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『
三
子
』
の
法
思
想

「
外
言
」
類
以
下
を
中
心
と
し
て
一

森
　
田

邦
　
博

　
『
管
子
』
の
書
は
、
そ
の
現
存
す
る
も
の
七
十
六
篇
に
つ
い
て
見
る
と
き
、
雑
然
と
し
て
ま
と
ま
り
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ

ば
寄
せ
集
め
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
こ
と
は
、
早
く
宋
の
葉
適
・
朱
子
・
黄
震
ら
コ
じ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
我

が
国
の
諸
先
学
の
説
か
れ
る
所
で
も
あ
る
↑
）
。

　
『
亡
子
』
は
現
存
の
形
で
は
、
「
経
言
」
「
外
位
」
以
下
七
十
六
篇
を
八
つ
の
類
に
分
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
類
も
、
一
部
屋

は
「
内
言
」
が
説
話
集
、
「
軽
重
」
が
経
済
論
集
と
い
っ
た
、
や
や
明
瞭
な
ま
と
ま
り
を
示
す
他
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
ご
と
の
特
色
は
必

ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
誰
が
い
つ
の
時
代
に
い
か
な
る
目
的
で
分
類
し
た
の
か
、
皆
目
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
雑
然
と
し
て
い
る
『
管
子
』
の
書
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
心
的
な
思
想
を
一
つ
に
限
ら
ず
、
い
く
つ
か
挙
げ
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ

　
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
「
倉
康
祷
れ
ば
、
則
ち
留
置
を
知
り
、
衣
食
足
れ
ば
、
則
ち
榮
辱
を
知
る
」
（
牧
民
）

　
　
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ば

「
天
下
を
慰
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ら
ず
其
の
國
を
用
う
る
を
重
か
る
。
其
の
國
を
爲
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ら
ず
其
の
民
を
用
う

る
を
重
か
る
。
其
の
民
を
嘗
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ら
ず
其
の
民
力
を
書
す
を
重
か
る
」
（
権
修
）
及
び
「
軽
重
」
類
な
ど
に
表
明
さ
れ

て
い
る
、
民
力
を
重
ん
ず
る
立
場
を
と
る
と
こ
ろ
の
政
治
経
済
の
主
張
が
、
そ
の
「
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
道
家
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
、
置
合
篇
や
心
術
上
・
下
及
び
虚
心
・
内
業
の
、
’
い
わ
ゆ
る
「
管
子
四
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篇
」
↑
）
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
が
主
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
道
家
思
想
は
法
家
思
想
と
習
合
し
た
形
で

『
管
子
』
全
篇
の
い
た
る
所
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
法
家
の
思
想
で
あ
る
つ
木
村
英
一
．
氏
に
よ
れ
ば
（
↓
、
「
比
較
的
純
粋
に
法
家
言
を
集
め
た
の
が
重
令
・
法
法
・
君
臣
上
下
・

任
法
・
明
法
・
正
世
・
治
國
・
七
宝
七
主
・
禁
藏
等
十
篇
に
上
っ
て
い
る
。
其
他
形
勢
・
権
修
一
版
法
・
五
輔
・
法
禁
・
直
言
を
は
じ
め

諸
篇
に
法
家
言
の
存
す
る
も
の
は
極
め
て
多
く
、
管
粥
の
書
は
や
は
り
法
家
的
傾
向
が
一
番
強
い
」
と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
管
子
』
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
法
家
思
想
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
こ
れ
を
専
議
し
た
も
の
は
殆
ど
な
い
、

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
最
近
、
金
谷
治
氏
は
、
「
管
子
の
法
思
想
」
「
先
秦
に
お
け
る
法
思
想
の
展
開
」
（
↓
の
二
論
文
を
公
に
さ
れ
た
。
そ
の
申
で
、
金
谷

氏
は
精
細
か
つ
該
博
な
引
用
に
拠
り
、
『
馬
子
』
の
法
思
想
を
そ
の
思
想
内
容
か
ら
ほ
ぼ
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。

，
金
谷
氏
の
説
は
、
今
後
『
管
子
』
の
法
思
想
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
の
準
拠
と
な
み
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
順

序
と
し
て
ま
ず
、
金
谷
氏
の
説
を
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一2
4
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二

　
金
谷
氏
の
三
分
説
の
第
一
は
、
主
に
「
経
言
」
類
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
法
思
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ

　
こ
こ
に
は
、
七
法
篇
・
版
法
喜
が
あ
り
、
「
篇
名
か
ら
し
て
法
と
関
係
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
」
が
、
「
全
体
と
し
て
法
家
的
な
篇
で

あ
る
と
は
言
い
難
」
く
、
法
と
い
う
言
葉
も
意
外
に
少
な
く
散
漫
か
つ
部
分
的
に
し
か
あ
ら
ね
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
法
よ
り
も
令
と
い
う

言
葉
が
多
く
見
ら
れ
、
令
の
淫
行
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
令
が
個
別
具
体
的
な
禁
令
・
訓
令
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
「
経
言
」
類
は
、
未
だ
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
「
自
覚
的
な
追
求
が
弱
い
法
思
想
」
な
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
適
用
に
即
し

た
素
朴
な
段
階
を
出
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
．

　
第
二
の
分
類
は
、
「
外
言
」
類
以
下
に
は
じ
め
て
見
え
る
法
思
想
で
、
「
経
言
」
類
の
単
な
る
敷
術
を
超
え
た
客
観
的
法
が
提
唱
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。



　
そ
れ
は
、
と
カ
わ
け
任
法
篇
や
明
法
篇
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
法
を
公
的
な
も
の
と
し
て
私
的
な
知
能
や

情
愛
と
対
立
さ
せ
、
良
心
を
顧
慮
し
た
り
賢
聖
に
頼
っ
た
り
す
る
よ
り
は
、
客
観
的
な
法
を
技
術
的
に
運
用
す
る
政
治
が
第
一
」
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

　
そ
こ
に
は
、
「
謂
わ
ゆ
る
仁
義
礼
楽
も
皆
な
法
よ
り
出
づ
、
此
れ
先
聖
の
民
を
一
に
す
る
所
以
の
者
な
り
」
「
万
物
百
事
も
法
の
申
に

非
ざ
る
者
は
動
く
こ
と
能
わ
ず
、
故
に
法
は
天
下
の
至
道
な
り
。
聖
君
の
重
用
な
り
」
と
い
っ
た
言
葉
が
つ
づ
き
、
「
法
を
生
ず
る
者
は

君
な
り
、
法
を
守
る
者
は
臣
な
り
、
法
に
法
る
者
は
民
な
り
」
と
、
君
権
申
心
の
法
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
法
至
上
主
義
的
な
立
場
、

『
韓
非
子
』
の
う
ち
自
著
に
も
と
つ
く
と
さ
れ
る
諸
篇
に
近
い
立
場
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
分
類
は
、
道
法
折
衷
の
思
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
こ
の
立
場
は
、
「
即
言
」
類
以
降
に
お
い
て
、
「
法
の
根
源
・
基
礎
・
あ
る
い
は
起
源
に
つ
い
て
の
考
察
が
」
自
覚
的
か
つ
多
面
的
に

行
な
わ
れ
て
い
っ
た
所
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
憾
言
篇
に
は
、
法
は
礼
よ
り
出
で
、
礼
は
治
よ
り
出
づ
、
治
と
礼
と
は
道
な
り
」
と
あ

っ
て
、
法
を
道
に
も
と
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
自
然
法
的
思
想
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
立
場
を
も
っ
と
も
明
確
に
説
い
て
い
る
の
が
、
道
法
思
想
で
あ
る
。

　
近
年
、
長
沙
耳
垂
堆
よ
り
出
土
し
た
古
身
書
「
経
法
」
⑥
で
は
「
道
が
法
を
生
ず
る
」
と
あ
り
、
『
管
子
』
心
術
上
篇
で
は
「
法
は
権

よ
り
出
で
、
権
は
道
よ
り
出
づ
」
と
あ
っ
て
両
者
の
違
い
は
、
中
間
に
「
権
」
を
は
さ
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
「
道

が
法
を
生
ず
る
」
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
心
術
篇
で
は
道
を
説
く
こ
と
に
重
点
が
あ
り
、
「
聖
心
」
で
は
法
を
説
く
こ
と
に
重
点
が
あ

る
が
、
道
と
法
と
の
関
係
で
は
違
い
が
な
い
。
こ
の
「
道
法
」
と
い
う
語
は
『
管
子
』
君
臣
上
下
篇
や
法
法
篇
に
も
見
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
と
『
韓
非
子
』
主
道
・
揚
擢
・
解
老
・
喩
老
の
四
篇
に
見
え
る
道
の
思
想
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
刑
名
論
と
を
あ
わ
せ

考
え
る
と
、
「
そ
れ
が
戦
国
末
か
ら
秦
漢
の
際
に
存
在
し
た
特
色
の
あ
る
一
派
の
思
想
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
く
る
」
。

　
金
谷
氏
は
大
略
以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
、
三
分
説
を
唱
え
ら
れ
、
こ
と
に
第
三
の
道
法
思
想
の
学
派
と
し
て
の
存
在
を
強
調
し
て
お
ら

れ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
私
の
考
え
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
最
初
に
「
経
言
」
類
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
経
言
」

類
が
そ
の
内
容
か
ら
し
て
戦
国
前
期
も
し
く
は
中
期
に
遡
ぼ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
法
思
想
が
未
発
達
で
あ
る
こ
と
は
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当
然
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
異
論
が
な
い
。

　
し
か
し
、
「
二
言
」
類
以
下
の
法
思
想
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
察
を
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
二
言
」
類

以
下
に
展
開
さ
れ
て
い
る
法
思
想
は
、
法
至
上
主
義
と
道
法
思
想
と
に
集
約
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
の
み
で
は
な
く
、
も
っ
と
他
の
形
で
ま
と

め
よ
う
と
す
る
試
行
が
な
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
そ
こ
か
ら
『
連
子
』
の
書
の
意
味
を
考
え
な
お
せ
な
い
か
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
試
行
の
あ
と
を
見
出
す
為
に
、
私
は
木
村
氏
が
法
家
言
を
集
め
た
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
「
短
語
」
類
の
君
臣
上
下
篇
を

や
や
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
。

三

　
君
臣
上
篇
は
、
政
治
を
行
う
に
際
し
君
主
と
臣
下
に
は
職
分
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
説
い
て
い
る
。

　
人
君
漬
る
者
は
、
官
上
の
道
を
修
め
て
、
其
の
中
を
言
わ
ず
。
人
臣
屠
る
者
は
、
夏
中
の
事
を
比
し
て
、
其
の
外
を
言
わ
ず
。
君
道
明

　
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
・
則
ち
令
を
受
く
る
者
疑
う
・
権
度
一
な
ら
ざ
れ
ば
・
則
ち
義
に
奮
う
3
者
惑
う
。
民
疑
惑
武
前
の
心
有
り
て
・
上

　
匡
す
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
百
姓
と
閲
す
3
。
猶
お
表
を
掲
げ
て
払
を
令
す
る
が
ご
と
き
也
。
（
君
臣
上
）

　
君
主
に
は
「
官
上
の
道
」
、
臣
下
に
は
「
夏
中
の
事
」
、
民
衆
に
は
「
其
外
」
と
、
な
す
べ
き
職
分
が
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
し
、
そ
れ
を

乱
す
行
為
が
あ
る
と
き
に
は
君
主
と
い
え
ど
も
民
衆
の
信
頼
を
繋
ぎ
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
君
主
の
務
め
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が

　
人
君
爲
る
者
、
其
の
業
に
因
り
其
の
事
に
乗
じ
て
、
之
を
云
う
る
に
度
を
以
て
す
。
善
有
る
者
は
之
を
賞
す
る
に
列
爵
の
尊
・
田
地
の

　
厚
を
以
て
し
て
、
民
慕
わ
ぎ
る
也
。
過
ち
有
る
者
、
之
を
罰
す
る
に
塵
亡
め
辱
・
膠
死
の
刑
を
以
て
し
て
、
民
心
ま
ざ
る
也
。
殺
生
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
わ
ざ
れ
ば
、
民
其
の
親
を
遺
す
者
な
し
。
此
れ
唯
だ
上
に
明
法
有
り
て
、
下
に
常
事
有
れ
ば
也
。
　
（
君
臣
上
）

　
と
あ
る
の
で
、
要
す
る
に
一
定
し
た
法
令
を
も
っ
て
功
罪
を
は
か
り
、
そ
の
規
準
を
明
確
に
し
て
民
に
不
満
が
生
ぜ
ぬ
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
春
秋
末
期
以
来
す
で
に
、
能
代
の
族
的
・
封
建
的
秩
序
は
動
揺
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
戦
国
期
に
入
る
と
全
く
崩
壊
す
る
。
人
々
は
新
た
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6

一



な
秩
序
原
理
を
求
め
て
模
索
し
始
め
て
い
た
。
こ
れ
に
、
最
も
早
く
解
答
を
与
え
た
の
が
、
儒
家
と
墨
家
で
あ
っ
た
（
↓
。

　
儒
家
に
お
い
て
は
、
「
君
君
た
り
、
臣
臣
た
り
。
父
父
た
り
。
子
子
た
り
」
（
論
語
・
顔
淵
）
と
い
う
一
文
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
族
的
秩
序
を
内
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て
考
悌
を
考
え
、
そ
れ
を
広
く
外
に
及
ぼ
す
た
め
に
仁
義
を
考
え
、
こ
れ
ら
の
道
徳
律
を

個
人
が
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
匝
の
、
あ
る
べ
き
秩
序
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
君
臣
上
篇
で
は
、
規
準
と
し
て
の
法
を
政
治
に
用
い
る
こ
と
に
新
た
な
秩
序
原
理
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
君
は
法
に
拠
り
て
令
を
出
し
、
脊
司
は
命
を
奉
じ
て
事
を
行
い
、
百
姓
は
上
に
順
い
て
俗
を
成
す
。
著
久
に
し
て
常
を
成
す
。
（
君
臣
上
）

　
ま
た
、

　
国
を
治
め
て
法
な
け
れ
ば
、
則
ち
民
朋
黛
七
て
下
比
し
、
功
を
飾
り
て
以
て
其
の
私
を
成
す
。
法
制
常
有
れ
ば
、
，
則
ち
逸
散
ぜ
ず
し
て

　
上
合
し
、
情
を
端
し
て
以
て
其
の
忠
を
納
る
。
（
君
臣
上
）

　
と
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
叡
規
準
と
し
て
の
法
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
略
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
「
外
輪
」
類

以
下
の
三
三
か
ら
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
法
を
法
と
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
風
な
し
。
法
、
法
な
ら
ぎ
れ
ば
、
則
ち
令
、
行
わ
れ
ず
。
令
に
し
て
行
わ
れ
ぎ
る
は
、
則
ち
令
、
法
な
ら

　
ぎ
る
也
。
　
（
法
法
）

　
國
、
常
経
無
け
れ
ば
、
民
力
必
ず
端
く
み
は
敷
也
。
　
（
法
法
）

　
　
　
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縁
を
好
み
て
駅
を
嫌
う
ゆ
此
を
成
國
の
法
と
謂
う
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禮
を
尊
び
て
俗
を
攣
じ
、

　
法
を
肯
く
し
て
常
を
守
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
を
上
び
て
文
を
賎
め
、

　
（
修
靡
）

　
右
の
例
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
規
準
と
し
て
の
法
と
は
、
必
ら
ず
政
治
の
施
行
に
限
っ
て
説
か
れ
て
い
る
原
理
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
法
に
よ
っ
て
権
力
の
恣
意
を
規
制
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
存
し
て
お
り
、
法
こ
そ
は
す
べ
て
の
社
会
規
範
に
優
先
し
、
こ
れ
に

よ
っ
て
強
権
的
に
支
配
す
る
と
い
う
韓
導
流
の
法
至
上
主
義
ど
は
異
な
る
一
つ
の
法
思
想
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
『
管
子
』
申
で
も
「
外
言
」
類
よ
り
は
遅
く
成
立
し
π
と
思
わ
れ
る
篇
の
う
ち
に
は
、
論
旨
の
変
化
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

，
四
時
置
喪
わ
ざ
る
が
如
く
・
星
辰
の
響
ぎ
る
が
如
く
・
宵
の
常
事
の
如
く
・
陰
の
如
く
陽
の
如
く
・
日
月
の
明
の
如
き
を
法
と
日
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」
う
。
　
（
正
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ど

　
夫
れ
法
は
功
を
興
し
暴
を
催
す
所
以
也
。
、
律
は
分
を
定
め
箏
を
止
む
る
所
以
也
。
令
は
人
を
し
て
知
ら
．
し
む
る
所
以
也
。
法
律
政
令
は

　
吏
民
の
規
矩
，
縄
墨
也
。
：
一
…
法
令
は
君
臣
の
共
に
立
つ
所
以
也
。
権
勢
は
人
主
の
濁
り
守
る
所
也
。
　
（
義
臣
七
主
）

　
て
の
う
ゐ
、
正
篇
の
文
で
は
、
天
地
自
然
の
運
行
の
如
く
不
変
に
し
て
明
白
な
る
も
の
が
法
で
あ
る
と
し
て
法
の
普
遍
性
・
絶
対
性
を

い
う
。
こ
れ
は
、
規
準
と
し
て
の
法
と
い
う
考
え
方
を
政
治
の
み
に
止
め
ず
に
天
地
自
然
の
道
理
に
従
う
も
の
、
と
し
て
道
家
的
・
自
然

法
的
発
想
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
の
群
臣
寺
主
篇
の
場
合
に
は
、
や
は
り
規
準
と
し
て
の
法
を
い
う
が
、
「
暴
を
催

す
」
と
威
嚇
の
面
を
重
ん
じ
㍉
ま
た
法
に
対
比
し
て
勢
を
言
い
、
「
君
主
の
濁
り
守
る
所
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
韓
非
⑭
の
い
う

「
勢
」
と
い
う
政
治
理
念
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
規
準
と
し
て
の
法
と
い
う
考
え
方
が
変
化
し
て
い
く
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
が
最
後
に
は
、
韓
非
的
な
法
思
想
へ
収
束
し
て
い
く
と
は
必
ら
ず
し
も
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
詳
論

す
る
の
で
、
今
は
君
臣
上
篇
の
検
討
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
君
臣
上
篇
で
は
、
法
の
尊
重
を
説
い
て
い
る
の
は
右
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
別
の
箇
所
に
は
ま
た
、
道
の
重
要
性
を
説
く

所
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
道
な
る
者
は
、
上
の
民
を
導
び
く
所
以
也
。
是
の
故
に
道
徳
君
よ
り
出
で
、
制
令
相
よ
り
傳
わ
り
、
事
業
官
よ
り
屠
る
。
百
姓
の
力
は
、

　
　
　
ま

　
令
を
青
ち
て
動
く
者
也
。
（
三
三
上
）

　
あ
る
い
は
ま
た
、

　
道
は
誠
に
人
の
性
也
。
人
に
在
る
に
非
ざ
る
な
り
ゆ
而
し
て
聖
王
明
君
は
善
く
知
り
て
之
を
道
び
く
者
也
。
是
の
故
に
民
を
治
む
る
に
、

　
常
道
有
り
。
而
し
て
財
を
生
ず
る
に
常
法
有
り
。
道
な
る
者
は
、
繕
物
の
要
也
。
人
君
爲
る
者
、
要
を
執
り
て
之
を
待
て
ば
、
則
ち
貝
覆

　
総
の
心
有
り
と
錐
も
敢
て
諦
み
ざ
る
也
。
夫
れ
道
は
盧
設
な
り
。
其
の
人
在
れ
ば
則
ち
通
じ
、
其
の
人
亡
け
れ
ば
則
ち
塞
が
る
者
也
・

　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ

’
弦
に
非
ぎ
れ
ば
、
是
ち
以
て
人
を
理
む
る
こ
と
無
く
、
是
ち
以
て
財
を
生
ず
る
こ
と
無
し
。
民
治
ま
り
財
育
し
て
、
其
の
頑
、
上
に
錦

　
す
。
（
君
三
三
）

　
て
の
篭
り
の
文
を
一
瞥
す
れ
ば
、
前
の
文
は
道
を
政
治
に
関
係
づ
け
て
令
と
と
も
に
説
き
、
道
徳
は
君
主
か
ら
出
る
と
し
て
い
る
点
で
、

道
の
定
義
と
し
て
は
純
粋
な
も
の
で
は
な
く
、
後
者
の
方
が
道
の
形
而
上
性
を
存
し
て
い
る
点
で
道
家
思
想
と
し
て
の
純
粋
度
が
高
い
、
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と
考
え
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
者
に
お
い
て
も
人
君
た
る
者
は
、
道
に
よ
っ
て
人
民
の
姦
偽
の
心
を
逸
出
せ
し
め
ず
し
て
、

人
民
を
治
め
財
を
生
ず
れ
ば
、
福
は
自
ず
と
上
に
帰
す
、
と
説
い
て
道
を
政
治
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
変
り
は
な
い
。
異
っ
て
い

る
の
は
、
後
者
で
は
道
を
直
接
に
政
治
の
場
に
持
ち
込
み
、
法
令
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
な
い
所
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
は
後
者
の
文
に
は
、
ひ
き
続
い
て
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
是
を
以
て
明
君
の
道
法
を
重
ん
じ
て
其
の
國
を
輕
ん
ず
る
を
知
る
也
。
故
に
一
嘗
に
君
た
る
者
は
、
其
の
道
も
て
之
に
君
た
る
也
。
天

　
下
に
王
た
る
者
は
、
其
の
道
も
て
之
に
王
た
る
也
。
（
君
臣
上
）

　
こ
こ
で
も
道
に
よ
っ
て
政
治
を
行
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
「
道
法
」
の
語
を
い
か
に
解
す
る
か
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
考

え
■
る
と
、
、
前
の
部
分
に
、
「
是
の
故
に
、
民
を
治
む
る
に
常
道
有
り
。
而
し
て
財
を
生
ず
る
に
常
法
有
り
」
と
あ
る
の
で
、
「
道
法
」
と

は
「
常
道
」
と
「
常
法
」
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
が
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
道
法
」
と
は
、
常
に
ま
も
る
べ

き
標
準
・
手
本
と
い
っ
た
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
そ
の
ま
う
は
標
準
・
手
本
の
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
慣
習
法
が
成
立
す
る
と
い
う
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
法
と
密
接
な
連
関
を
有
す
る
と
は
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
標

準
・
手
本
そ
れ
自
体
は
「
法
」
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
文
の
少
し
前
の
段
落
に
、

　
是
の
故
に
天
子
善
有
れ
ば
、
徳
を
天
に
譲
り
、
幽
諸
侯
善
有
れ
ば
、
之
を
天
子
に
静
め
、
大
夫
善
有
れ
ば
、
之
を
君
に
早
れ
、
民
善
有
れ

　
ば
・
父
に
本
づ
き
・
之
を
長
老
に
静
む
・
此
れ
道
法
の
從
来
す
る
所
に
し
て
、
織
れ
治
の
本
也
・
（
君
臣
上
）

　
と
あ
っ
て
、
政
治
に
お
け
る
謙
譲
の
美
徳
を
た
た
え
、
身
分
に
よ
っ
て
そ
の
現
わ
れ
か
た
を
異
に
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、

こ
れ
こ
そ
「
道
法
」
の
よ
っ
て
く
る
所
で
あ
つ
で
国
を
治
め
る
の
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
も
、
「
道
法
」
と
は

法
と
直
接
に
関
係
し
な
い
、
政
治
を
行
う
上
で
常
に
守
る
べ
き
標
準
・
手
本
と
い
っ
た
意
味
に
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
君
臣
上
篇
の
「
法
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
法
律
政
令
又

は
法
一
般
を
指
す
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
場
合
は
道
家
思
想
と
と
も
に
説
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
、
君
臣
下
篇
の
構
成
と
対
比
し
て
論
b
る
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
後
で
も
う
一
度

取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
君
臣
上
篇
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
点
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
ご
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
経
鼻
」
類
牧
民
篇
に
典
型
的
に
見
ら
，
れ
る
所
の
～
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富
国
殖
民
の
議
論
が
や
は
り
存
在
し
、
そ
れ
が
君
臣
上
篇
の
問
題
意
識
の
，
一
つ
の
根
底
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
君
臣
上
下
、
各
々
そ
の
職
分
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論
治
国
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
富
国
殖
民
の

実
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
民
産
に
足
れ
ば
、
則
ち
国
家
豊
か
な
り
」

と
か
、
「
民
治
ま
り
、
財
育
し
て
、
其
の
頑
上
に
算
す
」
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
君
臣
下
篇
の
検
討
へ
と
移
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
君
臣
下
篇
も
上
篇
と
同
じ
く
、
君
臣
の
職
分
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
有
道
の
君
は
本
を
執
る
。
相
は
要
を
執
る
。
大
夫
は
法
を
執
り
、
以
て
其
の
群
臣
を
興
す
。
群
臣
は
智
を
壷
し
力
を
馨
し
、
以
て
其
の

　
　
　
つ
か

　
上
に
役
う
。
四
守
す
る
者
得
れ
ば
則
ち
治
め
、
易
れ
ば
則
ち
古
る
。
（
君
臣
下
）

　
と
あ
る
如
く
・
、
君
臣
の
職
分
を
明
ら
か
に
し
こ
れ
を
守
っ
て
こ
そ
「
則
ち
治
」
ま
り
、
適
切
な
政
治
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
君
臣
下
篇
の
別
の
箇
所
で
は
、
国
家
の
危
う
き
所
以
、
人
に
君
た
る
者
の
大
罪
、
人
に
臣
た
る
者
の
大
罪
を
数
え
あ
げ
、
君
臣
の
職
分

の
別
の
必
要
性
と
そ
れ
．
が
国
家
の
安
危
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

　
ま
た
、
「
之
を
族
す
に
衣
服
を
以
て
し
、
之
を
平
す
に
占
居
を
以
て
す
」
（
君
臣
下
）
「
大
臣
を
順
わ
す
に
功
を
以
て
し
、
中
耳
を
順
わ

す
に
行
を
以
て
し
、
小
民
を
順
わ
す
に
務
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
國
豊
な
り
。
天
時
を
審
か
に
し
地
生
を
物
し
⑭
、
以
て
民
力
を
輯
め
淫

務
を
禁
じ
農
功
を
勧
め
、
其
の
無
事
を
職
と
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
小
罪
治
ま
る
」
（
君
臣
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
富
国
殖
民
の
問
題
意
識
も
、

や
は
り
基
底
に
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
君
臣
上
篇
と
異
な
る
所
は
な
い
。

　
ま
た
、
法
家
的
思
想
を
語
っ
て
い
る
所
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

　
夫
れ
人
に
臣
た
る
者
、
君
の
高
曇
重
事
を
受
け
大
官
を
治
ど
り
て
、
其
の
官
に
倍
き
其
の
事
を
遺
れ
、
君
の
色
に
穆
い
其
の
欲
に
順
い
、

お
も
ね

　
阿
り
て
之
に
勝
つ
。
此
れ
人
に
臣
た
る
も
の
の
大
罪
也
。
君
、
過
有
り
て
改
め
ざ
る
、
之
を
倒
と
謂
う
。
臣
、
罪
に
當
り
て
詠
せ
ら
れ

　
ざ
る
、
之
を
齪
と
謂
う
。
君
、
倒
君
と
爲
り
、
臣
、
齪
臣
と
薄
れ
ば
、
國
家
の
衰
う
る
や
、
坐
し
て
之
を
待
つ
パ
君
臣
下
）

　
こ
こ
で
は
、
・
君
臣
の
間
に
は
も
と
も
と
避
け
難
い
亀
裂
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
君
臣
そ
れ
ぞ
れ
に
罪
が
あ
り
過
ち
が

あ
る
、
そ
れ
を
放
置
す
る
と
国
家
は
衰
え
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
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い
に
し
え

　
三
者
は
二
言
あ
り
。
緒
に
耳
有
り
、
華
甲
側
に
有
り
。
摘
に
耳
有
り
と
は
、
微
謀
外
に
早
る
る
の
謂
い
也
。
草
冠
側
に
在
り
と
は
、
沈

　
　
　
　
　
　
　
い
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
は
　
　
　
　
　
　
　
△
　
　
と

　
疑
民
を
得
る
の
道
也
。
微
謀
の
攣
る
る
也
、
狡
婦
、
主
の
情
を
黙
り
て
遊
窓
を
資
く
る
也
。
沈
疑
の
民
を
得
る
と
は
、
前
に
貴
く
し
て

　
後
に
賎
し
き
者
、
之
が
駆
を
回
せ
ば
也
。
（
君
臣
下
）

　
と
あ
っ
て
、
「
へ
い
に
耳
あ
り
」
「
あ
だ
は
身
近
に
ひ
そ
む
」
と
い
う
古
諺
を
引
い
て
、
君
主
の
権
威
は
秘
密
の
保
持
に
よ
っ
て
こ
そ

守
ら
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
韓
非
子
』
五
霊
篇
の
記
述
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
⑫
。
そ
し
て
、
「
遊
恩
を
資
く
な
り
」
と

し
て
遊
説
の
士
を
非
難
す
る
部
分
は
、

　
愚
輩
の
學
、
手
頃
の
僻
事
い
て
自
り
し
て
、
人
主
倶
に
之
を
聴
く
。
故
に
海
内
の
士
、
言
に
術
な
く
行
い
に
常
事
な
し
。
締
れ
泳
炭
器

　
を
同
じ
く
し
て
久
し
か
ら
ず
。
寒
暑
時
を
兼
ね
て
至
ら
ず
。
．
基
準
の
學
爾
立
し
て
治
め
ず
。
今
裸
學
を
謹
聴
し
、
同
異
の
僻
を
夕
陽
す
。

　
安
ん
ぞ
齪
無
き
を
得
ん
乎
。
（
韓
非
子
顯
學
）

　
と
い
う
、
韓
非
の
遊
説
の
士
と
そ
の
学
問
を
否
定
す
る
主
張
と
同
じ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
見
て
い
く
と
、
「
國
の
齪
る
る
所
以
の
者
は
四
。
其
の
亡
ぶ
る
所
以
の
者
は
二
」
（
君
臣
下
）
と
い
っ
て
、
国
の
亡
乱
の
原
因
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
や
か

数
え
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
故
に
名
を
正
し
疑
を
稽
え
、
軍
馬
近
き
に
亟
な
れ
ば
、
則
ち
内
定
ま
る
」
（
君
臣
下
）
と
刑
名
参
同
・
厳

刑
主
義
を
主
張
し
て
い
る
。

　
以
上
を
考
え
合
せ
る
と
、
こ
れ
ら
の
部
分
で
は
、
『
韓
非
子
』
の
思
想
、
そ
れ
も
五
霊
・
顯
傘
骨
を
中
心
と
し
た
韓
非
の
自
著
と
考
え

ら
れ
る
諸
篇
の
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
君
臣
下
篇
で
も
、
道
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
所
を
、
や
は
り
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
天
下
、
其
の
道
に
煙
れ
ば
、
則
ち
至
る
。
其
の
道
に
道
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
至
ら
ざ
る
也
。
夫
れ
水
波
し
て
上
る
。
其
の
揺
を
藍
し
て
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
も
と
よ

　
た
下
る
は
、
其
の
勢
挙
り
然
る
者
也
。
故
に
之
を
零
し
て
以
て
懐
つ
け
、
之
を
威
し
て
畏
れ
し
め
ば
、
則
ち
天
下
之
に
錦
す
。
（
君
臣
下
）

　
道
に
従
っ
て
自
然
に
政
治
を
行
う
の
が
よ
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
道
」
も
額
面
通
り
に
は
受
け
と
れ
な
い
こ
と
は
、

「
之
を
威
し
．
て
以
て
畏
れ
し
め
」
と
い
う
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
し
て
（
こ
の
後
は
「
法
を
布
き
憲
を
出
し
て
、
賢
人
烈
士
、

功
能
を
上
に
書
す
」
と
い
う
法
家
的
主
張
へ
と
移
行
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
道
の
形
而
上
性
は
薄
れ
て
、
政
治
的
に
有
用
な

道
理
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
道
家
思
想
に
つ
い
て
、
い
ま
一
つ
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
，
そ
れ
は
、
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神
聖
な
る
者
は
王
た
り
。
仁
智
な
る
者
は
君
た
り
。
武
勇
な
る
者
は
長
た
り
。
此
れ
天
の
道
、
人
の
情
也
。
天
道
人
情
。
通
ず
る
者
は

　
　
　
△
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
質
。
窮
す
る
者
は
從
。
此
れ
数
の
因
也
。
是
の
故
に
患
を
始
む
る
者
は
其
の
事
に
與
ら
ず
。
其
の
事
を
親
ら
す
る
者
は
其
の
道
・
を
規
ら

　
ず
。
（
君
臣
下
）

　
と
あ
る
も
の
で
、
王
・
君
・
射
た
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
徳
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
天
道
人
情
で
あ
っ
て
こ
れ
に
通
ず
る
者
は
本
質
的
な

も
の
を
得
る
、
こ
れ
こ
そ
は
理
数
に
因
循
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ご
で
も
因
と
い
う
道
家
の
処
世
の
術
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
が
、
個
人
的
心
性
か
ら
離
れ
て
、
政
治
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
道
家
思
想
の

概
念
が
も
と
の
意
味
か
ら
離
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
家
思
想
の
崩
壊
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
一
面
で
は
他
の
思
想

と
融
合
し
、
戦
国
末
期
と
い
う
時
代
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
を
図
っ
た
と
い
う
こ
，
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
の
一
段
の
後
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
ら
か

　
是
を
以
て
人
の
上
削
る
者
は
、
患
い
て
上
せ
ざ
る
也
。
百
姓
は
督
し
て
患
え
ざ
る
也
。
君
臣
上
下
の
分
留
な
れ
ば
、
則
ち
禮
制
立
っ
。

　
（
君
臣
下
）

　
と
い
っ
て
、
治
者
は
労
せ
ず
、
被
治
者
は
労
す
る
の
み
、
，
君
臣
上
下
の
分
が
明
白
に
な
れ
ば
礼
制
が
定
ま
る
、
と
儒
家
の
議
論
で
結
ん

で
い
る
の
も
、
融
合
の
試
み
が
な
さ
れ
た
為
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
君
臣
下
篇
の
冒
頭
に
立
ち
戻
る
と
、

　
い
に
し
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△

　
古
者
は
未
だ
君
臣
上
下
の
別
有
ら
ず
。
夫
婦
妃
匹
の
合
有
り
て
、
獣
塵
群
居
し
力
を
以
て
遣
い
征
す
。
是
に
お
い
て
智
者
は
愚
を
詐
り
、

　
彊
者
は
弱
を
凌
ぎ
、
老
幼
孤
濁
、
其
の
所
を
得
ず
。
故
に
智
者
は
衆
力
を
曇
り
て
以
て
彊
虐
を
禁
じ
て
暴
酒
止
む
。
民
の
爲
め
に
利
を

　
興
し
害
を
除
き
民
の
徳
を
正
し
て
、
民
、
之
を
師
と
す
。
是
の
故
に
道
術
徳
行
は
賢
人
よ
り
出
づ
。
其
の
義
塾
、
民
心
に
兆
臆
す
れ
ば
、

　
則
ち
民
道
に
反
る
。
（
君
臣
下
）

　
古
い
時
代
、
そ
れ
は
秩
序
な
き
混
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
智
者
に
よ
っ
て
道
術
徳
行
が
制
作
さ
れ
、
は
じ
め
て
社
会
秩
序
が

成
立
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
・
こ
の
よ
う
な
、
や
や
図
式
的
な
社
会
秩
序
成
立
論
が
『
韓
非
子
』
五
霊
篇
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
す

で
に
よ
．
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
結
論
の
部
分
が
大
き
く
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
韓
非
子
』
五

霊
篇
で
は
、
慕
え
の
時
代
に
社
会
秩
序
を
定
め
た
と
き
と
現
在
と
で
は
事
情
を
全
く
異
に
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
対
応
す
る
方
策
も
当
然
異
っ
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て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
変
法
と
法
治
の
必
然
性
を
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
君
臣
下
篇
で
ば
智
者
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
が
定
ま
っ
た
と
は
し
な
が
ら
も
、
道
術
徳
行
を
倫
理
的
徳
目
と
し
て
と
り
あ

げ
て
、
そ
の
義
理
が
民
の
心
に
表
わ
れ
た
と
き
民
は
道
徳
に
復
帰
す
る
と
主
張
し
て
“
る
。
こ
れ
は
、
個
人
の
有
す
る
内
面
的
な
徳
目
を

延
長
し
て
社
会
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
衆
は
教
化
さ
れ
る
、
と
説
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
儒
家
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
法
家
の
思
想
と
は
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
儒
家
の
思
想
と
目
さ
れ
る
議
論
は
君
臣
下
篇
に
は
多
く
存
在
す
る
。

　
君
・
韻
を
朕
て
和
し
・
臣
・
節
を
以
て
信
ず
れ
ば
則
ち
上
下
邪
無
し
・
故
に
日
く
、
人
に
君
た
る
者
は
仁
を
制
し
、
人
に
臣
た
る
者
は

　
信
を
守
る
。
此
れ
上
下
の
禮
也
。
君
の
上
都
に
過
る
や
、
心
の
身
禮
に
在
る
が
若
き
也
。
道
徳
上
に
定
ま
れ
ば
、
則
ち
百
姓
下
に
化
す
。

　
（
君
臣
下
）

　
と
あ
る
の
億
、
君
主
は
仁
、
臣
下
は
信
の
徳
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
は
「
上
下
の
禮
」
で
あ
る
と
し
て
、
治
者
の
修
身
と

そ
れ
に
よ
る
教
化
の
政
治
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
論
語
』
野
司
篇
「
焚
遅
問
仁
」
章
や
学
而
篇
「
子
日
弟
子
入
則
孝
」
章

に
由
来
す
る
儒
家
理
念
の
表
明
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
ゆ
そ
う
し
て
、
「
上
下
の
禮
」
、
　
ま
た
前
に
も
「
君
臣
上
下
の
分
素
な
れ
ば
、

則
ち
禮
制
立
つ
」
と
あ
る
こ
と
及
び
、
前
の
社
会
秩
序
成
立
論
の
中
に
お
い
て
「
道
術
徳
行
は
賢
人
よ
り
出
づ
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

考
え
れ
ば
、
礼
の
倫
理
的
・
政
治
的
意
義
を
重
ん
じ
、
そ
の
礼
は
ま
た
聖
人
の
製
作
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
葡
子
学
派
の
思
想
が

宣
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
君
臣
下
篇
に
は
、
富
国
殖
民
の
思
想
、
法
家
思
想
、
道
家
思
想
、
儒
家
思
想
が
混
在
し
て
い
る
が
、
中

で
も
儒
家
思
想
の
占
め
る
位
置
の
大
き
い
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
の
節
で
は
改
め
て
君
臣
、
上
下
篇
を
比
較
し
つ
つ
、
両
篇
の
構
成
を
考
え
な
お
し
て
み
た
い
。
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君
臣
上
下
篇
は
、
君
臣
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
正
し
実
分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
政
治
は
適
切
に
行
わ
れ
、
富



国
殖
民
の
実
も
挙
が
り
国
は
治
ま
る
、
と
主
張
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
主
張
の
実
現
に
至
る
過
程
、
及
び
そ

の
理
由
づ
け
に
は
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
君
臣
上
篇
で
は
、
政
治
に
お
い
て
規
準
と
し
て
の
法
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
法
思
想
と
、
法
こ
そ
は
す
べ
て
の
他
の

社
会
規
範
に
優
先
す
る
と
す
る
韓
非
流
の
法
思
想
と
が
混
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
と
り
ま
と
め
て
「
道
な
る
者
は
萬
物
の
要

也
。
人
君
爲
る
者
、
要
を
執
り
て
之
を
待
つ
…
…
」
と
、
最
も
高
い
次
元
に
お
け
る
君
主
と
し
て
の
姿
勢
を
教
え
る
役
割
を
果
し
て
い
る

の
は
道
家
思
想
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
道
家
思
想
に
お
い
て
、
道
は
本
来
の
形
而
上
性
を
薄
め
、
政
治
に
お
け
る
規
範
と

い
っ
た
意
味
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
家
思
想
を
崩
す
こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
法
思
想
を
と
り
込
み
、
富
国
殖
民
・
国
治
と
い
う
目

標
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
の
試
み
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
、
と
り
ま

と
め
の
役
を
果
し
て
い
る
道
家
思
想
の
，
記
述
の
魅
力
の
乏
し
さ
に
責
任
が
あ
る
の
だ
が
、
申
で
も
「
道
法
」
と
い
う
言
葉
が
一
見
、
道
と

法
と
を
折
衷
し
た
如
く
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
道
で
も
な
け
れ
ば
法
で
も
な
い
規
範
一
般
と
い
う
ほ
ど
の
漠
然
と
し
た
意
味

し
か
持
ち
え
ず
、
法
と
し
て
の
特
色
一
全
体
社
会
の
規
範
と
し
て
機
能
し
社
会
秩
序
を
形
成
し
維
持
し
て
い
く
こ
と
（
旭
一
を
発
揮
し

え
な
い
形
に
ま
で
既
め
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
最
も
象
徴
的
な
ご
止
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
君
臣
下
篇
で
は
、
法
至
上
主
義
、
厳
刑
と
信
賞
必
罰
を
唱
え
る
韓
非
流
の
法
思
想
が
強
力
に
主
張
さ
れ
、
一
方
で
は
「
天

　
　
　
　
　
　
よ

下
、
其
の
道
に
道
れ
ば
、
則
ち
至
る
」
と
道
家
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
と
り
ま
と
め
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の
は
、
今
度

は
儒
家
思
想
な
の
で
あ
る
。

　
君
臣
下
篇
冒
頭
の
、
社
会
秩
序
形
成
論
が
儒
家
思
想
で
結
ば
れ
て
お
り
、
道
家
思
想
の
「
道
」
に
つ
い
て
も
、
「
君
子
、
道
に
食
す
れ

ば
、
則
ち
祖
審
ら
か
に
し
て
仁
恕
砂
か
な
り
」
と
君
主
が
政
治
を
行
う
時
ふ
み
行
う
べ
き
道
と
儒
家
的
に
解
釈
し
、
ま
た
こ
の
篇
の
最
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
△

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す

を
、
「
郷
に
之
が
師
を
樹
て
、
以
て
其
の
學
を
住
め
、
之
を
参
す
る
に
其
の
能
を
以
て
す
。
年
に
及
ん
で
學
れ
ば
、
則
ち
行
に
反
す
。
…

…
此
め
若
ん
ば
則
ち
情
に
反
躰
」
と
・
儒
家
思
想
で
締
め
括
っ
て
い
る
の
は
皆
そ
の
証
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
君
臣
上
篇
に
比
べ
る
と
礼
を
讃
え
る
こ
と
で
一
貫
目
て
い
る
所
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
論
旨
は
よ
り
透
徹
し
て
い
る

も
の
の
、
思
想
統
合
の
試
み
と
し
て
は
必
ら
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
君
臣
上
篇
に
つ
い
て
も
同
じ
く
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
両
篇
に
見
え
る
様
々
な
多
様
な
思
想
の
有
す
る
固
有
性
と
、

「3
4
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戦
国
末
期
の
斉
国
の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
一
つ
の
思
想
の
略
と
に
そ
れ
ら
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
力
と
が
可
圓
ぎ
あ
い
拮
抗
し
て
い
た

が
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
後
者
の
方
向
へ
と
決
定
的
に
転
託
し
て
い
く
に
は
、
天
下
統
一
と
い
う
新
局
面
を
侯
た
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
一
つ
の
思
想
の
も
と
に
多
様
な
思
想
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
所
に
上
国
の
独
自
の
文
化
的
伝
統
に
立
脚
し
た
『
管
子
』
の

書
の
主
体
性
が
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。
「
謬
言
」
類
以
下
に
見
え
る
雑
家
的
性
格
を
有
す
る
巨
篇
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
『
調

子
』
の
書
の
こ
の
よ
う
な
主
体
性
の
故
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
ま
た
、
韓
非
の
思
想
的
影
響
を
最
も
強
く
受
け
て
お
り
、
そ
の
法
思
想
で
は
法
至
上
主
義
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
ど
さ
れ
る
3
任

法
・
明
法
の
両
三
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「

　
ま
ず
任
法
篇
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
篇
は
確
か
に
実
定
法
至
上
主
義
の
主
張
で
充
満
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
篇
の
構
成
を
仔
細

に
検
討
す
る
と
、
冒
頭
に
総
論
が
置
か
れ
、
あ
と
は
こ
れ
を
敷
衡
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
聖
君
は
法
に
任
じ
て
、
智
に
任
ぜ
ず
。
敷
に
任
じ
て
説
に
任
ぜ
ず
。
公
に
任
じ
て
、
私
に
任
ぜ
ず
。
大
道
に
任
じ
て
、
小
物
に
任
ぜ
ず
。

　
然
る
後
、
身
扶
し
て
、
天
下
治
ま
る
。
（
任
法
）

　
こ
れ
が
冒
頭
の
一
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
法
に
任
じ
」
「
数
に
任
じ
」
「
公
に
任
」
ず
る
と
い
う
法
家
的
手
段
を
用
い
る
べ
き
こ

と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
大
道
に
任
」
ず
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
居
な
が
ら
に

し
て
天
下
を
治
め
う
る
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法
を
尊
重
し
用
い
る
こ
と
は
道
を
尊
重
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
無
為
に
し
て
治
ま
る
と
い
う
道
家
の
政
治
理
想
が
実
現
さ
れ
て
い
く
、
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
一
段
に
続
く
部
分
に
は
、
「
聖
君
は
則
ち
然
ら
ず
。
道
要
を
守
り
、
扶
樂
に
塵
り
、
…
…
思
わ
ず
慮
ら
ず
、
憂
え
ず
圖
ら
ず
、

…
…
垂
挨
し
て
天
下
治
ま
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
任
法
一
篇
の
総
論
で
あ
り
、
結
論
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
下
の
法
家
思
想
を
述
べ
た

部
分
は
、
そ
こ
に
至
る
過
程
を
解
説
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
つ
ま
り
、
任
法
馬
と
し
て
も
、
韓
非
の
法
思
想
一
色
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
思
想
を
道
家
思
想
を
軸
と
し
て
一
つ
の
政
治

思
想
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
を
意
図
し
た
篇
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
明
法
篇
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
篇
は
『
韓
非
子
』
有
度
篇
と
相
当
の
部
分
が
一
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
邑
。
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ま
た
極
め
て
短
い
篇
な
の
で
、
一
篇
の
論
旨
は
ほ
ぼ
実
定
法
至
上
主
義
を
言
う
に
尽
き
て
い
る
と
も
思
え
る
が
、
そ
れ
で
も
「
先
王
の
國
を
治

む
る
や
、
法
を
し
て
人
を
揮
ば
し
め
て
自
ら
は
畢
げ
ざ
る
也
。
…
…
主
、
自
ら
下
側
せ
ず
と
錐
ど
も
、
而
も
法
を
守
り
て
之
を
爲
せ
ば
可

也
」
と
あ
っ
て
、
道
家
の
無
為
の
治
を
あ
わ
せ
説
い
た
文
で
結
ば
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
、
法
家
一
世
の
態
度
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
誓
言
」
類
以
下
の
法
思
想
に
つ
い
て
、
多
様
な
法
思
想
が
展
開
さ
れ
た
が
結
局
は
任
法
・
明
法
篇
に
現

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
韓
非
の
法
至
上
主
義
と
収
聾
し
て
い
っ
た
、
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
は
、
韓
非

の
実
定
法
至
上
主
義
を
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
ず
、
道
家
や
儒
家
の
思
想
を
豊
強
と
し
て
統
合
し
、
ま
と
め
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
試

み
が
存
す
る
と
こ
ろ
に
『
管
子
』
の
書
の
主
体
性
を
認
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

五

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
管
外
』
の
書
の
主
体
性
を
認
め
て
諸
思
想
の
統
合
の
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
す
る
立
場
か
ら
考
え
る
と
、

「
外
言
」
類
以
下
の
法
思
想
の
特
質
は
韓
非
の
実
定
法
至
上
主
義
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
厳
刑
主
義
に
対
抗
し
、
或
い
は
緩
和
を
図
ろ
う

と
す
る
傾
向
に
こ
そ
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
第
一
は
、
君
臣
上
篇
そ
の
他
に
見
登
る
と
こ
ろ
の
、
法
を
政
治
を
行
う
上
で
の
規
準
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三

節
で
已
に
述
べ
た
が
、
要
す
る
に
法
の
適
用
範
囲
を
政
治
に
限
定
し
、
権
力
の
恣
意
を
阻
ま
ん
と
す
る
所
に
特
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
は
、
時
令
思
想
の
申
に
法
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

秋
・
五
刑
を
行
い
大
罪
を
詠
ず
る
は
・
淫
邪
を
禁
じ
盗
賊
を
止
む
る
所
以
血
・
冬
・
五
藏
を
収
め
比
物
を
駆
る
は
・
民
を
豊
作
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△

　
む
る
所
以
也
。
四
時
、
事
備
り
て
民
功
百
倍
す
。
故
に
春
は
仁
。
夏
は
忠
。
秋
は
急
。
冬
は
閉
。
天
の
時
に
順
い
、
地
の
宜
を
得
、
人

　
の
和
を
穿
な
り
。
…
…
憐
れ
動
静
あ
り
。
然
る
後
に
和
製
。
其
の
時
を
失
わ
ず
。
然
る
後
に
富
む
。
其
の
法
を
失
わ
ず
、
然
る
後
に

　
治
ま
る
。
（
禁
藏
）

　
こ
こ
で
は
、
法
に
よ
っ
て
治
め
る
際
に
刑
罰
に
よ
る
強
制
と
威
嚇
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
一
応
肯
定
し
た
上
で
、
と
か
く
厳
酷
に
傾
き

が
ち
で
あ
る
の
を
、
四
季
の
一
の
み
を
刑
の
執
行
の
季
節
と
定
め
る
こ
と
で
緩
和
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
後
世
に
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影
響
を
与
え
て
い
る
証
拠
に
、
「
春
に
會
い
し
と
き
、
字
訓
頓
足
し
て
歎
じ
て
曰
く
、
嵯
乎
、
冬
月
を
し
て
一
月
を
廻
し
展
べ
し
む
れ
ば
、

吾
が
事
足
ら
ん
に
、
之
」
（
史
記
・
酷
吏
列
伝
）
と
い
う
武
副
題
の
酷
吏
、
王
温
野
の
歎
き
3
が
生
ず
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
乞
児
』
外
言
揚
以
下
に
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
法
思
想
の
特
質
が
韓
非
の
法
思
想
を
そ
の
ま
ま
に
は
受
け
入
れ
る

こ
ど
な
く
、
主
体
性
を
も
っ
て
対
処
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
や
は
り
戦
国
末
期
と
い
う
時
代
の
斉
と
韓
と
の
国
情
の
差
を
考
え
な
く

て
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
韓
は
古
い
伝
統
を
有
す
る
中
原
の
国
家
で
あ
る
が
、
新
興
の
秦
の
圧
力
を
ま
と
も
に
受
け
る
立
場
に
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

内
部
的
に
も
、
「
先
君
の
令
未
だ
収
め
ら
れ
ざ
る
に
、
層
理
の
令
又
下
り
、
新
故
相
い
反
し
、
前
後
相
い
謬
り
、
百
官
背
申
し
て
用
い
る

所
を
知
射
ず
」
（
准
南
子
・
要
略
訓
）
ど
い
う
混
迷
が
生
じ
、
国
家
の
危
機
が
迫
っ
て
い
た
。
そ
の
危
機
に
対
処
す
る
方
策
と
し
て
韓
奔
の
法

思
想
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
斉
は
、
秦
か
ら
は
遠
く
離
れ
、
経
済
的
に
も
魚
塩
の
資
に
恵
ま
れ
、
内
部
的
に
も
裏
王
の
即

位
後
は
一
応
の
安
定
が
保
た
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
穫
下
の
学
も
亦
復
興
⑰
し
た
乏
言
わ
れ
て
い
る
。
櫻
下
に
お
い
て
は
、
広
く
百
家
の

学
が
講
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
で
も
桓
公
以
来
の
伝
統
を
意
識
し
た
人
々
に
よ
っ
て
、
「
今
、
境
内
の
民
、
皆
治
を
言
い
、
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
き

管
の
法
を
呈
す
る
者
、
家
ご
と
に
之
れ
有
り
て
、
而
も
國
愈
々
貧
し
き
は
、
耕
を
言
う
者
衆
く
来
を
執
る
者
懸
け
れ
ば
也
」
（
韓
非
子
・
五

霊
）
と
あ
る
よ
う
に
法
と
重
農
と
を
中
心
に
し
た
思
想
が
少
な
く
と
も
韓
非
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
韓
非
の
危

機
感
の
所
産
で
あ
る
、
実
定
法
を
至
上
と
し
て
他
の
社
会
規
範
を
す
べ
て
法
の
も
と
へ
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
法
思
想
が
入
っ
て
き
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
け
だ
し
、
当
然
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
金
谷
氏
の
言
わ
れ
る
「
道
法
思
想
」
に
関
し
て
は
、
私
は
そ
の
思
想
的
ま
と
ま
り
を
消
極
的
に
解
し
、
特
色
の
あ
る
法
思
想

　
　
　
　
　
ゆ

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
「
道
法
」
な
る
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
一
定
し
て
い
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
君
臣
上
篇
に
見
え

る
二
つ
の
用
例
に
「
つ
炉
て
は
、
単
に
標
準
．
手
本
の
意
味
で
法
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
こ
と
は
已
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
次
に
、
法
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
っ
と
　
　
　
　
　
　
△

篇
に
は
’
、
「
憲
律
制
度
は
必
ず
道
に
法
る
」
「
象
れ
善
く
民
を
用
う
る
者
は
、
之
を
殺
し
之
を
危
く
し
之
を
饗
し
之
を
苦
し
め
之
を
飢
や

し
之
を
渇
す
。
民
を
用
う
る
者
は
将
に
之
を
此
の
極
に
致
さ
ん
之
ゆ
る
也
。
而
し
て
民
と
も
に
己
を
害
す
る
を
慮
か
る
者
属
し
。
明
王
上
に

在
り
て
道
法
國
に
行
わ
る
れ
ば
、
民
、
皆
好
む
所
を
舎
て
て
悪
む
所
を
行
う
」
と
あ
る
。
「
道
法
」
が
国
に
行
わ
れ
る
と
、
民
は
殺
・
危

・
勢
・
ヒ
苦
・
飢
・
渇
を
冒
し
て
君
主
の
為
に
働
く
。
こ
れ
こ
そ
善
く
民
を
用
い
る
者
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
道
家
と
法

一3
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家
を
折
衷
七
た
主
張
と
い
え
よ
う
か
。
私
に
は
む
し
ろ
、
純
然
た
る
法
家
の
主
張
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
「
道
」

の
意
味
は
き
わ
め
て
軽
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
の
「
道
法
」
と
は
む
し
ろ
単
な
る
「
法
」
と
同
じ
意
味

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
ゆ

　
「
道
法
」
の
用
例
は
『
管
子
』
以
外
に
も
ほ
ぼ
同
時
代
の
他
の
文
献
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
「
道
法
無
け
れ
ば
、
則
ち
人
至
ら
ず
。
君
子
無
け
れ
ば
、
則
ち
道
畢
ら
ず
。
故
に
土
と
人
と
、
道
と
法
と
は
、
御
家
の
本
作
也
。

君
子
な
る
者
は
、
道
法
の
総
要
望
」
（
荷
子
・
致
士
）
と
あ
る
場
合
に
は
、
「
道
之
與
法
也
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
道
法
」
と
は
道

と
法
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
故
に
先
王
は
道
を
以
て
常
と
爲
し
、
法
を
以
て
本
と
現
す
。
…
…
而
し
て
道
法
は
萬
全
。
智
能
は
失

多
し
。
夫
れ
衡
を
懸
け
て
平
を
知
り
、
規
を
設
け
て
圓
を
知
る
。
萬
全
の
道
也
」
（
韓
非
子
・
飾
邪
）
と
も
あ
る
。
こ
の
飾
縫
篇
で
は
、
し

き
り
に
「
明
法
」
「
常
法
」
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
道
法
」
と
は
、
こ
の
場
合
、
常
の
法
・
定
ま
っ
た
法
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
「
道
法
」
の
意
味
の
多
様
な
ご
・
と
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
理
由
の
第
二
は
、
「
法
は
権
に
出
で
、
権
は
道
に
出
づ
」
（
心
術
上
）
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
中
間
の
「
権
」
を
省
略
し
て
「
法
は
道
に

出
づ
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
少
し
前
の
所
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

　
△

　
虚
に
し
て
無
形
。
之
を
道
と
謂
う
。
萬
物
を
化
育
す
。
之
を
徳
と
謂
う
。
君
臣
父
子
人
間
の
事
は
之
を
義
と
謂
う
。
登
降
揖
譲
、
貴
賎

　
等
有
り
。
親
疎
の
禮
は
之
を
禮
と
謂
う
。
尋
物
小
県
は
一
道
に
し
て
、
殺
鐵
禁
詠
ず
る
、
之
を
法
と
謂
う
。
大
道
安
ん
ず
べ
く
し
て
、

　
説
く
べ
か
ら
ず
。
（
心
術
上
）

　
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
「
無
異
を
以
て
す
る
馬
之
を
道
と
謂
う
。
之
に
舎
る
、
之
を
徳
と
謂
う
。
…
…
義
な
る
者
は
各
々
其
の
宜
し
き
に

塵
る
を
謂
う
也
。
禮
起
る
者
は
人
の
情
に
因
り
、
義
の
理
に
縁
り
て
、
之
が
金
文
を
爲
す
者
也
。
…
…
故
に
禮
は
義
よ
り
出
で
、
義
は
理

よ
り
出
づ
。
…
…
故
に
事
は
法
に
督
し
、
法
は
権
に
出
で
、
権
は
道
に
出
づ
」
と
続
く
わ
け
で
あ
る
。
二
つ
の
文
章
は
正
し
く
対
応
し
て

お
り
、
後
者
は
前
者
の
再
説
・
詳
説
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前
者
で
は
、
道
・
徳
・
義
・
礼
・
法
を
並
列
し
て
論
じ
て
お
り
、

特
に
道
を
重
ん
じ
て
道
か
ら
他
の
四
つ
が
段
階
的
に
発
現
し
た
と
論
じ
て
は
い
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
後
者
に
お
い
て
も
同
様
に
解
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
法
は
槽
に
出
で
、
権
は
道
に
出
づ
」
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
概
念
の
上
下
関
係
を
意
味

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
高
々
弱
い
論
理
的
連
関
の
存
在
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
受
け
と
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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後
者
の
文
の
中
ほ
ど
に
、
「
禮
は
義
よ
り
出
で
、
義
は
理
よ
り
出
づ
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
礼
と
義
、
義
と
理
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個

別
的
連
関
の
存
在
が
ま
ず
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
．
「
禮
は
理
よ
り
出
づ
」
と
単
純
化
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
で
は
真
意
を
捕
捉
し
幽

た
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
も
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
理
由
の
第
三
は
、
馬
王
堆
出
土
古
落
書
「
経
論
」
、
と
『
管
子
』
と
を
直
ち
に
比
較
し
て
論
ず
る
こ
ど
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
道
は
法
を
生
ず
。
法
と
は
得
失
を
引
く
に
縄
を
以
て
し
て
、
曲
直
を
明
か
に
す
る
者
な
り
。
故
に
道
を
執
る
者

は
敢
え
て
汗
せ
ず
」
ハ
算
法
）
と
あ
る
が
、
こ
め
湯
浅
の
道
乏
は
、
法
を
導
き
出
す
為
の
ま
く
乃
、
論
理
上
要
求
さ
れ
た
仮
設
的
存
在
霊
示

す
軽
い
意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
、
こ
こ
で
道
は
法
の
根
源
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
を
童
減
す
…
盈
陛
せ
よ
、

『
管
子
』
が
斉
地
方
曾
）
の
戦
国
時
代
中
末
期
の
思
想
が
主
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
し
と
が
明
ら
か
な
の
に
対
し
、
「
経
書
」
に
は
今
の
と

こ
ろ
、
時
代
考
証
匝
は
存
す
る
も
の
の
、
ど
の
地
方
の
、
い
か
な
る
思
想
傾
向
を
有
し
た
人
、
又
は
人
々
の
著
述
で
あ
る
か
は
未
だ
定
論

が
存
在
し
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
ち
に
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
以
上
を
考
え
合
せ
る
と
、
「
道
法
」
思
想
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
学
派
と
は
解
し
得
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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£
　
「
中
子
非
一
人
起
筆
。
亦
非
一
時
之
書
。
同
量
生
所
爲
」
（
『
習
藁
箒
善
昌
巻
四
十
五
）
「
管
子
読
書
雑
。
管
迫
撃
功
業
著
者
。
未
必
曾

　
著
書
」
（
朱
子
語
類
巻
百
三
十
五
）
「
三
子
書
不
知
誰
平
着
．
乃
鹿
雑
重
複
。
似
不
出
一
人
言
手
」
（
黄
氏
塁
上
・
巻
五
十
五
）
。

　
　
木
村
英
」
「
管
子
の
成
立
に
関
す
る
二
三
の
考
察
」
（
『
支
那
學
』
十
巻
特
別
号
）
、
武
内
義
雄
『
諸
子
概
説
』
（
全
集
七
巻
）
。

　
　
郭
沫
若
「
八
白
サ
文
遺
著
考
」
（
『
青
銅
時
代
』
所
収
）
。
町
田
三
郎
「
管
子
四
篇
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
』
二
五
の
一
）
。

　
　
木
村
前
掲
論
文
。

（
互

@
前
者
は
『
荒
木
教
授
退
休
記
念
論
文
集
』
所
収
。
後
者
は
『
集
刊
東
洋
学
』
第
四
七
号
。

⑥
　
弓
王
堆
双
墓
吊
、
需
整
理
小
組
『
経
回
』
〈
文
物
出
版
社
「
九
七
六
年
）
。

　
　
本
、
「
脩
」
字
に
作
る
。
『
管
子
同
校
』
の
王
念
孫
の
校
語
に
拠
っ
て
改
め
た
。
以
下
、
同
書
に
拠
っ
て
改
め
た
文
字
に
つ
い
て



　
　
は
△
印
を
付
し
て
表
示
し
た
。

（
↓

@
原
文
は
「
百
姓
之
與
聞
」
。
『
管
子
恩
讐
』
に
よ
れ
ば
「
凡
盧
字
二
百
實
寺
上
者
。
移
之
置
下
。
必
加
之
字
。
以
六
三
」
と
あ
る
。

　
　
板
野
長
八
『
支
那
学
研
究
』
第
三
二
号
。

　
　
「
韓
非
の
い
う
」
と
は
、
『
韓
非
子
』
の
う
ち
自
著
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
馬
爪
を
指
す
。
な
お
、
木
村
英
一
『
韓
非
子
考
讃
』
。

（
↓
@
『
管
子
集
校
』
に
「
物
、
相
也
」
（
左
傳
昭
公
三
＋
二
年
注
）
と
あ
る
。

⑫
「
今
人
主
庭
三
人
之
勢
。
有
一
國
之
厚
。
重
賞
嚴
詠
。
早
漏
其
柄
。
以
修
明
術
番
所
燭
。
錐
有
田
常
子
畢
之
臣
。
不
毒
忌
也
」
。
ま

　
た
韓
非
後
学
の
著
と
さ
れ
る
八
経
篇
で
は
、
「
言
通
事
泄
則
術
不
行
」
と
あ
る
。

豊
　
加
藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
』
三
六
五
頁
。
及
び
井
上
茂
『
法
哲
学
』
一
五
五
頁
以
下
。

⑭
　
小
野
沢
精
一
「
法
家
思
想
」
（
『
講
座
東
洋
思
想
4
』
所
収
・
同
書
一
三
五
頁
）
。

⑯
　
羅
根
回
『
管
子
探
源
』
九
六
頁
以
下
。

密
）

ﾖ
藏
篇
と
比
較
す
る
と
刑
の
執
行
期
間
と
し
て
秋
と
冬
の
違
い
が
あ
る
が
、
　
一
年
の
四
分
の
一
に
止
め
て
お
く
と
い
う
考
え
方
で

　
は
同
じ
で
あ
る
。

（
旦

@
銭
穆
『
先
回
諸
子
繋
年
』
コ
四
三
葡
卿
齊
三
王
時
爲
磁
器
祭
酒
放
」

⑯
　
斉
地
方
の
文
化
的
ま
と
ま
り
が
強
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
例
と
し
て
「
下
訳
六
年
。
立
肥
爲
野
望
。
食
七
十
城
。
諸
思
差
誓
言
者
。

　
皆
野
齊
王
」
（
『
史
記
』
・
齊
悼
四
王
世
家
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
斉
亡
国
の
後
に
も
、
な
お
文
化
的
ま
と
ま
り
は
残
っ
て
い
た
の

　
で
あ
る
。

⑲
　
唐
鼓
『
黄
帝
明
経
初
探
』
（
『
文
物
』
二
九
七
四
年
第
十
期
）
金
谷
治
『
古
早
書
「
経
法
」
等
四
篇
に
つ
い
て
』
（
『
加
賀
博
士
退
官
記
念

中
国
文
史
哲
学
論
集
』
）
。
内
山
俊
彦
『
馬
王
堆
畠
田
「
軍
法
」
「
十
大
経
」
「
構
」
「
道
原
」
小
考
』
（
『
東
方
學
』
・
第
五
十
六
輯
）
。
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