
を
除
い
て
、

精
神
病
者
で
あ
る
こ
と
が
酌
量
さ
れ
、
何
ら
か
の
程
度
で
そ
の
責
任
を

減
軽
す
る
考
慮
は
働
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
村
氏
は
、
行
為
者

の
主
観
的
・
内
的
側
面
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
責
任
が
種
々

な
外
在
的
要
因
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
点
が
、
伝
統
中
国
法
の
下
で
の

責
任
追
及
の
在
り
方
の
一
面
で
あ
る
と
し
て
い
る
。(

中
村
著
二
一
〇
―
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て
絞
候
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
は
さ
れ
た
が
、
全
く
罪
が
な
い

と
は
さ
れ
ず
、
不
応
重
杖
と
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る(

中
村
論
文
五
―

六
頁
参
照)

。

こ
れ
も
李
汪
氏
の
事
例
の
よ
う
に
律
の
定
め
る
条
文
に
該
当
す
る
行

為
で
は
な
い
が
、
全
く
罪
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
判
断
さ
れ
、
不
応

為
の
適
用
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
つ
の
事
件
で
は
、
�
人
璧
は
、
甥
の
妻
で
あ
っ
た
劉
氏

が
再
婚
を
拒
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
理
矢
理
孫
万
貴
に
嫁
が

せ
よ
う
と
し
た
。
駕
籠
で
劉
氏
を
迎
え
に
来
た
孫
万
貴
は
、
駕
籠
に
劉

氏
を
押
し
入
れ
て
自
分
の
家
に
担
ぎ
帰
っ
た
。
と
こ
ろ
が
劉
氏
が
自
殺

し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
�
人
璧
と
孫
万
貴
は
居
喪
嫁
娶
条
例

に
よ
り
、
各
々
杖
一
百
流
二
千
五
百
里
、
杖
一
百
徒
三
年
に
処
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
再
婚
を
取
り
持
っ
た
陳
鳴
岐
と
強
迫
さ
れ
て
駕
籠

を
担
が
さ
れ
た
陳
谷
友
が
不
応
重
杖
に
処
せ
ら
れ
た

(

中
村
論
文
八
頁

参
照)

。
こ
の
事
件
で
は
再
婚
を
取
り
持
っ
た
陳
鳴
岐
や
、
強
迫
さ
れ
て
駕
籠

を
担
が
さ
れ
た
陳
谷
友
ま
で
も
が
、
劉
氏
の
死
に
関
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
不
応
為
条
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
も
人
の
命
が
失
わ
れ
た
と
な
る
と
、
そ
こ
に
関
わ
っ
た
人

間
は
刑
を
免
れ
る
こ
と
は
お
よ
そ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て

科
刑
の
根
拠
は
必
ず
不
応
為
条
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
擅
断
で
刑
が
科

さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
人
の
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
を

重
大
視
す
る
の
は
、
そ
れ
は
人
倫
に
反
す
る
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
を

放
置
す
る
こ
と
は
結
局
は
社
会
全
体
の
秩
序
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
と

捉
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
不
応
為
条
の
適
用
例
か
ら
、
人
倫
に
反
す
る
行
為
の
発
生
を
お

よ
そ
許
さ
な
い
律
の
発
想
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
律
と
人
倫
を

重
視
す
る
儒
家
思
想
と
の
関
係
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

三

徳
、
礼
、
法

前
章
ま
で
の
検
討
か
ら
、
律
に
お
け
る
科
刑
原
理
は
儒
家
思
想
と
の

関
係
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
関
し
て
よ
り

詳
し
く
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

律
の
完
成
体
と
さ
れ
る
唐
律
の
註
釈
書
で
あ
る
唐
律
疏
議
の
名
例
律

篇
目
疏
に

｢

徳
禮
爲
政
教
之
本
、
刑
罰
爲
政
教
之
用
、
�
昏
曉
・
陽
秋

相
須
而
成
者
也
。(

徳
礼
は
政
教
の
本モ
ト

、
刑
罰
は
政
教
の
用
、
猶
昏
暁
・

陽
秋
の
相
須マ

ち
て
成
る
が
如
き
者
な
り)｣

と
言
う

(

４)

。

徳
・
礼
を
政
治
・
教
化
の
本
と
し
、
刑
罰
を
政
治
・
教
化
の
た
め
に

用
い
、
徳
礼
と
刑
罰
は
補
い
合
い
一
つ
と
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
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能
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
じ
た
事
件
が
軽
微
な
犯
罪
で
あ
り
、
そ
の
行
為

を
処
罰
す
る
た
め
の
条
文
の
な
い
場
合
に
、
処
断
の
た
め
に
拠
る
べ
き

条
文
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
不
応
為
条
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
は
比
附

を
定
め
る
条
文
が
存
在
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
不
応
為
条
が

対
象
と
す
る
犯
罪
は
軽
微
な
も
の
で
あ
る
と
の
違
い
が
あ
る
。
ま
た
科

刑
の
根
拠
と
な
る
条
文
が
な
け
れ
ば
、
科
す
べ
き
刑
が
軽
す
ぎ
た
り
、

重
す
ぎ
た
り
す
る
と
の
弊
害
も
生
ま
れ
る
惧
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
に
も

不
応
為
条
は
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
不
応
為

(

ま
た
比
附)

の
条

文
が
存
在
す
る
の
は
、
処
罰
す
べ
き
犯
罪
行
為
を
極
め
て
具
体
的
に
ま

た
細
分
化
し
て
書
き
記
し
、
そ
の
各
々
の
犯
罪
に
対
応
す
る
刑
罰
を
裁

量
の
副
な
く
定
め
る
と
い
う
、
伝
統
中
国
の
律
の
性
格
に
伴
う
も
の
で

あ
っ
た

(

以
上
中
村
論
文
二
〇
―
二
二
頁
参
照
、
な
お
比
附
に
つ
い
て

は
前
掲
中
村
著
第
二
章
に
詳
し
い)

。

中
村
氏
は
、
伝
統
中
国
の
律
は

｢

人
間
関
係
に
お
い
て
遵
行
さ
れ
る

べ
き
行
為
の
隈
々
に
ま
で
目
を
届
か
せ
、
社
会
に
生
起
す
る
反
道
義
的

な
行
為
を
洩
れ
な
く
捉
え
て
、
こ
れ
を
刑
罰
の
対
象
と
し
、
以
て
公
の

秩
序
・
善
良
の
風
俗
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た｣

と
指
摘
す
る
。
ま
た
中
村
氏
は
、
こ
れ
は
伝
統
中
国
律
が
唐
律
と
し
て

完
成
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
で
、
儒
家
の
礼
の
理
念
を
採
り
入
れ
、
礼
に

強
制
力
を
与
え
た
と
い
う
儒
法
融
合
の
結
果
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

中
村
論
文
二
三
頁)

。

つ
ま
り
為
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
と
は
、｢

人
倫
に
違
背
し
公
序
・
良
俗

を
損
な
う
凡
て
の
行
為｣

(

中
村
論
文
二
三
頁)

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

行
為
に
科
す
べ
き
刑
罰
を
律
は
予
め
す
べ
て
書
き
記
し
て
お
く
の
で
あ

る
が
、
た
だ
刑
を
科
す
べ
き
行
為
を
す
べ
て
網
羅
す
る
こ
と
は
現
実
問

題
と
し
て
不
可
能
な
た
め
、
定
め
落
と
し
た
行
為
の
う
ち
軽
微
な
犯
罪

の
処
罰
に
対
応
す
る
た
め
に
不
応
為
条
は
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ま
た
律
の
下
で
は
犯
罪
と
科
さ
れ
る
刑
罰
は
均
衡
が
保
た
れ
て

い
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
不
応
為
条
が
犯
し
た
罪
に
対
す

る
最
も
妥
当
な
刑
罰
を
定
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
笞
四
十
と
杖
八
十

で
あ
っ
た
。

次
に
中
村
論
文
に
お
い
て
不
応
為
条
が
適
用
さ
れ
た
事
案
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
二
事
案
を
こ
こ
で
引
用
す
る
。

ま
ず
、
姉
の
自
殺
の
原
因
を
作
っ
た
の
は
高
于
氏
と
考
え
た
孫
小
討

労
が
、
高
于
氏
に
抗
議
し
、
そ
の
た
め
罵
り
合
い
と
な
り
、
高
于
氏
が

孫
小
討
労
に
殴
り
か
か
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
孫
小
討
労
が
身
を
躱
し

た
た
め
、
高
于
氏
は
躓
き
、
頭
を
打
っ
た
た
め
に
死
亡
し
た
事
件
が
あ

る
。
こ
の
事
件
で
は
孫
小
討
労
が
不
応
重
杖
に
当
た
る
と
さ
れ
た
。
高

于
氏
の
死
は
自
ら
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
、
孫
小
討
労
と
は
関
わ
り

が
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
孫
小
討
労
に
闘
殴
殺
人
の
条
文
を
適
用
し
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最
高
の
徳
は
仁
と
さ
れ
る
。

『

論
語』

の
中
に

｢

仁｣

は
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
。
こ
こ
で
金
谷
氏
の

挙
げ
る
文
の
い
く
つ
か
を
掲
げ
る
。

論
語
・
顔
淵
二
二

｢

樊
遅
、
仁
を
問
う
。
子
の
曰
わ
く
、
人
を
愛
す
。｣

論
語
・
顔
淵
二

｢

仲
弓
、
仁
を
問
う
。
子
の
曰
わ
く
、
…
…
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
は

人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
。｣

論
語
・
学
而
三

｢

子
の
曰
わ
く
、
巧
言
令
色
、
鮮
な
し
仁
。｣

論
語
・
子
路
二
七

｢

子
の
曰
わ
く
、
剛
毅
木
訥
、
仁
に
近
し
。｣

例
え
ば
以
上
の
よ
う
に

｢

仁｣

が
現
わ
れ
る
が
、
こ
の

｢

仁｣

の
意

味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
き
、
金
谷
氏
に
よ
る
解
説
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る

(

９)

。

樊
遅
の
問
い
に
対
す
る
答
え
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
仁
は
愛
情
に
か

か
わ
る
徳
だ
と
ほ
ぼ
一
般
的
に
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
愛
と
は
如
何
な
る

も
の
か
考
え
て
み
る
と
、
仲
弓
の
問
い
に
対
し
孔
子
は
、
自
分
が
望
ま

な
い
こ
と
は
人
に
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
答
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
仁
は

他
人
に
対
す
る
お
も
い
や
り
と
い
え
る
。
ま
た
一
方
学
而
三
や
子
路
二

七
の
孔
子
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
口
さ
き
が
う
ま
く
顔
つ
き
が

よ
い
こ
と
は
仁
が
少
な
く
、
正
直
で
飾
り
け
が
な
い
こ
と
が
仁
に
近
い

と
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
仁
は
私
情
に
流
さ
れ
な
い
公
正
な
立
場
に

あ
る
愛
と
な
る
。
つ
ま
り
公
正
な
ま
ご
こ
ろ
に
基
づ
き
、
他
人
へ
の
お

も
い
や
り
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
仁
の
意
味
す
る
愛
と
な
り
、
こ

れ
が
仁
の
意
味
す
る
徳
と
な
る
。

そ
し
て
論
語
・
里
仁
一
五
に
お
い
て
曾
子
が

｢

夫
子
の
道
は
忠
恕
の

み
。｣

と
答
え
、
孔
子
が
道
と
し
て
つ
ら
ぬ
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
忠

恕
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
忠
恕
が
仁
の
説
明
に
合
致
す
る
。
忠

が
ま
ご
こ
ろ
、
恕
が
他
人
へ
の
お
も
い
や
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
孟
子
に
つ
い
て
言
え
ば
、
孟
子
は
仁
を

｢

人
に
忍
び
ざ
る
心｣

と
捉
え
る
。｢

人
に
忍
び
ざ
る
心｣

と
は
、
他
人
の
不
幸
を
そ
の
ま
ま
見

す
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
心
で
あ
る
の
で
、
孔
子
の
い
う
恕
に
通
ず
る

こ
と
に
な
る

(

以
上
金
谷

『

孔
子』

六
五
―
七
〇
頁
参
照)

。

こ
の
よ
う
な
忠
恕
を
核
心
と
す
る
徳
を
身
に
つ
け
た
統
治
者
が
人
々

を
導
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
人
々
も
皆
徳
に
基
づ
い
て
行
動
す
る

よ
う
に
な
る
な
ら
、
社
会
の
秩
序
は
安
定
し
、
す
べ
て
の
人
々
が
幸
せ

に
暮
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
徳
を
具
え
た
統
治
者
で
あ
っ
て
も
、
人
々
す
べ
て
を
徳
に
基
づ
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ま
り
徳
・
礼
に
基
づ
き
政
治
を
行
な
い
、
徳
・
礼
に
基
づ
い
て
人
々
を

教
化
し
て
い
く
が
、
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
刑
罰
を
用
い
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
律
を
考
え
る
時
に
は
、
徳
と
礼
と
刑
の
関
係
が
重

要
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

｢

法｣

が
し
ば
し
ば

｢

刑｣

を
意
味

す
る
こ
と
か
ら

(

５)

、
こ
れ
は
ま
た
徳
、
礼
、
法
の
関
係
が
重
要
と
も
言
え

る
。た

だ
徳
、
礼
、
法

(

刑)

の
関
係
を
述
べ
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。

例
え
ば
礼
と
法
に
関
し
て
は
奥
村
郁
三

｢

中
国
の

『

礼』

に
つ
い
て
―

礼
と
法
―｣

が
、
先
学
の
研
究
に
基
づ
き
、
そ
の
由
来
、
も
つ
意
味
を

平
易
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
奥
村
氏
の
叙
述
及
び
そ
の
依
る
と
こ
ろ
の

先
行
研
究
は
当
然
な
が
ら
、
さ
ら
に
四
書
五
経
を
は
じ
め
と
し
た
古
典

に
基
づ
い
て
い
る

(

６)

。
つ
ま
り
参
照
す
べ
き
文
献
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。

近
年
の
研
究
、
例
え
ば
石
川
英
昭

『

中
国
古
代
礼
法
思
想
の
研
究』

か

ら
も
、
多
く
の
論
点
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る

(

７)

。
そ
こ
で
こ
こ
で
は

一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
る
儒
家
の
言
葉
を
辿
り
、
法
学
部
で
一
般
的
に
目

に
す
る
先
行
研
究
を
参
考
に
、
徳
と
礼
と
法
の
関
係
を
極
大
ま
か
に
捉

え
た
、
筆
者
の
現
段
階
で
の
理
解
を
記
す
こ
と
と
し
た
い
。
つ
ま
り
以

下
で
記
す
内
容
は
、
筆
者
が
儒
家
思
想
に
新
た
な
解
釈
を
な
し
た
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
今
後
の
た
め
に
自
己
理
解
の
整

理
を
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
よ
り
詳
し
い
検
討

は
後
日
を
期
す
と
い
う
意
味
と
し
、
検
討
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
は
御

海
容
の
ほ
ど
を
お
願
い
し
た
い
。

ま
ず
徳
と
礼
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
論
語
・

為
政
篇
に
以
下
の
よ
う
に
言
う

(

８)

。

論
語
・
為
政
一

｢

子
の
曰
わ
く
、
政
を
為
す
に
徳
を
以
て
す
れ
ば
、
譬
え
ば
北
辰
の

其
の
所
に
居い

て
、
衆
星
の
こ
れ
に
共
す
る
が
ご
と
し
。｣

論
語
・
為
政
三

｢

こ
れ
を
道
び
く
に
徳
を
以
て
し
、
こ
れ
を
斉
う
る
に
礼
を
以
て
す

れ
ば
、
恥
あ
り
て
且
つ
格た

だ

し
。｣

統
治
者
が
徳
を
身
に
つ
け
、
徳
に
よ
っ
て
人
々
を
統
治
す
れ
ば
、
人
々

は
皆
そ
の
統
治
者
に
従
う
と
言
う
。
ま
た
人
々
を
徳
に
よ
っ
て
導
き
、

行
動
を
正
し
く
整
え
る
た
め
に
礼
を
用
い
る
な
ら
、
人
々
は
不
道
徳
な

行
な
い
を
恥
じ
る
心
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
正

し
い
生
き
方
を
す
る
と
言
う
。

つ
ま
り
統
治
者
は
徳
を
具
え
、
徳
に
基
づ
い
て
人
々
を
導
か
ね
ば
な

ら
ず
、
そ
し
て
人
々
の
行
動
が
適
切
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
導
く
た
め

に
礼
を
用
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
徳
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
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求
め
て
度
量
分
界
な
れ
ば
争
わ
ざ
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
争
え
ば
乱

れ
、
乱
る
れ
ば
窮
す
。
先
王
そ
の
乱
を
悪
く
む
。
故
に
礼
儀
を
制

し
て
も
っ
て
こ
れ
を
分
ち
、
も
っ
て
人
の
欲
を
養
い
、
人
の
求
め

を
給
し
、
欲
を
し
て
必
ら
ず
物
を
窮
め
ず
、
物
を
し
て
必
ら
ず
欲

に
屈
せ
ず
、
両
者
相
持
し
て
長
か
ら
し
む
。
こ
れ
礼
の
起
る
と
こ

ろ
な
り

(

�)｣

人
は
本
来
欲
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
欲
望
ゆ
え
に
必
ず
争

い
が
起
き
る
。
そ
こ
で
礼
を
定
め
て
、
人
々
に
そ
れ
を
守
ら
せ
る
こ
と

で
、
人
々
の
欲
を
制
禦
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

荀
子
に
お
い
て
は
、
礼
は
孔
子
の
よ
う
に
仁
の
徳
に
基
づ
い
た
行
動

の
現
わ
れ
と
い
う
よ
り
は
、
人
々
の
行
動
を
規
制
す
る
も
の
と
の
意
味

が
強
く
な
っ
て
い
る
。

金
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
荀
子
は
礼
を
尊
重
す
る
が
、
礼
の
形
式
的
な
面

に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
荀
子
に
お
い
て
は
礼
は
社
会
的
な
階
級
秩
序

に
応
じ
た
、
個
人
の
行
動
を
規
制
す
る
き
ま
り
ご
と
と
な
っ
て
い
た
と

い
う
。
ま
た
金
谷
氏
は
、
形
式
面
を
強
調
す
る
荀
子
の
礼
は
、
法
に
近

い
性
格
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
が
、
道
義
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
点
で
法
と
区
別
さ
れ
る
と
す
る

(

金
谷

『

孔
子』

三
四
四
頁)

。

こ
の
よ
う
に
孔
子
と
荀
子
で
は
、
徳
に
基
づ
い
た
行
為
の
発
現
形
式

と
徳
に
沿
わ
せ
る
た
め
の
規
制
の
方
式
と
い
う
点
で
、
礼
の
意
味
に
違

い
が
見
ら
れ
る
が
、
徳
と
は
異
な
り
形
を
も
つ
と
い
う
点
で
一
致
し
て

い
る

(

�)

。
そ
こ
で
形
式
化
さ
れ
た

｢

礼｣

で
あ
る
が
、
例
え
ば

｢

服
制｣
が
あ

る
。｢

服
制｣

と
は
親
族
の
死
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
喪
服
を
着
け
、
ど

れ
だ
け
の
期
間
喪
に
服
す
る
か
等
に
つ
き
、
亡
き
人
と
の
親
族
関
係
の

親
疎
に
応
じ
て
細
か
く
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
服
制
に
従
っ
て
喪

に
服
す
れ
ば
、
人
倫
中
の
第
一
の
徳
行
で
あ
る
孝
道
を
守
る
こ
と
が
で

き
る

(

�)

。
つ
ま
り
親
が
亡
く
な
っ
た
時
、
子
と
し
て
悲
し
む
こ
と
が
徳
を
具
え

た
人
の
と
る
べ
き
行
動
で
あ
る
が
、
服
制
は
子
と
し
て
の
悲
し
み
を
表

わ
す
た
め
の
具
体
的
方
法
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
例

に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
礼
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
形
式
を
守

る
こ
と
で
、
人
は
徳
を
身
に
つ
け
た
人
と
し
て
の
行
動
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

人
に
道
徳
心
或
い
は
自
立
心
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を

身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
も
、
礼
の
よ
う
に
形
式
を
定

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
徳
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
発
想
は
十
分
理

解
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
実
は
形
式
を
と
る
こ
と
の
落
と
し
穴
が
存
在
す

る
。
形
式
に
の
み
と
ら
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
形
式
が
本
来
は
徳
に
基

づ
く
行
動
を
と
る
た
め
の
便
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
人
は
忘
れ
る
と
い
う
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い
て
行
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
徳
の

よ
う
な
形
の
な
い
人
の
心
の
内
面
に
関
わ
る
も
の
に
基
づ
い
て
行
動
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
困
難
に
対
処
す
る
た
め
に
礼
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

次
に
礼
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
金
谷
氏
の
掲
げ
る
、

仁
と
礼
と
の
関
係
を
記
す
論
語
の
言
葉
を
挙
げ
る
。

論
語
・
顔
淵
一

｢

顔
淵
、
仁
を
問
う
。
子
の
曰
わ
く
、
己
れ
を
克せ

め
て
礼
に
復か
え

る
を

仁
と
為
す
。
一
日
己
れ
を
克
め
て
礼
に
復
れ
ば
、
天
下
仁
に
帰
す
。

…
…
顔
淵
の
曰
わ
く
、
請
う
、
其
の
目も
く

を
問
わ
ん
。
子
の
曰
わ
く
、

礼
に
非
ざ
れ
ば
視
る
こ
と
勿
か
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
聴
く
こ
と
勿

か
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
言
う
こ
と
勿
か
れ
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
動
く

こ
と
勿
か
れ
。｣

孔
子
は

｢

わ
が
身
を
つ
つ
し
ん
で
礼
に
た
ち
も
ど
る
こ
と
が
仁
と
い

う
こ
と
だ｣

と
言
い
、
顔
淵
が
さ
ら
に
そ
の
要
点
を
尋
ね
る
と
孔
子
は

｢

礼
に
は
ず
れ
た
こ
と
は
見
ず
、
礼
に
は
ず
れ
た
こ
と
は
聞
か
ず
、
礼
に

は
ず
れ
た
こ
と
は
言
わ
ず
、
礼
に
は
ず
れ
た
こ
と
は
し
な
い
こ
と
だ｣

と
答
え
て
い
る

(

�)

。

こ
の
言
葉
か
ら
、
礼
を
守
る
こ
と
で
、
人
は
仁
を
身
に
つ
け
た
人
と

し
て
の
行
動
が
と
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
孔
子
は
教
え
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
金
谷
氏
に
よ
り
、
孔
子
の
礼
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
詳
し
く

見
て
み
る
。

｢

礼｣

は
も
と
も
と
祭
祀
の
儀
礼
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
が
、

『

論
語』

に
お
い
て
は
宗
教
的
・
神
秘
的
意
味
は
薄
れ
、
道
徳
性
が
強
く

な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。『

論
語』

に
お
い
て
は
礼
の
形
式
と
と
も
に
、

礼
を
支
え
る
精
神
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
孔
子
は
意
味
の
な

い
形
式
を
尊
重
す
る
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
根
本
に
あ
る
心
を

重
視
す
る
ゆ
え
に
形
を
尊
重
し
た
。
孔
子
は
礼
の
形
式
は
ま
ご
こ
ろ
か

ら
発
し
た
仁
徳
が
具
体
的
に
現
わ
れ
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
礼
の
は
た
ら
き
は
孔
子
に
よ
れ
ば
個
人
の
修
養
の
た
め
だ
け
で

な
く
、
国
家
の
政
治
に
と
っ
て
も
重
要
と
な
る
。
孔
子
の
理
想
と
す
る

徳
治
は
、
忠
恕
に
基
づ
く
と
い
う
内
面
的
な
主
観
性
を
求
め
る
と
と
も

に
、
外
面
的
に
礼
の
形
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
但
し
こ
れ
は
忠
恕
に
基
づ
く
こ
と
、
つ
ま
り
ま
ご
こ
ろ
に
基
づ
い

て
行
動
す
る
時
、
そ
れ
が
礼
の
形
式
に
則
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の

で
あ
る
。(

以
上
金
谷

『

孔
子』

七
七
―
八
四
頁
参
照)

。

と
こ
ろ
が
孔
子
と
は
若
干
異
な
る
礼
の
捉
え
方
も
あ
る
。
荀
子
・
礼

論
篇
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
挙
げ
る
。

｢

人
生
れ
て
欲
あ
り
、
欲
し
て
得
ざ
れ
ば
求
む
る
な
き
こ
と
能
わ
ず
。

研究ノート

(名城 '09) 58－4－16



す
る｣

、｢

政
治
の
す
じ
み
ち
は
、
礼
と
刑｣

は
、
荀
子
が

｢

礼｣

の
補

助
と
し
て
刑
罰
が
必
要
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
表
わ
す
と
し
て
い
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
礼
に
反
す
る
行
為
に
対
し
て
は
刑
が
加
え
ら
れ
る
、
つ

ま
り
法
が
用
い
ら
れ
る
と
す
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
ま
ず

徳
で
治
め
、
礼
に
よ
り
人
々
を
導
く
が
、
そ
れ
で
も
違
反
者
が
で
た
場

合
に
刑
＝
法
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
し
ば
し
ば
挙
げ

ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
徳
が
主
で
あ
り
刑
は
従
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
表
す
も
の
と
し
て
引
か
れ
る
の
は

『

荀
子』

の
議
兵
篇
で
あ
る

(

�)

。

｢

故
に
賞
慶
・
刑
罰
・
執
詐
の
道
た
る
、
傭
徒
・
鬻
売
の
道
な
り
。

以
て
大
衆
を
合
し
国
家
を
美
と
す
る
に
足
ら
ず
。
故
に
古
の
人
は

羞
ぢ
て
道い

は
ざ
る
な
り
。
故
に
徳
音
を
厚
く
し
て
以
て
こ
れ
に
先

だ
て
、
礼
儀
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
之
を
道
み
ち
び
き
、
忠
信
を
致
し
て

以
て
之
を
愛
す
。
賢
を
尚
び
能
を
使
ひ
以
て
之
に
次
ぎ
、
爵
服
・

慶
賞
以
て
之
に
申か
さ

ぬ
。
其
の
事
を
時
に
し
、
其
の
任
を
軽
く
し
、

以
て
之
を
調
斉
し
之
を
長
養
す
る
こ
と
、
赤
子
を
保
つ
が
如
く
す
。

政
令
以
て
定
ま
り
、
風
俗
以
て
一
な
り
。
俗
を
離
れ
其
の
上
に
順

は
ざ
る
も
の
有
ら
ば
、
則
ち
百
姓
敦
悪
せ
ざ
る
な
く
、
毒
�
と
せ

ざ
る
な
く
、
不
祥
を
祓
ふ
が
ご
と
し
。
然
る
後
、
刑
こ
こ
に
於
て

起
る
。
是
れ
大
刑
の
加
は
る
所
、
辱
孰な
ん

ぞ
こ
れ
よ
り
大
な
る｣

(

褒
賞
・
刑
罰
・
謀
略
な
ど
の
手
段
は
、
傭
わ
れ
人
夫
や
商
人
に
対

し
て
使
う
も
の
で
、
国
家
統
治
の
本
道
で
は
な
い
。
政
治
に
は
ま

ず
徳
を
厚
く
し
、
礼
儀
に
よ
っ
て
導
き
、
忠
信
を
以
て
民
に
接
す

る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
賢
人
を
尚
び
能
力
者
を
使
い
、
爵
服
や

褒
賞
を
こ
れ
に
与
え
る
。
民
の
仕
事
も
過
重
に
せ
ず
、
赤
子
の
如

く
養
育
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
政
令
は
安
定
し
風
俗
も
天
下
一
つ
と

な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
俗
を
離
れ
上
に
逆
ら
う
者
が

出
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
者
は
民
自
身
が
け
が
ら
わ
し
い
と
し
て
憎

み
嫌
う
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
刑
が
加
え
ら
れ
れ
ば
、
刑

は
最
大
の
恥
辱
と
な
る
で
あ
ろ
う
。)

徳
を
も
っ
て
人
々
の
先
に
立
ち
、
礼
に
よ
っ
て
人
々
を
導
く
こ
と
が

重
要
だ
が
、
そ
れ
で
も
従
わ
な
い
者
が
で
て
き
た
と
き
に
は
刑
が
必
要

と
な
る
。
ま
た
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
人
々
は
礼
に
反
す
る
こ

と
を
恥
じ
る
よ
う
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
徳
主
刑
従
の
考
え
方
は
ま
た
、
徳
に
基
づ
く
行
動
を
と
る
た
め

に
、
礼
を
用
い
る
だ
け
で
は
実
際
問
題
と
し
て
そ
の
効
果
に
は
限
界
が

あ
る
と
の
、
現
実
主
義
的
観
点
か
ら
出
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
る
荀
子
の
性
悪
の
考
え
方
を
見

て
み
る
。

内
山
氏
に
よ
れ
ば
、『

荀
子』

性
悪
篇
で
は

｢

人
の
性
は
悪
に
し
て
、
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こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
つ
の
形
式
を
定
め
る
と
、
如
何
に
細
か
な
形

式
を
整
え
、
如
何
に
そ
れ
を
守
る
か
に
人
は
血
眼
に
な
り
、
本
来
目
指

す
べ
き
徳
に
基
づ
く
行
動
と
は
何
か
を
考
え
る
心
を
失
っ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
。
本
来
の
意
図
を
忘
れ
、
礼
が
定
め
る
形
式
を
守
る
だ
け
で

は
意
味
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
人
は
気
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と

が
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
孔
子
は
戒
め
て
い
る
。

論
語
・
八
�
篇
に
こ
う
言
う
。

論
語
・
八
�
四

｢

林
放
、
礼
の
本も
と

を
問
う
。
子
の
曰
わ
く
、
大
な
る
か
な
問
う
こ
と
。

礼
は
其
の
奢
ら
ん
よ
り
は
寧む

し

ろ
検
せ
よ
。
喪
は
其
の
易お
さ

め
ん
よ
り

は
寧
ろ
戚い
た

め
。｣

孔
子
は
礼
の
根
本
を
問
う
質
問
に
対
し
て
、
礼
は
華
美
に
す
る
の
で

は
な
く
質
素
に
せ
よ
、
喪
は
形
式
的
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
行
な
う
の
で

は
な
く
、
死
者
を
悼
む
こ
と
こ
そ
重
要
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
形
式

を
必
要
以
上
に
細
か
く
定
め
そ
れ
を
実
行
す
る
の
に
懸
命
に
な
る
の
で

は
な
く
、
本
来
の
表
わ
す
べ
き
心
を
大
切
に
せ
よ
と
、
孔
子
は
形
式
主

義
に
走
る
こ
と
を
戒
め
る
の
で
あ
る
。

礼
は
あ
く
ま
で
徳
に
基
づ
く
行
動
を
と
る
た
め
の
道
し
る
べ
と
し
て
、

形
と
な
っ
た
具
体
的
方
法
を
人
々
に
示
す
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
重
要
な
の
は
、
外
形
的
な
礼
が
そ
の
先
に
据
え

て
い
る
内
面
的
な
人
の
心
な
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
次
に
礼
と
法

(

刑)

の
関
係
で
あ
る
が
、
滋
賀
氏
は

｢

礼
は
ま

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
と
異
な
っ
て
、
違
反
に
対
す
る
制
裁
の
技
術
を

内
在
せ
ず
、
人
間
の
向
上
心
へ
の
訴
え
か
け
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。

た
だ
、
礼
の
基
本
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
違
反
に
対
し
て
は
、
中
国
で

い
う
法
す
な
わ
ち
刑
罰
が
働
く
。｣

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
奥
村
氏
も
、

礼
は
そ
の
中
に
違
反
に
対
す
る
制
裁
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
礼
の
基
本
に

反
す
る
行
為
に
対
す
る
処
断
は
刑
罰
つ
ま
り
法
の
領
域
で
あ
る
と
説
明

す
る

(

�)

。
そ
し
て
こ
の
礼
と
法
の
関
係
は

『

荀
子』

に
基
づ
く
こ
と
で
、
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
西
田
太
一
郎
氏
は
、
礼
を
守
ら
ぬ
も

の
に
対
し
て
荀
子
は
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
し
て
、『

荀
子』

の
王
制
篇

｢

こ
れ
を
勉は
げ

ま
す
に
慶
賞
を
以
て
し
、
こ
れ
を
懲
ら
す
に
刑

罰
を
以
て
す
。
…
…
善
を
以
て
至
る
者
は
、
こ
れ
を
待
つ
に
礼
を
以
て

し
、
不
善
を
以
て
至
る
者
は
、
こ
れ
を
待
つ
に
刑
を
以
て
す｣

、
同
じ
く

成
相
篇

｢

治
の
経
は
礼
と
刑
と
に
し
て
、
君
子
は
以
て
修
め
、
百
姓
寧や
す

し｣
等
を
挙
げ
て
い
る

(

�)

。

内
山
俊
彦
氏
も
西
田
氏
の
挙
げ
る
こ
の
言
葉

｢

善
い
事
を
進
言
す
る

者
は
礼
に
よ
っ
て
待
遇
し
、
不
善
を
進
言
す
る
者
は
刑
に
よ
っ
て
処
分
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で
は
妥
当
な
刑
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

こ
の
点
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は

『

荀
子』

正
論
篇
に
こ
う
言
う
。

｢

人
を
殺
す
者
は
死
し
、
人
を
傷
つ
く
る
者
は
刑
す
る
は
、
是
れ
百

王
の
同
じ
く
す
る
所
な
り
。
其
の
由
り
て
来
る
所
の
者
を
未
だ
知

る
あ
ら
ず
。｣

人
を
殺
し
た
者
に
は
死
を
与
え
、
人
を
傷
つ
け
た
者
に
刑
を
科
す
こ

と
は
い
ず
れ
の
王
も
行
な
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
淵
源
は
知
る
人
が

誰
も
い
な
い
ほ
ど
古
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
小
倉
氏
は
こ
れ

は

｢

象
刑｣

と
い
う
も
の
、
つ
ま
り
実
刑
を
科
さ
ず
刑
を
象
徴
す
る
服

装
を
さ
せ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
や
り
方
に
荀
子
が
反
対
し
、｢

殺
人
者

死
、
傷
人
者
刑｣

の
実
刑
主
義
を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
挙
げ
る
。
そ

し
て
小
倉
氏
は

｢

殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑｣

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
、

荀
子
は
行
き
す
ぎ
た
過
酷
な
刑
や
、
軽
す
ぎ
て
無
内
容
な
刑
の
い
ず
れ

に
も
偏
し
な
い
刑
の
意
義
を
見
い
出
し
て
い
た
と
す
る

(

�)

。

さ
ら
に

『

荀
子』

正
論
篇
で
は
こ
う
言
う
。

｢

凡
そ
人
を
刑
す
る
の
本
は
、
暴
を
禁
じ
悪
を
悪に

く

み
、
か
つ
そ
の
未

し
ょ
う
ら
い

を
徴こ
ら

す
な
り
。
人
を
殺
す
者
死
せ
ず
し
て
、
人
を
傷
つ
く
る
者
刑

せ
ら
れ
ず
ん
ば
、
こ
れ
暴
に
恵
み
て
賊
に
寛ゆ
る

や
か
な
り
と
謂
う
な

り
。
悪
を
悪に
く

む
に
非
ざ
る
な
り

(

�)｣

人
を
殺
し
て
も
死
を
科
せ
ら
れ
ず
、
人
を
傷
つ
け
て
も
刑
を
科
せ
ら

れ
な
い
の
は
、
悪
に
対
し
て
寛
大
で
、
悪
を
憎
ん
で
い
る
と
は
い
え
な

い
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
よ
り
す
れ
ば
、
儒
家
に
と
っ
て
の
、
行
な
っ
た
行
為
に
対
す

る
妥
当
な
刑
罰
に
つ
い
て
の
具
体
的
表
現
が

｢

殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑｣

と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
二
章
で
挙
げ
た

｢

一
命
一
抵｣

と
も
通
ず
る

と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
人
の
死
を
引
き
起
こ
し
た
と
な
る
と
、
命
を
抵

て
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
徳
、
礼
、
法

(

＝
刑)

の
関
係
を
述
べ
る
な
ら
こ
う
な
る

で
あ
ろ
う
。
人
は
徳
を
具
え
る
こ
と
で
人
と
し
て
正
し
い
行
動
を
と
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
と
こ
ろ
が
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は

必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
そ
こ
で
一
般
の
人
々
が
徳
に
基
づ
い
た
行
動

を
取
る
た
め
の
基
準
と
な
る
よ
う
に
整
え
ら
れ
た
も
の
が
礼
で
あ
り
、

そ
の
礼
は
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
々
が
必
ず
し
も
礼
を
守
る

と
は
い
え
な
い
た
め
、
も
し
礼
の
教
化
を
逸
脱
す
る
行
為
を
す
る
な
ら
、

刑
＝
法
を
用
い
て
懲
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
刑
が
礼
を
補
い

つ
つ
人
々
に
徳
に
基
づ
く
行
動
を
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
意
味

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
礼
の
教
化
を
逸
脱
し
た
行
為
に
対
し
て
科
す
べ
き
刑
に

つ
い
て
は
、
行
な
っ
た
行
為
に
対
し
て
科
さ
れ
る
刑
の
重
さ
が
妥
当
で

あ
る
こ
と
が
人
々
の
教
化
の
た
め
に
は
重
要
に
な
る
。
こ
の
発
想
の
下
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其そ

の
善
な
る
も
の
は
偽
な
り｣

と
し
、
人
の
性
は
悪
で
あ
り
、
人
が
善

で
あ
る
の
は
作
為
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
内
山

氏
は
同
じ
く
性
悪
篇
に
お
い
て

｢

い
に
し
え
聖
王
は
、
人
の
性
は
悪
な

の
で
、
か
た
よ
っ
て
正
し
く
な
く
、
乱
れ
て
治
ま
ら
な
い
と
考
え
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
た
め
に
礼
義
を
創
り
法
度

(

規
範)

を
定
め
、
そ
れ
に

よ
っ
て
人
の
情
性
を
矯た

め
飾
っ
て
こ
れ
を
正
し
く
し
、
人
の
情
性
を
馴な

ら
し
か
え
て
こ
れ
を
導
い
た
。｣

と
し
て
い
る
と
言
う

(

�)

。

つ
ま
り
人
の
性
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
争
い
合
い
、
秩
序
の
な

い
状
態
に
な
る
の
で
、
作
為
に
よ
り
秩
序
あ
る
状
態
に
し
て
や
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
古
の
聖
王
は
、
そ
の
た
め
に
礼
義
を
創
り
、
規
範

を
定
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
来
、
性
、
悪
な
る
人
に
対
し
て
は
、

礼
、
法

(

＝
刑)

の
双
方
を
用
い
て
そ
の
性
を
正
す
よ
う
に
導
く
こ
と

が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
礼
と
並
ん
で
刑
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
が
、
但
し
刑
は
あ
く
ま
で
礼
を
補
う
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
刑
に
よ
る
過
度
の
厳
罰
が
望
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
儒
家
は
刑
罰
の
み
を
強
化
し
て
も
根
本
的
解
決
は
図
れ
な
い
と

考
え
る
。

前
掲

『

論
語』

為
政
篇
で

｢

こ
れ
を
道
び
く
に
政
を
以
て
し
、
こ
れ

を
斉
う
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
、
民
免
れ
て
恥
ず
る
こ
と
無
し｣

と
あ
っ

た
よ
う
に
、
儒
家
は
刑
に
よ
っ
て
人
々
に
秩
序
を
植
え
つ
け
よ
う
と
し

て
も
、
人
々
は
う
ま
く
刑
を
免
れ
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
だ
け

で
、
徳
を
欠
く
行
為
を
行
な
う
こ
と
を
恥
じ
る
心
は
育
た
な
い
と
考
え

た
。こ

の
点
に
つ
い
て
は

『

塩
鉄
論』

の
御
史
大
夫
と
文
学
の
論
争
に
お

い
て
も
、
二
つ
の
考
え
方
の
対
立
が
見
ら
れ
る
。
御
史
大
夫
は
、
悪
し

き
行
為
は
必
ず
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
、
刑
罰
が
父
兄
に
ま
で
及
ぶ
と
な
る

と
人
々
は
お
そ
れ
て
善
を
な
す
よ
う
に
な
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対

し
て
文
学
は
、
法
令
が
厳
し
す
ぎ
、
仁
愛
・
恩
恵
が
施
さ
れ
な
い
と
、

父
子
・
兄
弟
が
そ
む
き
合
い
、
上
下
が
殺
し
合
う
よ
う
に
な
る
と
主
張

す
る

(

�)

。
厳
罰
に
よ
り
秩
序
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
考
え
方
と
、
過
度
の

厳
罰
は
弊
害
を
も
た
ら
す
と
す
る
二
つ
の
考
え
方
が
示
さ
れ
る
。
後
者

は
、
重
要
な
の
は
礼
を
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
こ
と
で
、
も
し
た
と
え
礼
に

反
し
て
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
罪
に
応
じ
た
妥
当

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

儒
家
に
お
い
て
は
、
刑
を
用
い
て
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
徳
に
基
づ
く

行
動
を
と
る
べ
き
こ
と
を
悟
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
科
す
べ
き
刑
は
犯
し
た
行
為
に
対
し
、
重
か
ら
ず
、
軽
か
ら
ず
、
懲

ら
し
め
る
と
と
も
に
、
徳
を
呼
び
さ
ま
す
に
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
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る
。こ

の
よ
う
に
十
悪
か
ら
律
は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
重
く
処
罰
す
べ
き

と
考
え
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
名
分
に
反
し
、

礼
に
反
す
る
行
為
が
い
か
に
重
大
視
さ
れ
た
か
も
わ
か
る
。
こ
の
観
点

に
立
て
ば
、
精
神
病
者
で
あ
っ
て
も
親
族
間
の
秩
序
を
侵
害
す
る
殺
人

を
犯
し
た
と
な
る
と
、
も
し
こ
れ
を
特
別
扱
い
を
す
る
な
ら
、
名
分
、

礼
教
を
侵
害
す
る
行
為
を
放
置
す
る
こ
と
と
な
る
と
み
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
よ
っ
て
精
神
病
者
へ
の
特
別
措
置
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

以
上
今
後
の
検
討
課
題
を
抽
出
す
る
た
め
に
、
学
会
報
告
に
基
づ
い

て
、
伝
統
中
国
の
法
の
特
性
の
一
面
に
つ
い
て
の
素
描
を
試
み
た
。

儒
家
思
想
の
組
み
込
ま
れ
た
律
の
下
で
は
、
人
倫
に
反
す
る
行
為
は

必
ず
刑
が
科
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
一
人
一
人

の
人
間
が
徳
に
基
づ
き
行
動
す
る
た
め
に
守
る
べ
き
指
標
と
な
り
、
ま

た
そ
れ
を
各
人
が
守
る
な
ら
社
会
の
秩
序
が
保
た
れ
る
こ
と
と
な
る
礼

を
逸
脱
す
る
行
為
に
刑
を
科
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
伝
統
中
国
に

お
い
て
は
こ
の
律
を
用
い
る
こ
と
で
、
皇
帝
統
治
下
で
の
社
会
秩
序
の

維
持
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
か
ら
社
会
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
方
策
を
考
え
る
時
に
、
徳

と
礼
と
法
の
も
つ
意
味
を
追
究
す
る
こ
と
も
重
要
と
言
え
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
探
究
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
一
方
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
律
は
社
会
の
秩
序
維
持
機
能
は
負
わ
さ
れ
て
は

い
た
が
、
人
々
の
権
利
や
自
由
、
平
等
を
保
障
す
る
と
の
意
味
は
含
ん

で
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

(

�)

。

ま
た
孔
子
が
戒
め
た
よ
う
に
、
礼
は
形
式
を
も
つ
ゆ
え
に
、
礼
の
重
視

は
人
々
が
形
式
に
縛
ら
れ
、
本
来
の
礼
の
意
味
を
忘
れ
る
こ
と
に
つ
な

が
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
結
局
は
人
に
対
す
る
抑
圧
を
生
み
出
し
て
し

ま
う
と
の
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
今
回
法

家
の
考
え
る
法
の
意
味
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
と
の
問

題
も
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
含
め
た
検
討
の
不
十
分
な
点
の
考
察
は
す
べ
て
今
後
の
課

題
と
し
、
且
つ
伝
統
中
国
法
の
特
性
に
迫
る
こ
と
も
含
め
、
徳
、
礼
、

法
の
も
つ
意
味
の
さ
ら
な
る
検
討
も
ま
た
今
後
の
課
題
と
し
、
一
先
筆

を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
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で
、
犯
し
た
罪
に
対
す
る
具
体
的
妥
当
な
刑
罰
を
細
か
く
定
め
た
も
の

が
律
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
律
に
お
い
て
は
、｢

殺
人
者
死｣

、
つ
ま
り
殺
人
を
犯
し
た
者

に
対
し
て
科
す
べ
き
刑
は
死
刑
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
例

外
が
あ
る
。
唐
名
例
律
老
小
廢
疾
疏
に
は

｢

周
禮
ニ
三
赦
ノ
法
ア
リ
。

一
ニ
曰
ク
幼
弱
、
二
ニ
曰
ク
老
耄
、
三
ニ
曰
ク
�
愚
。｣

と
い
う
。
律
に

は
実
刑
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
に
対
す
る
配
慮
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
幼
年
者
、
高
齢
者
、
心
神
に
障
害
を
持
っ
た
者
に
対
し
て
は

実
刑
を
科
さ
な
い
と
の
特
別
措
置
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
を
定
め
る
の
が

名
例
律
の
老
小
廃
疾
条
で
あ
る

(

�)

。

そ
れ
が
ま
た
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
精
神
病
者
の
殺
人
に
お
け
る
特

別
扱
い
と
い
う
形
で
も
現
れ
る
。
と
こ
ろ
が
精
神
病
者
で
あ
っ
て
も
目

上
の
親
族
の
命
を
奪
っ
た
と
な
る
と
、
一
命
を
抵
て
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。
こ
の
場
合
は
な
ぜ
特
別
措
置
が
と
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
次
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

前
掲
中
村
論
文
で
も

｢

儒
法
融
合｣

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

律
は
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
の
融
合
の
産
物
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
法

家
思
想
の
生
み
出
し
た
、
国
家
統
治
を
乱
す
行
為
に
刑
罰
を
科
す
こ
と

を
定
め
る
成
文
法
の
体
系
に
、
儒
教
倫
理
が
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
き
、
律

が
完
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
唐
律
に
お
い
て
は
、
儒
家
の
い
う

｢

名
分｣

を
侵
害
す
る
行
為
は
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
君
と
臣
、

父
と
子
、
夫
と
妻
な
ど
、
人
の
相
互
の
関
係
の
間
で
守
る
べ
き

｢

分｣

を
犯
す
行
為
は
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
親
族
間
或
い
は
親

族
関
係
に
な
く
と
も
人
の
上
下
関
係
を
犯
す
行
為
は
厳
し
く
罰
せ
ら
れ

る

(

�)

。こ
の
点
に
つ
き
、
唐
律
で
始
め
に
掲
げ
る
重
大
犯
罪
の
十
悪
に
つ
い

て
の
疏
は
こ
う
言
う
。

｢

名
教
ヲ
虧
損
シ
、
冠
冕
ヲ
毀
裂
ス
。
特
ニ
篇
首
ニ
標
シ
テ
、
明
誡

ト
爲
ス
。｣

名
教
を
損
い
、
礼
の
し
き
た
り
を
破
る
こ
と
の
程
度
の
甚
し
い
罪
で

あ
る
十
悪
を
、
特
に
最
初
に
あ
げ
て
戒
め
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る

(

�)

。

十
悪
と
は
、
謀
反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
、
悪
逆
、
不
道
、
大
不
敬
、
不

孝
、
不
睦
、
不
義
、
内
乱
で
あ
る
。
謀
反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
、
大
不
敬

は
皇
帝
や
王
朝
に
対
す
る
侵
害
行
為
を
、
悪
逆
、
不
孝
、
不
睦
、
不
義
、

内
乱
は
親
族
間
で
の
守
る
べ
き
秩
序
を
侵
害
す
る
行
為
を
科
刑
対
象
と

す
る
。
但
し
不
義
に
お
い
て
は
親
族
関
係
の
な
い
者
の
間
で
の
一
定
の

上
下
秩
序
を
侵
害
し
た
行
為
も
科
刑
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
十
悪

の
残
る
一
つ
の
不
道
は
、
複
数
の
人
を
殺
害
し
た
り
、
残
虐
な
方
法
で

人
を
殺
害
し
た
者
等
に
対
す
る
刑
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
十
悪
に
つ

い
て
は
、
科
さ
れ
る
刑
は
死
刑
を
中
心
と
し
た
重
い
も
の
と
な
っ
て
い
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現
を
と
る
こ
と
に
対
し
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

前
掲
注

(

６)

奥
村

｢

中
国
の

『

礼』

に
つ
い
て
―
礼
と
法
―｣

こ
の
他
礼
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照

小
島
祐
馬｢

中
国
古
代
の
祭
祀
と
礼
楽｣

(

原
載
、
岩
波
講
座『

倫
理
学』

一
九
四
一
年
、
同
氏

『

古
代
中
国
研
究』

所
収
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年)

島
田
正
郎

｢

中
國
法
に
對
す
る
禮
の
意
義｣

(『

法
律
論
叢』

二
四
―
四
、

一
九
五
一
年)

内
田
智
雄

｢

荀
子
の
礼
と
法
の
思
想｣

(『

同
志
社
法
学』

二
九
、
一
九

五
五
年)

同
氏

｢

荀
子
の
刑
罰
論｣

(『

同
志
社
法
学』

三
一
、
一
九
五
五
年)

板
野
長
八

｢

中
国
古
代
の
法
思
想｣

(

仁
井
田
陞
博
士
追
悼
論
文
集

『

前

近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会』

勁
草
書
房
、
一
九
六
七
年)

守
屋
美
都
雄

｢

中
国
古
代
法
形
成
過
程
に
お
け
る
若
干
の
問
題
―
春
秋

時
代
を
中
心
と
し
て
―｣

(

同
右
、
仁
井
田
陞
博
士
追
悼
論
文
集)

前
掲
注

(

５)

島
田

『

東
洋
法
史』

西
田
太
一
郎

『

中
国
刑
法
史
研
究』

(

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年)

内
山
俊
彦

『

荀
子』
(

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年)

長
尾
龍
一

『

古
代
中
国
思
想
ノ
ー
ト』

(

信
山
社
、
一
九
九
九
年)

前
掲
注

(

５)

滋
賀

｢

中
国
法
の
基
本
的
性
格｣

(

�)

前
掲
注

(

�)

貝
塚

『

諸
子
百
家』

二
頁
参
照

ま
た
滋
賀
氏
が
唐
律
の
理
解
に
不
可
欠
な

｢

服
制｣

に
つ
い
て
解
説
し

て
い
る
。

律
令
研
究
會
編

『

譯
註
日
本
律
令
五』

(

東
京
堂
、
一
九
七
九
年
、
滋
賀

修
三
譯
註)

序
録

こ
の
他
滋
賀
氏
は
婚
姻
成
立
に
必
要
な

｢

礼｣

に
つ
い
て
も
述
べ
て
い

る
。滋

賀
秀
三『

中
国
家
族
法
の
原
理』

(

創
文
社
、
一
九
六
七
年)

四
六
五
―

四
六
七
頁

(

�)

前
掲
注

(

５)

滋
賀

｢

中
国
法
の
基
本
的
性
格｣

九
頁

奥
村
郁
三

｢

隋
・
唐
律
令
に
つ
い
て｣

(

横
田
健
一
・
網
干
善
教
編

『

講

座
飛
鳥
を
考
え
る』

創
元
社
、
一
九
七
六
年)

二
八
三
頁

(

�)

前
掲
注

(

�)

西
田

『

中
国
刑
法
史
研
究』

四
頁

(

�)

前
掲
注

(

�)

内
山

『

荀
子』

一
五
三
頁

(

�)
『

荀
子』

議
兵
篇
の
以
下
の
読
み
下
し
文
、
現
代
語
訳
は

前
掲
注(

５)

小
倉

『

中
国
古
代
政
治
思
想
研
究』

二
一
二
―
二
一
三
、
二
三
九
頁
に
よ

る
。
ま
た
徳
、
礼
、
刑
に
つ
い
て
は
、

前
掲
注

(

５)

、
注

(

�)

の
文

献
の
他
、
以
下
も
参
照
。

木
村
英
一

『

法
家
思
想
の
研
究』

(

弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
四
年)

田
中
耕
太
郎

『

法
家
の
法
實
證
主
義』

(

�
村
書
店
、
一
九
四
七
年)

(

	)

前
掲
注

(

�)

内
山

『

荀
子』

一
一
八
―
一
二
一
頁

(


)

桓
寛
・
佐
藤
武
敏
訳
注『

塩
鉄
論』

(

平
凡
社
、
一
九
七
〇
年)

二
七
〇
―

二
七
五
頁

(

�)
『

荀
子』

正
論
篇
以
下
、
前
掲
注

(

５)

小
倉

『

中
国
古
代
政
治
思
想
研

究』

二
一
一
―
二
一
二
、
二
二
四
頁

(

�)

前
掲
注

(

�)

西
田

『

中
国
刑
法
史
研
究』

四
頁

(

)

前
掲
注

(

�)
『

譯
註
日
本
律
令
五』

老
小
廢
疾
条
解
説
参
照
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注
(

１)

中
村
茂
夫

『

清
代
刑
法
研
究』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年)

(

２)
唐
律
、
清
律
い
ず
れ
も
が
定
め
る
人
命
事
犯
の
六
つ
の
態
様
、
い
わ
ゆ

る

｢
六
殺｣

は
、
謀
殺
、
故
殺
、
闘
殺
、
戯
殺
、
誤
殺
、
過
失
殺
と
な
る
。

謀
殺
、
故
殺
は
殺
人
の
故
意
の
あ
る
場
合
で
あ
り
、
闘
殺
、
戯
殺
、
過
失

殺
は
殺
人
の
故
意
は
な
い
場
合
と
な
る
。
残
る
一
つ
の
誤
殺
は
害
意
を
も

つ
相
手
と
誤
っ
て
第
三
者
を
殺
し
た
場
合
を
言
い
、
単
純
に
故
意
が
な
い

と
は
い
え
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
誤
殺
に
つ
い
て
は
、
中
村
著
で
は
触
れ

ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
か
っ
た
。

な
お
誤
殺
を
専
門
に
述
べ
る
も
の
と
し
て
は
以
下
が
あ
る
。

中
村
正
人｢

清
律
誤
殺
初
考｣

(

梅
原
郁
編『

中
国
近
世
の
法
制
と
社
会』

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
三
年)

同
氏

｢

清
律
誤
殺
再
考
―
刑
罰
軽
減
事
由
と
し
て
の
観
点
か
ら
―｣

(『

金
沢
法
学』

四
九
―
一
、
二
〇
〇
六
年)

(

３)

中
村
茂
夫

｢

不
応
為
考
―

『

罪
刑
法
定
主
義』

の
存
否
を
も
巡
っ
て
―｣

(『

金
沢
法
学』

二
六
―
一
、
一
九
八
三
年)

(

４)

律
令
研
究
會
編

『

譯
註
日
本
律
令
一
首
巻』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五

年
、
一
八
八
頁

(

５)

度
々
指
摘
さ
れ
る
点
で
あ
る
が
、
例
え
ば
滋
賀
秀
三
氏
も
、｢

法｣

と

｢

刑｣

は
し
ば
し
ば
相
互
に
置
き
換
え
て
支
障
の
な
い
文
字
で
あ
っ
た
と
す

る
。滋

賀
秀
三

『

中
国
法
制
史
論
集』

(

創
文
社
、
二
〇
〇
三
年)

序
章

｢

中

国
法
の
基
本
的
性
格｣

五
頁

こ
の
他
以
下
を
参
照

會
田
範
治

｢

中
国
に
お
け
る
律
の
思
想｣

(『

日
本
法
学』

一
六
―
四
、

一
九
五
〇
年)

布
施
彌
平
治

『

律
令
と
儒
教』

(

宗
文
館
、
一
九
六
四
年)

小
倉
芳
彦

『

中
国
古
代
政
治
思
想
研
究』

(

青
木
書
店
、
一
九
七
〇
年)

島
田
正
郎

『

東
洋
法
史』

(

東
京
教
学
社
、
初
版
一
九
七
〇
年)

(

６)

奥
村
郁
三

｢

中
国
の

『

礼』

に
つ
い
て
―
礼
と
法｣

(

横
田
健
一
・
網
干

善
教
編

『

講
座
飛
鳥
を
考
え
る
Ⅱ』

創
元
社
、
一
九
七
七
年)

(

７)

石
川
英
昭

『

中
国
古
代
礼
法
思
想
の
研
究』

(

創
文
社
、
二
〇
〇
三
年)

(

８)

唐
名
例
律
篇
目
疏
も
論
語

｢

道
之
以
徳
、
齋
之
以
禮
。｣

を
引
く
。
前
掲

注

(

４)

一
八
八
頁

以
下『

論
語』

の
読
み
下
し
文
は
、
金
谷
治
訳
注『

論
語』

(

岩
波
文
庫
、

一
九
九
九
年)

に
よ
る
。
但
し
金
谷
訳
注
の
つ
け
て
い
る
ふ
り
仮
名
の
一

部
を
省
略
し
た
場
合
も
あ
る
。

(

９)

金
谷
治

『

孔
子』

(

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
〇
年)

(

�)

前
掲
注

(

８)

金
谷

『

論
語』

二
二
五
頁

(

�)

貝
塚
茂
樹

『

諸
子
百
家』

(

岩
波
新
書
、
一
九
六
一
年)

一
七
一
―
一
七

二
頁

(

�)

礼
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
様
々
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
人
々
の
行
動

を
規
律
す
る
こ
と
に
関
わ
り
、
形
式
を
も
つ
も
の
と
の
点
で
は
共
通
す
る
。

ま
た
奥
村
氏
は
、
単
純
に
礼
は
慣
習
で
あ
る
と
の
言
い
方
を
す
る
と
、

礼
は
社
会
秩
序
を
維
持
し
、
人
々
の
行
動
を
規
律
す
る
人
為
的
に
設
け
ら

れ
た
も
の
と
の
意
味
を
等
閑
視
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表
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(

�)

前
掲
注

(

５)

滋
賀

｢

中
国
法
の
基
本
的
性
格｣

で
も
、
礼
の
中
核
た

る

｢

名
分｣

の
観
念
、
ま
た
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
の
融
合
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)
前
掲
注

(

�)
『

譯
註
日
本
律
令
五』

十
惡
条
及
び
解
説
参
照

(

�)

今
回
引
用
し
た
文
献
の
う
ち
で
も
、
例
え
ば
前
掲
注

(

３)

中
村

｢

不

応
為
考｣

は
、
社
会
・
公
共
の
秩
序
維
持
機
能
を
専
ら
担
い
、
国
民
の
自

由
・
権
利
の
保
障
機
能
を
ほ
と
ん
ど
欠
く
法
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
目
す

る
立
場
に
立
ち
、
伝
統
中
国
法
の
特
性
に
迫
っ
て
い
る

(

三
一
頁)

。

(

�)

注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
例
え
ば
西
洋
近
代
と
対
置
さ
せ
る
視
点
か
ら

し
ば
し
ば
起
こ
り
う
る
、
単
面
的
な
礼
批
判
の
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

拙
稿

｢

魯
迅
の
描
く

『

人』

と
届
か
な
い

『

声』

、
そ
し
て
法｣

(『

社
会
科

学
研
究』

五
八
―
二
、
二
〇
〇
七
年)

で
採
り
上
げ
た
人
が
生
み
出
す
抑

圧
に
注
目
す
る
と
の
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
単
面
的
礼
批
判

に
注
意
を
促
し
、
礼
教
の
中
に

｢

相
互
友
愛
・
相
互
扶
助｣

の
実
質
を
読

み
取
る
溝
口
氏
の
よ
う
な
多
面
的
に
礼
を
み
る
観
点
と
は
対
立
し
な
い
も

の
で
あ
る
。

溝
口
雄
三

｢

礼
教
と
革
命
中
国｣

(

今
井
弘
道
・
森
際
康
友
・
井
上
達
夫

編

『

変
容
す
る
ア
ジ
ア
の
法
と
哲
学』

有
斐
閣
、
一
九
九
九
年)
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