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『
管
子
』
経
言
類
の
法
思
想
に
つ
い
て

横

山

裕

は
じ
め
に

　
『
聖
子
』
八
十
六
篇
は
、
髭
男
の
成
立
年
代
に
大
き
な
幅
が
あ
り
、
ま
た
目
録
分
類
上
「
道
家
」
或
い
は
「
法
家
」
と
し
て
取
り
扱

い
が
分
か
れ
る
よ
う
に
、
思
想
的
に
一
家
、
一
時
代
の
枠
組
み
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
内
容
的
に
見
て
も
、
そ
こ
で
説
か
れ

る
こ
と
は
儒
道
法
の
思
想
の
み
な
ら
ず
時
令
・
経
済
・
軍
事
等
に
ま
で
及
び
雑
著
の
様
相
を
呈
し
て
い
て
、
特
定
の
思
想
を
説
く
典
籍

と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
韓
非
子
』
五
露
篇
に
は
「
今
、
境
内
の
民
皆
、
治
を
言
い
、
商
管
の
法

を
蔵
す
る
者
、
家
ご
と
に
之
あ
り
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
、
所
謂
法
家
思
想
を
集
大
成
し
た
思
想
家
韓
非
の
目
に
は
「
管
の
法
」

と
記
さ
れ
た
如
く
『
管
子
』
は
法
思
想
を
説
く
書
物
と
し
て
映
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
管
の
法
」
と
し
て
韓
非
に

認
識
さ
れ
た
『
管
子
』
の
法
思
想
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
韓
非
は
『
管
子
』
の
法
思
想
を
ど
う
理
解
し
た

の
か
、
こ
の
ζ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
韓
非
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
か
？
『
管
子
』
の
思

想
全
体
の
核
と
見
な
さ
れ
る
経
言
類
を
中
心
資
料
と
し
て
進
め
ら
れ
る
。
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経
乙
類
の
法
思
想
は
こ
れ
ま
で
未
発
達
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
重
言
類
の
成
立
が
他
篇
と
比
べ
て
古

い
こ
と
と
、
・
「
法
」
と
い
う
言
葉
が
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
極
め
て
少
な
く
「
法
」
を
与
論
と
す
る
篇
や
「
法
」
中
心
的
な
記

述
が
見
ち
れ
な
い
こ
と
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
発
言
類
で
は
「
法
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
「
令
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
用
い



ら
れ
て
い
て
、
　
「
令
」
の
実
行
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
い
と
は
い
え
「
法
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
記
述

の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
『
愚
子
』
の
「
法
」
に
つ
い
て
何
ら
か
の
性
質
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
考

え
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
比
較
的
纏
ま
っ
て
「
法
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
七
法
界
と
版
法
篇
と
の
二
篇
を
中
心
に
直
接
「
法
」

と
し
て
記
述
さ
れ
る
「
法
」
の
定
義
、
性
質
等
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
経
言
類
で
「
法
」
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
「
尺
寸
な
り
、
縄
墨
な
り
、
規
矩
な
り
、
衡
石
な
り
、
斗
斜
な
り
、
角
量
な
り
。
之
を
法
と
謂
ふ
。
」

と
い
う
七
法
篇
の
記
述
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
下
を
統
一
す
る
た
め
に
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
法
則
と
そ
の
対
処
の
方
法
と
し
て
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

げ
ら
れ
た
則
、
象
、
法
、
化
、
決
心
、
心
術
、
計
数
の
う
ち
の
法
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
「
法
」

は
墨
縄
、
秤
、
升
と
い
っ
た
度
量
衡
の
基
準
の
こ
と
で
あ
る
が
、
　
「
法
」
と
併
記
さ
れ
る
「
則
」
が
自
然
界
の
不
変
の
法
則
、
　
「
象
」

が
物
の
動
静
及
び
形
態
の
法
則
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
と
、
舞
振
篇
に
続
け
て
、

　
　
「
法
に
明
か
な
ら
ず
し
て
、
民
を
治
め
衆
を
一
に
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
猶
ほ
左
に
書
き
て
右
に
之
を
息
む
る
が
ご
と
し
。
」

　
　
「
民
を
治
め
衆
を
一
に
す
る
に
、
法
を
知
ら
ざ
る
は
不
可
な
り
。
」

と
言
う
記
述
が
あ
っ
て
「
法
」
の
政
治
的
な
必
要
性
が
「
衆
を
一
に
す
る
」
と
い
う
人
民
統
制
の
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
を
合

わ
せ
考
え
る
と
、
　
「
法
」
は
度
量
衡
の
基
準
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
比
喩
さ
れ
る
民
衆
の
間
に
お
け
る
一
定
の
法
則
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
　
「
法
」
は
社
会
に
お
け
る
人
為
的
な
基
準
・
規
定
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。
人
民
統
制
に
関
し
て
版
法
篇
に
、

　
「
衆
を
齊
ふ
る
は
私
を
廃
す
る
に
在
り
。
」

と
あ
っ
て
、
人
民
統
制
と
は
私
的
な
も
の
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
　
「
法
」
は
国
家
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
基

準
、
即
ち
社
会
に
お
い
て
「
私
」
に
対
す
る
「
公
」
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
　
「
法
」
が
「
則
」
　
「
象
」
と
言
っ
た
法
則
を
意
味
す
る
言
葉
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
と
人
民
統
制
の
手
段
と
し
て
記
さ
れ
公

的
な
性
質
を
持
つ
こ
と
と
か
ら
、
　
「
法
」
は
、
七
掌
篇
の
文
字
通
り
に
度
量
衡
の
基
準
で
は
な
く
、
そ
れ
に
比
喩
さ
れ
る
社
会
的
人
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

的
な
基
準
・
規
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
他
、
　
「
法
」
が
具
体
的
な
度
量
衡
の
基
準
を
意
味
す
る
も
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の
で
な
く
て
広
義
で
普
遍
的
な
基
準
・
規
定
を
意
味
す
る
こ
と
は
「
法
」
と
言
う
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

「
尺
寸
な
り
、
墨
縄
な
り
…
之
を
法
と
謂
う
。
」
と
唯
一
「
法
」
の
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
七
法
篇
に
た
と
え
ば
、

　
　
「
百
匿
は
上
威
を
回
り
、
姦
吏
は
官
法
を
傷
り
、
・
姦
民
は
俗
智
を
量
り
、
賊
盗
は
国
衆
を
量
る
。
」

　
　
「
刑
法
審
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
盗
賊
勝
っ
。
」

と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
「
法
」
は
「
官
法
」
　
「
刑
法
」
の
如
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
「
法
」
を
定
義
さ
れ
た
文
字
通
り

に
度
量
衡
の
基
準
と
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
「
官
法
」
　
「
刑
法
」
は
解
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
た
し
か
に

「
法
」
の
文
字
通
り
の
定
義
は
度
量
衡
の
基
準
で
あ
る
が
、
　
「
官
法
」
　
「
刑
法
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
は
度
量
衡
に

比
喩
さ
れ
る
普
遍
的
な
基
準
・
規
定
と
し
て
「
法
」
は
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
基
準
・
規
定
の
具
体
的

な
対
象
は
「
官
」
　
「
刑
」
即
ち
官
僚
や
刑
罰
な
の
で
あ
る
。

　
「
官
法
」
即
ち
官
僚
を
対
象
と
し
た
「
法
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
る
と
、

　
　
「
法
を
明
か
に
し
数
を
審
か
に
し
、
常
を
立
て
能
を
備
ふ
れ
ば
、
則
ち
治
ま
る
。
同
異
、
官
を
分
て
ば
、
則
ち
安
し
。
」
　
（
五
官
篇
）

　
　
「
府
官
を
定
め
、
名
分
を
明
か
に
し
て
、
審
か
に
璽
臣
有
司
を
責
む
れ
ば
、
則
ち
下
は
上
を
乗
が
ず
、
賎
は
貴
を
乗
が
ず
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
篇
）

と
あ
っ
て
、
職
務
権
限
や
人
事
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
言
振
で
の
官
僚
に
つ
い
て
の
議
論
は

概
ね
、

　
　
「
能
を
察
し
て
官
を
授
け
、
禄
を
班
ち
て
賜
慰
す
る
は
、
民
を
使
ふ
の
機
な
り
。
」
　
（
権
正
篇
）

　
　
「
国
に
、
徳
義
の
未
だ
朝
に
明
ら
か
な
ら
ず
し
て
而
も
尊
位
に
量
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
良
臣
進
ま
ず
。
功
力
の
未
だ
国
に
見
れ
ず

　
し
て
、
而
も
重
禄
有
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
労
臣
進
ま
ず
。
事
に
臨
み
て
民
に
信
ぜ
ら
れ
ず
し
て
、
而
も
大
官
に
任
ぜ
ら
る
る
者
有
れ

　
ば
、
則
ち
材
臣
用
ゐ
ら
れ
ず
。
」
　
（
立
政
篇
）

　
　
「
賢
を
見
て
譲
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
は
、
尊
位
を
与
ふ
可
か
ら
ず
。
」
　
（
憲
政
篇
）

の
よ
う
に
、
有
能
な
人
材
の
登
用
と
適
材
適
所
の
人
事
と
に
終
始
し
て
い
て
、
官
僚
を
規
定
す
る
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
は
忍
言
類
の
官
僚
認
識
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
　
『
韓
非
子
』
で
は
、
官
僚
は
法
を
遵
守
す
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る
だ
け
で
自
主
的
な
判
断
で
行
動
す
る
こ
と
が
な
く
、
君
主
の
．
「
術
」
に
よ
っ
て
操
ら
れ
る
だ
け
の
政
治
的
手
段
に
す
ぎ
な
い
が
、
経

言
類
で
は
、
・

　
　
「
上
下
、
和
せ
ざ
れ
ば
、
令
乃
ち
行
は
れ
ず
。
」
　
（
形
勢
篇
）

　
　
「
上
下
、
和
せ
ざ
れ
ば
、
安
し
と
錐
も
必
ず
危
ふ
し
。
」
　
（
形
勢
篇
）

　
　
＝
体
の
治
有
り
、
故
に
能
く
号
令
を
出
し
、
憲
法
を
明
ら
か
に
す
。
」
　
（
七
法
上
）

と
あ
っ
て
、
官
僚
は
君
主
と
共
に
政
治
を
行
う
相
手
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
官
僚
を
自
主
的
な
判
断
の
出
来
る
人
間
と
し

て
認
め
て
、
そ
の
判
断
の
正
し
き
に
期
待
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
共
に
政
治
を
行
う
に
相
応
し
い

人
物
を
登
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
能
力
を
充
分
に
生
か
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
官
僚
を
歯
車
の
如
く
用
い
る
条
件
を
整
え
る
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
玉
響
類
で
は
官
僚
に
つ
い
て
有
能
な
人
材
の
登
用
と
適
材
適
所
の
人
事
と
が
多
く
語
ら
れ
、
官
僚
を
規
定
す

る
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
し
か
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
官
法
」
に
つ
い
て
の
詳
し
い
論
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
　
「
刑
法
」
に
つ
い
て
の
記
述
及
び
刑
と
対
を
な
す
賞
に

つ
い
て
の
記
述
は
、
経
回
類
で
多
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
「
必
死
の
路
を
明
ら
か
に
す
と
は
、
刑
罰
を
厳
し
く
す
る
な
り
。
」
必
得
の
門
を
開
く
と
は
、
慶
賞
を
信
に
す
る
な
り
。
」
（
牧
民
篇
）

　
　
「
地
博
く
し
て
、
而
も
国
貧
し
き
は
隅
野
辟
け
ざ
れ
ば
な
り
。
民
衆
く
し
て
而
も
兵
弱
き
は
、
民
国
無
け
れ
ば
な
り
。
故
に
三
三

　
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
野
辟
け
ず
、
賞
罰
信
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
恥
無
し
。
」
　
（
権
修
法
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
「
罪
有
る
者
も
上
を
怨
ま
ず
、
賞
を
書
く
る
者
も
貧
心
無
し
。
則
ち
思
量
の
士
、
皆
其
の
死
を
軽
ん
じ
て
、
難
に
安
ん
じ
、
以
て

　
旧
事
を
要
む
。
兵
を
為
む
る
の
極
な
り
。
」
　
（
三
法
篇
）
9

　
　
「
武
威
（
必
罰
）
既
に
明
か
な
れ
ば
、
令
は
再
行
せ
ず
。
」
　
（
版
法
篇
）

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
人
民
統
制
、
民
力
の
国
家
利
用
、
令
の
現
実
的
な
実
行
等
は
信
賞
必
罰
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と

す
る
認
識
が
窺
い
知
れ
る
。
即
ち
、
経
営
類
に
於
い
て
賞
罰
は
国
家
運
営
に
当
た
っ
て
そ
の
根
幹
を
成
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

て
、
’
賞
罰
の
厳
正
な
執
行
は
絶
対
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
賞
罰
の
厳
正
な
執
行
を
確
実
な
も
の
と
す
る
為
に
、
そ
の
事
自
体
を
規

定
す
る
「
法
」
が
必
要
と
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

「4
0

「



　
と
こ
ろ
で
、
経
言
類
で
い
わ
れ
る
「
法
」
は
社
会
的
人
為
的
な
基
準
・
規
定
と
定
義
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
経
言
類
に
は
「
法
」

と
し
て
言
及
さ
れ
る
も
の
と
は
別
に
基
準
・
規
定
と
し
て
定
義
で
き
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
「
上
、
度
に
服
す
れ
ば
、
則
ち
六
親
固
く
、
四
維
張
れ
ぽ
、
則
ち
君
紀
行
は
る
。
」
　
（
牧
民
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
「
上
に
量
無
け
れ
ば
、
民
乃
ち
妄
に
、
文
庫
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
民
乃
ち
淫
に
、
蘇
原
を
障
が
ざ
れ
ば
、
刑
乃
ち
繁
し
。
」
　
（
牧
民
篇
）

　
　
「
地
の
財
を
生
ず
る
に
時
有
り
、
民
の
力
を
用
ふ
る
に
倦
む
有
り
。
而
し
て
人
君
の
欲
は
窮
ま
り
無
し
。
時
有
る
と
倦
む
有
る
と

　
を
以
て
、
窮
ま
り
無
き
の
君
を
養
ひ
、
而
も
度
量
其
の
問
に
生
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
上
下
早
言
む
な
り
。
是
を
以
て
臣
、
其
の
君
を
殺

　
す
こ
と
有
り
、
子
、
其
の
父
を
殺
す
こ
と
有
り
。
」
　
（
権
修
篇
）

「
度
」
　
「
量
」
　
「
度
量
」
等
の
言
葉
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
で
言
及
さ
れ
る
対
象
は
「
上
、
、
度
に
服
す
れ
ば
」
と
か
「
上
に

量
無
け
れ
ば
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
為
政
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
官
僚
や
賞
罰
に
基
準
と
し
て
「
法
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
ら
を
用
い
て
実
際
に
政
治
を
行
う
為
政
者
に
も
基
準
・
規
定
と
な
る
も
の
が
必
要
と
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、

な
ぜ
為
政
者
の
基
準
・
規
定
と
し
て
「
度
」
　
「
量
」
　
「
度
量
」
等
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
「
法
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
な
い
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
後
に
「
令
」
と
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
　
「
度
」
　
「
量
」
　
「
度
量
」
等
は
為
政
者
が
政
治
を
行
う
う
え
で
の
規
定
ゑ
基
準
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
ら
ね
ば

政
治
が
う
ま
く
行
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
為
政
者
を
束
縛
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
9

　
嘉
言
類
で
直
接
「
法
」
ρ
と
し
て
記
述
さ
れ
る
「
法
」
及
び
「
度
」
－
「
量
」
　
「
度
量
」
と
い
っ
た
「
法
」
に
準
じ
る
記
述
を
通
し
て

「
法
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
以
下
の
如
く
総
括
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
後
言
類
で
説
か
れ
る
「
法
」
は
、
人
民
統
制
を
行
う
た
め
の
人
為
的
社
会
的
な
基
準
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
民
間
に
お
け
る
私
に
対
し

て
、
公
的
な
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
一
つ
は
官
僚
の
基
準
・
規
定
と
な
る
「
官
法
」
で
あ
り
、
も

う
一
，
つ
は
国
家
運
営
上
必
要
不
可
欠
な
賞
罰
の
厳
正
な
る
執
行
を
確
実
な
も
の
と
す
る
為
に
、
信
賞
必
罰
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
基
準
・
規
定
と
い
う
意
味
で
の
「
法
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
「
度
」
　
「
量
」
、
「
度
量
」
等
が
為
政
者
の
執
政
上
の
基
準
と
し
て

説
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
為
政
者
を
束
縛
す
る
も
の
で
あ
る
。
－
こ
う
し
た
「
法
」
及
び
「
度
量
」
は
人
民
の
み
な
ら
ず
為
政
者
を
も
対

象
と
す
る
政
治
組
織
上
す
べ
て
に
於
け
る
基
準
・
規
定
な
の
で
あ
る
。
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経
回
類
の
「
法
」
が
為
政
者
、
官
僚
、
人
民
、
賞
罰
を
網
羅
す
る
基
準
で
あ
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
上
、
身
服
し
て
以
て
之
に
先
だ
ち
、
度
量
を
審
か
に
し
て
以
て
之
を
閑
ぎ
、
郷
に
師
を
置
き
て
以
て
之
を
黒
き
、
然
る
後
に
之

　
に
申
ぬ
る
に
憲
令
を
以
て
し
、
之
を
勧
む
る
に
慶
賞
を
以
て
し
、
之
を
振
す
に
刑
罰
を
以
て
す
。
」
　
（
権
蔵
篇
）

と
い
う
文
が
明
確
に
示
し
て
い
る
。
先
ず
為
政
者
が
守
る
べ
き
基
準
を
自
ら
が
守
り
、
つ
い
で
社
会
の
基
準
（
法
）
を
明
ら
か
に
し
て
、

そ
れ
に
反
す
る
も
の
を
取
り
締
ま
り
、
　
「
法
」
に
規
定
さ
れ
た
官
僚
が
「
法
」
に
し
た
が
っ
て
人
民
を
治
め
る
。
然
る
後
に
命
令
を
出

し
、
そ
の
実
行
を
賞
罰
を
用
い
て
確
実
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
が
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
段
階
に
於
い
て
「
法
」
は
基
準
・

規
定
と
し
て
機
能
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
里
言
類
に
は
直
接
「
法
」
の
言
葉
で
な
さ
れ
る
記
述
が
極
め
て
少
な
い
の
で
、
こ
こ
で
「
法
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察

を
行
う
こ
と
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
経
言
類
で
直
接
「
法
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
概
要
は
明
ら
か
に
で
き
た
よ
う
に
思

う
。
そ
こ
で
次
に
「
法
」
と
は
反
対
に
童
言
類
で
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
「
令
」
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

二
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は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
経
言
類
の
成
立
が
比
較
的
古
い
こ
と
と
「
法
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
「
令
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
見
ら

れ
る
こ
と
と
か
ら
、
経
堂
類
の
「
法
」
思
想
は
未
発
達
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
い
う
「
令
」
と
は
「
法
」
の
普
遍

性
よ
り
一
段
階
下
が
っ
た
個
別
的
・
具
体
的
な
訓
令
・
禁
令
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
言
類
は
成
立
時
期
に
大
き
な
隔
た
り

を
持
ち
、
雑
多
な
内
容
を
有
す
る
篇
の
集
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
そ
こ
で
頻
繁
に
説
か
れ
る
「
令
」
は
果
た
し
て

個
別
的
・
具
体
的
な
訓
令
・
禁
令
と
し
て
だ
け
の
認
識
で
収
束
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
言
類
の
聾
心
と
同
様
に
そ
こ
で
説
か
れ

る
「
令
」
に
も
内
容
的
に
幅
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
個
別
的
・
具
体
的
な
訓
令
・
禁
令
以
外
の
別
な
「
令
」
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
令
」
に
つ
い
て
考
証
を
進
め
た
い
。

　
「
令
」
が
個
別
的
・
具
体
的
な
訓
令
・
禁
令
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
立
政
篇
の
首
邑
の
記
述
が
顕
著
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
「
凡
そ
将
に
事
を
學
げ
ん
と
す
れ
ば
、
令
必
ず
先
ず
出
す
。
曰
く
、
事
将
に
為
さ
ん
と
す
、
と
。
其
の
賞
罰
の
数
は
、
必
ず
先
ず
之



を
明
か
に
す
。
事
を
立
つ
る
者
は
、
謹
み
て
令
を
守
り
、
以
て
賞
罰
を
行
ふ
。
事
を
計
り
令
を
致
し
、
賞
罰
の
加
は
る
所
を
復
す
。
令

の
謂
ふ
所
に
合
は
ざ
る
者
有
れ
ば
、
功
利
有
り
と
難
も
、
則
ち
之
を
専
制
と
謂
ひ
、
罪
死
し
て
赦
さ
ず
。
首
書
既
に
布
き
、
然
る
後
に

以
て
事
を
畢
ぐ
可
し
。
」

こ
の
記
述
の
冒
頭
の
一
文
に
よ
っ
て
「
令
」
が
国
家
事
業
遂
行
の
た
め
に
君
主
か
ら
そ
の
都
度
出
さ
れ
る
命
令
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
令
」
は
「
事
を
畢
げ
ん
」
と
き
に
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
出
さ
れ
る
「
令
」
の
有
効
期
間
・
適
用
範
囲
は

一
々
異
な
る
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
令
」
は
一
般
性
・
普
遍
性
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
「
法
」

と
は
見
な
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
「
令
」
を
「
法
」
と
全
く
無
関
係
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
◎

そ
れ
は
、
こ
の
吉
事
の
記
述
か
ら
「
令
」
に
賞
罰
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、

「
令
」
に
賞
罰
が
付
随
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
令
」
が
そ
の
基
準
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
令
」
が
基
準
と
し
て
の
意
味
を

持
っ
た
場
合
、
本
来
逼
る
目
的
達
成
の
た
め
に
出
さ
れ
た
「
令
」
が
、
　
「
令
の
謂
ふ
所
に
合
は
ざ
る
者
有
れ
ば
、
功
利
有
り
と
錐
も
…

罪
死
し
て
赦
さ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
目
的
を
十
二
分
に
達
成
さ
せ
た
者
を
罰
す
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
事
は
、
所
謂
法
至
上
主
義
に
近
似
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
立
政
篇
に
は
旧
事
と
は
別
に
首
回
に
「
令
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

　
「
正
月
の
朔
、
百
吏
、
朝
に
在
り
て
、
君
乃
ち
令
を
出
し
、
憲
を
国
に
布
く
。
五
郷
の
師
、
五
屠
大
夫
、
皆
憲
を
大
史
に
早
く
。
大

朝
の
日
、
五
郷
の
師
、
－
五
屑
大
夫
、
楽
章
ら
憲
を
豊
前
に
習
ふ
。
大
話
既
に
憲
を
布
き
、
籍
を
太
府
に
入
る
。
憲
籍
、
敵
前
に
分
た
れ
、

平
郷
の
師
、
朝
を
出
て
、
遂
に
弁
官
に
置
い
て
、
郷
麗
を
致
し
、
游
宗
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
憲
を
旨
く
。
憲
既
に
布
き
、
乃
ち
反
り
て
令

を
致
し
、
然
る
後
に
敢
て
舎
に
就
く
。
憲
未
だ
布
か
ず
、
令
未
だ
致
さ
ざ
れ
ば
、
敢
て
舎
に
就
か
ず
。
舎
に
就
く
、
之
を
留
令
と
謂
ひ
、

罪
死
し
て
赦
さ
ず
。
…
…
豊
町
に
布
か
れ
、
憲
を
行
は
ざ
る
者
有
れ
ば
、
之
を
令
に
従
は
ず
と
謂
ひ
、
留
年
し
て
赦
さ
ず
。
憲
を
考
へ

て
、
而
も
太
府
の
籍
に
合
は
ざ
る
者
有
れ
ば
、
響
き
を
専
制
と
日
ひ
、
足
ら
ざ
る
を
藺
令
と
日
ひ
、
罪
死
し
て
赦
さ
ず
。
．
古
論
既
に
布

き
、
然
る
後
に
以
て
憲
を
布
く
可
し
。
」

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
令
」
は
、
個
別
的
ピ
具
体
的
な
訓
令
・
禁
令
と
い
う
よ
り
も
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
　
「
法
」
と
し
て
の
性
格
を
有

　
　
　
　
　
　
α
萄

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
「
令
」
が
時
令
と
し
て
「
正
月
の
朔
」
に
布
告
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
　
「
令
」
が
必

一4
3

【



要
に
応
じ
時
を
選
ば
ず
し
て
出
さ
れ
る
よ
う
な
個
別
的
・
具
体
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
出
さ
れ
る

「
令
」
は
、
三
＝
口
わ
ば
君
主
に
よ
る
｝
年
の
施
政
方
針
で
あ
っ
て
国
政
に
お
け
る
最
高
方
針
と
し
て
明
文
化
さ
れ
、
全
て
の
人
民
が
こ
れ

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
令
」
を
地
方
行
政
組
織
の
末
端
ま
で
行
き
渡
ら
せ
る
よ
う
に
官
僚
に
よ

る
伝
達
の
遅
れ
を
厳
し
く
罰
し
た
り
、
地
方
官
僚
に
よ
る
正
確
な
実
行
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
君
主
の
手
元
に
「
令
」
の
複

写
を
残
し
て
お
い
て
官
僚
の
行
為
を
検
証
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
、
功
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
「
令
」
に
合
致
し
な
い
も
の
を
厳
し
く
罰

し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
令
」
は
、
は
づ
き
り
と
明
文
化
さ
れ
て
政
治
上
即
ち
「
公
」
的
な

場
に
於
い
て
官
僚
を
含
む
人
民
の
行
為
を
少
な
く
と
も
一
年
間
普
遍
的
に
規
定
す
る
基
準
と
し
て
…
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
こ
の
「
令
」
は
「
法
」
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
令
」
が
時
間
的
に
も
長
く
普
遍
的
に
国
政
の
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、

　
　
「
千
里
の
外
、
二
千
里
の
内
、
諸
侯
三
年
に
し
て
朝
し
、
命
を
習
ふ
。
二
年
に
、
三
卿
、
四
輔
に
使
ひ
す
。
一
年
に
正
月
朔
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
大
夫
を
し
て
来
り
修
め
し
め
、
命
を
三
公
に
受
く
。
二
千
里
の
外
、
三
千
里
の
内
、
諸
侯
五
年
に
し
て
会
し
、
命
を
習
ふ
。
三
年
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
名
画
、
事
を
請
ふ
。
二
年
に
、
大
夫
、
吉
凶
を
通
ず
。
三
千
里
の
外
は
、
諸
侯
世
に
し
て
一
た
び
至
る
。
十
年
夏
、
重
適
入
り
、
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
儀
を
正
す
。
五
年
に
、
大
夫
、
変
を
受
く
る
を
請
ふ
。
」
　
（
幼
官
署
）

と
い
う
よ
う
な
諸
侯
に
君
主
の
命
令
を
領
地
の
遠
近
に
応
じ
て
学
習
さ
せ
周
知
に
努
め
て
い
た
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
が
経
言
類
で
見
ら
れ
る
「
令
」
の
性
質
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
が
、
総
括
し
て
い
え
ば
「
令
」
は
、
個
別
的
具
体
的
な
訓
令
・

禁
令
と
し
て
の
「
令
」
と
、
国
政
上
時
間
的
に
も
長
く
普
遍
的
に
基
準
と
し
て
機
能
す
る
「
令
」
と
の
二
つ
の
性
格
に
分
別
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
後
者
は
明
文
化
さ
れ
普
遍
的
に
基
準
と
し
て
機
能
す
る
点
に
於
い
て
「
法
」
と
同
じ
性
格
を
有
す
る
と
言
え
る
。
ま
た
、

前
者
も
「
令
」
が
賞
罰
の
基
準
と
な
る
点
に
於
い
て
法
思
想
の
片
鱗
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
「
令
」
の
性
質
は
以
上
述
べ
た
よ
う
に
二
つ
に
分
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
つ
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
政
治
上
何
ら

か
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
君
主
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
　
「
令
し
は
実
際
に
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
を

な
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
憾
言
類
で
は
「
令
」
が
実
際
に
社
会
で
機
能
さ
れ
る
為
に
親
善
な
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
見
な
し
て

い
た
の
か
。
こ
の
条
件
を
「
某
々
で
は
令
が
行
わ
れ
な
い
」
と
い
う
記
述
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
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「
上
下
、
和
せ
ざ
れ
ば
、
令
乃
ち
行
は
れ
ず
。
衣
冠
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
賓
者
粛
ま
ず
。
進
退
に
義
無
け
れ
ば
、
則
ち
政
令

　
行
わ
れ
ず
。
」
L
（
形
勢
篇
）

　
　
「
朝
廷
粛
ま
ず
、
貴
賎
明
か
な
ら
ず
、
長
幼
分
た
ず
、
度
量
審
か
な
ら
ず
、
衣
服
等
無
く
、
上
下
節
を
凌
ぎ
て
、
而
も
百
姓
の
政

　
令
を
三
主
す
る
を
求
む
る
も
、
得
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
　
（
権
修
羅
）

　
　
「
重
、
下
に
在
れ
ば
、
則
ち
三
三
は
れ
ず
。
」
　
（
七
三
篇
）

こ
こ
で
「
令
」
が
社
会
で
機
能
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
る
条
件
は
、
恣
意
的
で
は
な
い
君
主
の
行
為
と
君
臣
関
係
・
官
僚
機
構
等
の
身

分
制
度
と
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
　
「
令
」
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
君
主
の
行
為
に
は
一
定
の
秩
序

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
君
主
を
頂
点
と
し
た
身
分
制
度
が
厳
格
に
存
在
し
、
正
し
い
官
爵
制
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
前
節
で
論
じ
た
「
法
」
と
そ
れ
に
準
じ
る
「
令
」
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
君
主
に
つ
い
て
言
え
ば
、
人
事
を
含
め
た
論
功
行
賞
・
刑
罰
は
既
に
明
文
化
さ
れ
た
「
法
」
　
（
も
し
く
は

「
令
」
）
に
因
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
政
治
を
行
う
上
で
も
人
民
に
知
ら
し
め
た
施
政
方
針
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
か
ら
、

そ
の
行
動
を
恣
意
的
に
す
る
こ
と
は
自
ず
と
不
可
能
で
あ
る
。
官
僚
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
職
務
権
限
・
領
域
は
「
法
」
で
定
め
ら

れ
違
反
を
犯
し
た
際
の
罰
則
規
定
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
実
行
は
「
法
」
で
確
実
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
職
務

権
限
・
領
域
を
犯
す
こ
と
は
理
論
上
は
な
い
。
ま
た
人
民
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
被
支
配
者
階
級
と
し
て
「
法
」
に
捕
捉
さ

れ
て
い
て
、
・
そ
の
地
位
は
不
変
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
　
「
令
」
が
履
行
さ
れ
る
た
め
の
条
件
を
実
際
に
社
会
に
完
備

さ
せ
て
い
る
の
は
基
準
と
し
て
の
「
令
」
、
及
び
「
法
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
令
」
は
自
ら
が
機
能
す
る
た
め
の
環
境
を
自
ら

が
基
準
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
法
」
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
政
治
上
の
全
て

の
こ
と
を
「
法
」
の
枠
組
み
の
中
に
取
り
込
ん
で
、
そ
の
中
で
の
み
政
治
を
行
お
う
と
す
る
法
実
証
主
義
の
政
治
体
系
に
他
な
ら
な
い

と
い
え
よ
う
。

　
も
と
よ
り
経
言
類
で
指
摘
さ
れ
る
「
令
」
が
履
行
さ
れ
る
た
め
の
条
件
は
、
す
べ
て
が
こ
の
政
治
体
系
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
　
「
法
」
的
な
も
の
以
外
に
よ
っ
て
実
行
の
保
証
さ
れ
る
「
令
」
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
「
四
維
張
れ
ば
則
ち
、
君
令
行
は
る
。
」
　
（
牧
民
篇
）
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「
令
を
流
水
の
原
に
下
す
と
は
、
令
、
民
の
心
に
順
な
り
。
」
　
（
牧
民
篇
）

　
　
「
軽
々
し
く
衆
を
用
ひ
て
、
民
を
し
て
労
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
民
力
届
く
。
…
民
力
端
く
れ
ば
、
則
ち
紐
虫
は
れ
ず
。
」
　
（
権
修
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
「
則
に
明
な
ら
ず
し
て
、
号
令
を
出
さ
ん
と
欲
す
る
は
、
猶
ほ
朝
夕
を
運
均
の
上
に
立
て
、
竿
を
捨
か
し
て
其
の
末
を
定
め
ん
と

　
欲
す
る
が
ご
と
し
。
」
　
（
七
法
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
心
術
に
明
か
な
ら
ず
し
て
、
令
を
人
に
行
は
ん
と
欲
す
る
は
、
猶
ほ
招
に
倍
き
て
必
ず
之
を
射
ん
と
す
る
が
ご
と
し
。
」
（
七
法
篇
）

　
　
「
姦
民
は
三
教
を
傷
り
…
…
教
へ
傷
る
れ
ば
、
則
ち
令
に
従
ふ
者
輯
が
ず
。
」
　
（
七
法
篇
）

　
　
「
民
、
足
ら
ざ
れ
ば
、
令
乃
ち
辱
し
め
ら
る
。
民
、
映
ひ
に
苦
し
め
ば
、
令
行
は
れ
ず
。
」
　
（
版
法
篇
）

　
　
「
植
固
く
し
て
動
か
ざ
れ
ば
、
侮
邪
乃
ち
要
る
。
僑
革
ま
り
邪
化
す
れ
ば
、
令
往
き
民
移
る
。
」
　
（
版
法
篇
）

た
と
え
ば
、
　
「
四
維
」
を
張
る
、
民
心
に
従
う
、
　
「
則
」
　
「
心
術
」
に
精
通
す
る
、
　
「
俗
教
」
を
保
護
す
る
、
君
主
が
確
固
た
る
天
心

を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
等
、
実
に
様
々
な
条
件
が
言
わ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
「
法
」
以
外
の
要
素
が
実
際
の
政
策
で
あ

る
「
令
」
を
保
証
し
て
い
る
よ
う
な
政
治
状
態
は
、
政
治
の
う
え
で
社
会
に
お
け
る
全
て
の
こ
と
に
「
法
」
以
外
の
介
入
を
許
さ
な
い

法
実
証
主
義
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
法
治
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
「
令
」
の
履
行
を
保
証
す
る
条
件
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
そ
の
条
件
に
は
、
法
実
証
主
義
に
よ
る
政
治
体
系
に
組
み
込
ま
れ

る
も
の
と
、
基
準
と
し
て
の
「
令
」
あ
る
い
は
「
法
」
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
も
の
と
が
混
在
し
て
い
た
。
こ
の
法
実
証

主
義
の
枠
内
に
取
り
込
ま
れ
な
い
後
者
の
存
在
こ
そ
が
、
経
言
類
の
、
ひ
い
て
は
『
三
子
』
の
雑
多
な
所
以
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
換
言

す
れ
ば
「
法
」
思
想
の
未
発
達
な
証
拠
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
言
類
に
は
「
令
」
の
実
行
を
「
法
」
で
保
証
す
る
法

実
証
主
義
に
よ
る
政
治
体
系
が
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
と
は
基
準
と
し
て
の
「
令
」

及
び
「
法
」
以
外
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
条
件
を
こ
の
体
系
内
に
取
り
組
む
か
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
理
論
的
に
は

容
易
に
完
全
な
法
実
証
主
義
に
よ
る
政
治
が
実
現
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
な
ら
ば
、
経
言
下
の
「
法
」
思
想
は
未
発
達
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
既
に
法
実
証
主
義
に
よ
る
政
治
体
系
の
原
型
を
有
す
る
ま
で
に
到
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
経
言
類
で
は
「
令
」
そ
れ
自
体
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
令
」
そ
れ
自
体
に
望
ま

れ
る
条
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

一4
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「
風
雨
は
郷
無
く
し
て
、
怨
怒
及
ば
ざ
る
な
り
。
貴
は
以
て
令
を
行
う
有
り
、
賎
は
以
て
卑
を
忘
る
る
有
り
。
」
　
（
形
勢
篇
）

　
　
「
智
者
之
を
知
り
て
、
愚
者
知
ら
ざ
る
は
、
以
て
民
を
教
ふ
可
か
ら
ず
。
巧
者
之
を
能
く
し
て
、
拙
者
能
く
せ
ざ
る
は
、
以
て
民

　
を
教
ふ
可
か
ら
ず
。
一
た
び
令
し
て
民
之
に
服
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て
大
善
と
為
す
可
か
ら
ず
。
夫
人
に
し
て
之
を
能
く
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
非
ざ
れ
ば
、
以
て
大
巧
と
為
す
可
か
ら
ず
。
」
　
（
乗
馬
篇
）

　
　
　
　

　
　
「
重
宝
の
為
に
其
の
令
を
藺
か
ず
。
故
に
曰
く
、
令
は
宝
よ
り
も
貴
し
、
と
。
」
　
（
七
法
話
）

　
　
「
験
々
令
し
て
行
は
れ
ざ
れ
ば
、
民
心
乃
ち
外
に
す
。
」
　
（
版
法
篇
）

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
「
令
」
の
あ
り
方
と
し
て
、
周
知
、
安
定
、
公
平
か
つ
確
実
な
実
行
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
「
令
」
は
明
文
化

さ
れ
て
い
て
実
定
法
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
階
級
、
官
爵
を
問
わ
ず
万
人
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

万
人
が
同
じ
物
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
基
準
と
し
て
も
機
能
す
る
。
ま
た
万
人
が
周
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
令
」
が
遵
守
さ

れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
相
互
監
視
の
環
境
は
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
「
令
」
を
制
定
す
る
君
主
お
よ
び
処
理
す
る
官

僚
は
、
万
人
の
監
視
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
　
「
令
」
の
実
行
に
お
い
て
不
公
平
で
あ
っ
た
り
不
確
実
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
周
知
さ
れ
る
事
が
前
提
と
な
る
以
上
、
　
「
令
」
自
体
に
つ
い
て
は
極
力
安
定
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
「
令
」
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
次
は
前
節
で
述
べ
た
「
法
」
と
の
相
互
関
係
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
た
そ
の
上
で
、

経
言
類
に
於
い
て
特
殊
な
部
分
で
あ
る
権
修
篇
の
後
半
部
で
説
か
れ
て
い
る
「
法
」
と
比
較
し
て
「
令
」
と
「
法
」
の
関
係
を
検
証
す

る
こ
と
に
し
た
い
◎
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経
言
類
で
説
か
れ
る
「
法
」
と
「
令
」
に
関
す
る
記
述
は
以
下
の
如
く
要
約
で
き
る
。

「
法
」
は
人
民
す
べ
て
を
捕
捉
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
君
主
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
公
的
基
準
を
国
内
に
設
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
民
統
制
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
具
体
的
に
基
準
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
官
僚
を
規
定
す
る
「
官
法
」



で
あ
り
、
刑
罰
の
執
行
・
論
功
行
賞
に
つ
い
て
の
「
法
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
基
準
と
し
て
の
意
味
あ
い
か
ら
「
法
」
と
同
様
に
説
か

れ
る
「
度
」
　
「
量
」
　
「
度
量
」
が
君
主
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
。

　
「
令
」
に
は
、
具
体
的
な
訓
令
・
禁
令
と
し
て
の
≒
令
」
と
普
遍
的
な
基
準
と
し
て
の
「
令
」
と
二
通
り
の
「
令
」
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
　
「
令
」
の
履
行
は
様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「
令
」
自
ら
が
自
ら
の
履
行
を
保
証
を
す
る
と
い
う
法
実
証
主

義
的
な
政
治
体
系
が
既
に
具
備
さ
れ
て
い
た
。
　
「
令
」
自
体
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
周
知
、
安
定
、
公
平
か
つ
確
実
な
実
行
等
が
説
か

れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
法
」
と
「
令
」
と
を
総
合
的
に
捉
え
た
と
き
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
「
令
」
か
ら
「
法
」
へ
基
準
と
し
て
の
普
遍
性

が
増
し
な
が
ら
移
行
し
て
い
る
様
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
も
そ
も
、
　
「
令
」
が
実
際
に
履
行
さ
れ
る
か
否
か
へ
の
経
言
類
で
の
言

及
頻
度
の
高
さ
か
ら
み
て
、
経
卸
量
の
主
張
の
根
本
に
あ
る
も
の
は
現
実
重
視
の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
如
何
に
す
れ

ば
実
際
の
政
治
が
よ
り
う
ま
く
行
わ
れ
る
か
、
国
家
目
標
が
達
成
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
経
言
類
で
は
数
多
く

「
令
」
の
履
行
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
令
」
は
、
個
別
的
具
体
的
な
訓
令
・
禁
令
で
あ
っ
て
、
政
治

的
必
要
に
応
じ
た
具
体
的
目
標
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
目
標
を
実
際
に
達
成
す
る
た
め
に
経
国
類
で
は
「
令
」
に
賞
罰
規
定
が
付
随

し
た
り
、
官
僚
人
事
の
整
備
・
君
臣
関
係
の
確
立
等
が
「
令
」
の
履
行
と
合
わ
せ
て
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
本
来
現
実
に

即
し
た
形
の
具
体
的
な
目
標
で
あ
っ
た
「
令
」
に
規
定
・
基
準
と
し
て
の
意
味
が
加
味
さ
れ
た
り
、
更
に
進
ん
で
基
準
と
し
て
の
「
令
」

が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
．
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
基
準
と
し
て
の
「
令
」
は
具
体
的
な
目
標
と
し
て
の
「
令
」
が
履
行
さ
れ
る
た
め

の
条
件
整
備
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
条
件
が
賞
罰
、
官
僚
制
度
、
君
臣
関
係
、
君
主
の
あ
り
方
等
に
纏
ま

る
に
t
た
が
っ
て
、
基
準
と
し
て
の
「
令
」
も
普
遍
的
一
般
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
「
令
」
の
普
遍
化
一
般

化
が
最
大
限
に
成
さ
れ
た
も
の
が
ま
さ
に
「
法
」
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
経
言
類
で
い
ち
早
く
普
遍
化
一
般
化

が
進
ん
だ
の
が
「
令
」
が
履
行
さ
れ
る
た
め
に
重
視
さ
れ
た
賞
罰
と
官
僚
及
び
君
主
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
刑
法
」
　
「
官

法
」
　
「
度
量
」
と
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
　
「
令
」
を
人
民
に
履
行
さ
せ
る
ζ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ

た
が
、
政
治
社
会
全
体
で
捉
え
て
換
言
す
れ
ば
、
　
「
令
」
の
実
行
を
絶
対
と
す
る
政
治
環
境
作
り
を
目
的
と
し
た
人
民
統
制
の
手
段
に

他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
里
言
類
で
は
、
　
「
法
」
自
体
に
つ
い
て
は
人
民
統
制
の
手
段
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
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た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
先
に
疑
問
と
し
て
残
し
て
お
い
た
、
君
主
を
規
定
す
る
も
の
が
「
度
量
」
等
の
言
葉
で
説
か
れ
て
い

て
「
法
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
法
」
が
「
令
」
の
履
行
を
確
実
な
も
の
と
す
る
基
準
で
あ
る
こ
と
か
ら

考
え
る
と
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
君
主
を
規
定
す
る
も
の
も
「
法
」
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
君
主
は
官
僚
や
人
民
と
は
立
法
者
と
い

う
点
に
お
い
て
決
定
的
に
立
場
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
は
既
に
明
文
化
さ
れ
た
「
法
」
に
規
定
さ
れ
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
　
「
令
」
が
履
行
さ
れ
る
た
め
に
立
法
段
階
で
要
求
さ
れ
る
条
件
に
も
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
規
定
は
、
官
僚
及
び
人
民
を
規
定
す
る
明
文
化
さ
れ
た
「
法
」
や
「
令
」
と
は
異
な
り
、
君
主
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
君
主
の
み
を
対
象
と
し
て
社
会
に
明
文
化
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
こ
と
は
出
来
ず
、
吉
言
類
で
は
そ

れ
を
「
度
」
　
「
量
」
　
「
度
量
」
と
呼
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
令
」
か
ら
「
法
」
へ
と
発
達
し
て
い
く
様
は
、
　
「
令
」
と
「
法
」
自
体
に
つ
い
て
の
経
言
類
で
の
言
及
の
有
無
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
即
ち
、
　
「
令
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
、
安
定
、
公
平
か
つ
確
実
な
実
行
等
が
そ
の
あ
り
方
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は

そ
れ
だ
け
「
令
」
が
政
治
的
基
準
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
深
く
考
察
が
行
わ
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
法
」
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
考
察
は
、
経
言
類
で
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、

経
言
類
で
の
「
法
」
認
識
は
、
現
実
の
政
治
を
う
ま
く
行
う
た
め
の
基
準
と
し
て
の
「
令
」
が
普
遍
化
一
般
化
し
た
も
の
を
「
法
」
と

定
義
し
た
ま
で
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
見
れ
ば
、
，
経
言
類
に
は
「
法
」
と
定
義
さ
れ
る
だ
け
の

も
の
が
既
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
幼
官
篇
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
言
類
に
は
後
世
の
文
章
が
混
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
る
。

黒
影
篇
の
後
半
部
分
も
そ
う
で
あ
る
。
権
修
士
後
半
部
の
「
凡
そ
民
を
牧
す
る
者
は
、
士
を
し
て
邪
行
無
く
、
女
を
し
て
淫
事
無
か
ら

し
む
。
」
と
い
う
文
章
よ
り
後
は
、
　
「
凡
そ
民
を
牧
す
る
者
は
」
と
い
う
言
葉
を
主
語
に
し
た
文
章
が
そ
れ
ぞ
れ
に
段
落
を
形
成
し
て

い
て
、
前
半
の
権
修
羅
の
内
容
と
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
を
、
亡
失
し
た
牧
民
解
篇
の
一
部
と
す
る
見
方

　
　
の

が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
す
る
管
子
解
の
諸
篇
と
体
裁
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
見
方
を
そ
の
ま
ま
是
認
す
る
こ
と
に
は
慎

重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
も
か
く
、
現
状
で
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
部
分
が
牧
民
篇
を
踏
ま
え
た
後
世
の
解
釈
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
は
経
営
類
に
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
伝
え
る
内
容
は
経
絶
類
よ
り
下
っ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
経
言
類
の
思
想
を
発
展
さ
せ
た
も
の
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
部
分
で
説
か
れ
る
「
法
」
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
こ
こ
で
な
さ
れ
る
「
法
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
「
凡
そ
民
を
呈
す
る
者
は
、
民
の
御
す
可
き
を
欲
す
る
な
り
。
民
の
御
す
可
き
を
欲
す
れ
ば
、
則
ち
法
は
重
ん
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ざ

　
る
な
り
。
」

　
　
「
法
は
将
に
朝
廷
を
立
て
ん
と
す
る
者
な
り
。
将
に
朝
廷
を
立
て
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
零
墨
は
貴
ば
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
「
法
は
、
将
に
民
力
を
用
ひ
ん
と
す
る
者
な
り
。
将
に
民
力
を
用
ひ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
禄
賞
は
重
ん
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
」

　
　
「
法
は
、
将
に
筆
写
を
用
ひ
ん
と
す
る
者
な
り
。
将
に
民
能
を
用
ひ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
官
を
授
く
る
こ
と
審
か
に
せ
ざ
る
可
か

　
ら
ざ
る
な
り
。
」

　
　
「
法
は
、
将
に
民
の
死
命
を
用
ひ
ん
と
す
る
者
な
り
。
民
の
死
命
を
用
ふ
る
者
は
、
則
ち
刑
罰
は
審
か
に
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
」

　
こ
こ
で
ま
ず
始
め
に
「
法
」
は
人
民
統
制
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
が
示
さ
れ
て
い
て
、
つ
い
で
具
体
的
な
「
法
」
の
政
治

目
的
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
朝
廷
の
権
威
を
確
立
す
る
た
め
の
爵
位
、
人
民
を
国
家
目
的
に
沿
っ
て
誘
導
し
使
役
す
る
た

め
の
禄
賞
、
行
政
組
織
の
効
率
向
上
の
た
め
適
材
適
所
を
確
実
に
す
る
官
僚
人
事
、
人
民
を
戦
争
で
使
役
す
る
た
め
の
刑
罰
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
合
わ
せ
て
、

　
　
「
爵
服
、
不
義
に
加
は
れ
ば
、
則
ち
民
、
其
の
爵
服
を
賎
し
む
。
民
、
其
の
爵
服
を
賎
し
め
ば
、
則
ち
人
主
尊
か
ら
ず
。
人
主
尊

　
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
令
行
は
れ
ず
。
」

　
　
「
禄
賞
、
無
功
に
加
は
れ
ば
、
則
ち
民
、
其
の
思
事
を
軽
ん
ず
。
民
、
其
の
恩
賞
を
軽
ん
ず
れ
ば
、
則
ち
上
、
以
て
民
を
勧
む
る

　
無
し
。
上
、
以
て
民
を
勧
む
る
無
け
れ
ば
、
則
ち
令
行
は
れ
ず
。
」

　
　
「
官
を
授
く
る
こ
と
審
か
に
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
、
其
の
治
を
間
す
。
民
、
其
の
治
を
饗
す
れ
ば
、
則
ち
理
、
上
通
せ
ず
。
理
、

　
上
通
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
下
、
其
の
上
を
怨
む
。
下
、
其
の
上
を
怨
め
ば
、
則
ち
令
行
は
れ
ず
。
」

　
　
「
刑
罰
審
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
辟
就
有
り
。
単
車
有
れ
ば
、
則
ち
不
享
を
殺
し
て
有
罪
を
赦
す
。
不
熟
を
殺
し
て
有
罪
を
赦
せ

［5
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ば
、
則
ち
国
、
賊
臣
よ
り
免
れ
ず
。
」

と
言
い
、
爵
位
、
禄
賞
、
人
事
、
刑
罰
に
つ
い
て
確
固
た
る
基
準
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
政
治
的
な
混
乱
が
生
じ
、
そ
の
結
果
と

し
て
本
当
に
具
体
的
な
政
治
目
的
で
あ
る
「
令
」
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
国
家
に
と
っ
て
有
害
な
臣
民
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
混
乱
を
未
然
に
防
ぎ
「
令
」
の
履
行
を
保
証
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
「
法
」
は

認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
権
修
篇
の
特
殊
な
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
「
法
」
認
識
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
経
言
挙
で
説
か
れ
て
い
る
「
法
」
と
を
対
照
し

た
場
合
、
そ
の
基
本
認
識
を
人
民
統
制
と
し
て
い
る
こ
と
を
始
め
と
し
て
、
そ
れ
は
、
爵
位
に
関
す
る
こ
と
を
行
賞
或
い
は
人
事
と
し

て
考
え
れ
ば
、
論
功
行
賞
、
刑
罰
、
官
僚
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
　
「
令
」
の
履
行
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
に
お
い
て

す
べ
て
一
致
す
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
点
は
、
謡
言
類
の
「
法
」
が
「
令
」
を
起
点
と
し
て
そ
の
基
準
と
し
て
の
役
割
の
延
長
線
上
の

も
の
と
し
て
説
か
て
い
て
、
決
し
て
「
法
」
そ
れ
自
体
が
主
体
と
し
て
（
主
語
と
し
て
）
説
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
比
べ
て
、

こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
「
法
」
が
主
体
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
経
言
詮
で
は
「
令
」
の
基
準
の
一
般
化
普
遍
化

し
た
も
の
を
「
法
」
と
定
義
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
と
「
法
」
そ
れ
自
体
が
主
題
と
し
て
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
説

か
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
「
法
」
思
想
が
進
歩
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
言
類
で
定
義
さ
れ
た
「
法
」
と
そ
れ
よ
り

後
に
主
題
と
し
て
考
察
さ
れ
導
き
出
さ
れ
た
「
法
」
と
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
『
煎
子
』
の
「
法
」
思
想
の
基
本
認
識
は
既
に

経
言
類
で
定
義
さ
れ
た
「
法
」
の
枠
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

　
経
言
類
で
説
か
れ
る
「
法
」
思
想
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
経
無
類
の
「
法
」
思
想
は
未
発
達
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、

「
法
」
に
通
じ
る
基
準
と
し
て
の
「
令
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
一
部
の
資
料
で
は
あ
る
が
後
世
の
「
法
」
思
想
と
一
致
す
る
こ

と
と
か
ら
、
一
概
に
は
未
発
達
と
い
い
き
っ
て
し
ま
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
継
足
の
成
立
時
期
と
説
く
内
容
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
憾
言
類
を
一
つ
の
纏
ま
っ
た
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、



韓
非
が
読
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
『
聖
子
』
が
異
言
類
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
韓
非
が
自
己
の
主

張
を
構
築
す
る
う
え
で
『
管
子
』
か
ら
如
何
な
る
こ
と
を
吸
収
し
た
か
を
知
ら
ん
と
す
る
為
に
は
、
先
ず
『
管
子
』
経
言
類
の
「
法
」

思
想
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
『
管
子
』
経
言
類
の

「
法
」
思
想
が
本
当
に
『
管
財
』
の
「
法
」
思
想
の
基
本
認
識
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
営
門
類
以
外
の
『
筑
子
』
諸
篇
で
説
か
れ

る
「
法
」
思
想
に
演
繹
で
き
る
か
否
か
の
考
証
を
経
な
け
れ
ば
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
韓
非
が
『
管
子
』
か
ら
受

け
た
影
響
と
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

註
ω
　
　
『
漢
書
芸
文
志
』
で
は
道
家
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
が
『
晴
書
経
籍
志
』
以
降
は
法
家
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。

②
　
こ
こ
で
は
商
鞍
と
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
法
」
は
農
業
を
主
体
と
し
た
国
土
開
発
に
関
係
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
町
田
三
郎
氏

　
「
『
管
子
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
」
　
（
中
国
哲
学
論
集
七
）

㈹
　
金
谷
治
氏
『
管
子
の
研
究
』
第
四
章
「
『
管
子
』
の
思
想
（
上
）
」
第
四
節
「
法
思
想
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ω
　
　
「
故
日
、
治
民
有
器
、
為
兵
有
数
、
勝
敵
国
有
理
、
正
天
下
有
分
。
則
、
象
、
法
、
化
、
決
塞
、
心
術
、
計
数
。
」
　
（
七
法
肩
）

㈲
　
原
文
は
「
有
衆
在
廃
私
」
に
作
る
が
、
郭
沫
若
の
説
に
し
た
が
っ
て
有
を
齊
に
改
め
た
。
管
子
集
校
勘
、
一
〇
二
頁
参
照

⑥
　
尺
寸
や
墨
縄
な
ど
の
度
量
衡
を
「
法
」
の
比
喩
と
し
て
用
い
る
例
と
し
て
は
「
先
王
縣
権
衡
立
尺
寸
而
至
幸
法
之
、
其
分
明
也
。
…
…
故
法
者
国
之

　
権
衡
也
」
　
（
『
商
君
書
』
修
権
）
　
「
夫
不
待
法
令
墨
縄
而
無
不
正
者
、
千
万
之
一
也
」
　
〈
『
総
立
書
』
定
分
）
　
「
則
貴
重
之
臣
必
在
縄
之
外
　
」

　
（
『
韓
非
子
』
孤
憤
）

ω
　
こ
の
神
官
篇
の
二
つ
の
記
述
は
、
今
、
幼
官
篇
に
見
え
る
が
原
篇
で
は
な
く
後
に
付
随
し
た
も
の
で
あ
る
。
町
田
三
郎
氏
「
管
子
神
官
孜
」
　
（
東
北

　
大
学
教
養
部
文
科
紀
要
第
九
集
）
経
言
類
の
官
法
の
一
例
で
は
あ
る
と
思
う
。

㈲
　
こ
の
こ
と
に
関
t
て
は
、
石
川
英
昭
氏
「
韓
非
子
の
法
思
想
②
」
　
（
鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
十
八
巻
第
一
・
二
号
合
併
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
原
文
は
「
三
無
取
」
に
作
る
が
、
洪
十
三
の
説
に
従
っ
て
取
を
恥
に
改
め
た
。
逗
子
検
校
上
、
三
十
七
頁
参
照

⑩
原
文
は
「
愛
賞
」
に
作
る
が
、
猪
飼
彦
博
の
説
に
従
っ
て
愛
を
受
に
改
め
た
。
管
子
集
校
上
、
八
十
八
頁
参
照

0
9ｴ
文
は
「
本
兵
」
に
作
る
が
、
許
其
通
の
説
に
従
っ
て
本
を
為
に
改
め
た
。
管
子
国
論
上
、
八
十
八
頁
参
照
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吻
　
原
文
は
「
卑
下
皇
土
」
に
作
る
が
、
梅
士
享
、
猪
飼
彦
博
、
丁
士
酒
の
説
に
従
っ
て
璋
を
障
に
改
め
た
。
管
子
馬
出
上
、
七
頁
参
照

㈲
　
原
文
は
「
旧
説
道
之
」
に
作
る
が
、
土
煙
遍
の
説
に
従
っ
て
説
の
字
を
衛
字
と
す
る
。
管
子
集
校
上
、
三
十
九
頁
参
照

働
　
首
上
と
ほ
ぼ
同
じ
記
述
（
法
令
を
地
方
行
政
組
織
に
確
実
に
伝
達
す
る
た
め
に
君
主
の
手
元
に
複
写
を
残
し
て
お
い
た
り
、
官
僚
を
罰
し
た
り
す
る
）

　
が
『
商
君
書
』
定
分
篇
に
あ
る
。

㈲
　
原
文
は
「
旧
習
命
」
に
作
る
が
、
丁
身
上
の
説
に
従
っ
て
至
の
字
を
亭
亭
と
す
る
。
管
子
集
盤
上
、
一
二
五
頁
参
照

㈹
　
原
文
は
「
十
年
重
墨
入
正
禮
義
五
年
大
夫
請
受
変
」
は
「
大
夫
通
吉
凶
」
の
後
に
あ
る
が
、
墨
差
の
説
に
従
っ
て
「
諸
侯
世
一
至
」
の
後
に
移

　
す
。
管
子
三
校
上
、
一
二
五
頁
参
照

α
の
@
こ
の
幼
官
篇
の
記
述
も
後
に
付
随
し
た
も
の
で
あ
る
。
註
ω

⑱
　
原
文
は
「
三
竿
」
に
作
る
が
、
王
引
上
、
安
井
衡
の
説
に
従
っ
て
櫓
を
捲
に
改
め
た
。
管
子
母
校
上
、
八
十
三
頁
参
照

㈲
原
文
は
「
拘
之
」
に
作
る
が
、
王
引
之
の
説
に
従
っ
て
拘
を
射
に
改
め
た
。
管
網
集
註
上
、
八
十
四
頁
参
照

㈲
　
原
文
は
「
為
大
功
」
に
作
る
が
、
安
井
衡
、
管
子
星
詰
の
説
に
従
っ
て
功
を
巧
に
改
め
た
。

⑳
原
文
は
「
故
不
為
重
宝
翌
翌
命
」
に
作
る
が
、
張
文
墨
の
説
に
従
っ
て
故
の
字
を
衛
字
と
し
て
命
を
令
に
改
め
た
。
黒
子
当
校
上
、
八
十
七
頁
参
照

㈲
　
た
と
え
ば
牧
民
篇
の
四
維
を
牧
民
解
の
一
部
と
す
る
見
方
等
が
あ
る
。
聖
子
薄
墨
上
、
九
頁
参
照

㈲
　
三
子
三
校
上
、
四
十
五
頁
及
び
四
十
六
頁
参
照

　
　
金
谷
治
氏
前
掲
書
、
第
三
章
「
経
言
」
諸
篇
の
吟
味
を
参
照
さ
れ
た
い
。

㈲
、
原
文
は
「
不
可
不
審
」
に
作
る
が
、
十
念
孫
の
説
に
従
っ
て
審
を
重
に
作
る
。
管
子
集
校
讐
、
四
十
六
頁
参
照
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