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江
戸
漢
学
に
お
け
る

『
韓
非
子
』

の
意
義

ー
ー
諸
注
釈
書
に
現
れ
た
『
韓
非
子
』
観
を
通
し
て
｜
｜

横

山

裕

は
じ
め
に

『
韓
非
子
』
は
戦
国
期
最
後
の
思
想
家
韓
非
の
思
想
を
伝
え
る
書
で
あ
る
。
諸
子
百
家
の
な
か
で
も
二
十
巻
五
十
五
篇
、
十
余
万
言
と

大
著
で
あ
る
。
思
想
史
上
で
は
法
家
に
分
類
さ
れ
、
法
を
根
幹
に
据
え
た
政
治
を
行
う
こ
と
を
説
く
書
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
身
分
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
理
由
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
法
に
基
づ
い
て
賞
罰
を
行
う
「
信
賞
必
罰
」
、
発
言
と
行
動
の
一
致
を
求
め

た
「
刑
名
参
同
」
を
主
要
な
政
治
的
手
段
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
政
治
的
手
段
は
戦
国
末
期
に
あ
っ
て
存
亡
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
祖
国
韓

を
救
わ
ん
が
た
め
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
革
新
的
で
あ
り
強
権
的
で
あ
る
。
韓
非
は
こ
の
大
胆

な
政
治
手
段
を
韓
王
に
進
言
し
た
が
、
国
家
の
危
機
を
顧
み
ず
既
得
権
の
み
を
守
ろ
う
と
す
る
韓
王
の
側
近
官
僚
の
妨
害
に
道
い
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
韓
非
は
一
人
憤
り
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
皮
肉
に
も
韓
非
が
提
唱
し
た
政
治
手
段
は
当
時
の

急
進
大
国
で
あ
っ
た
秦
の
王
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
秦
王
は
韓
非
を
秦
で
採
用
す
べ
く
韓
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
て
韓
非
を
秦
に

招
か
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
韓
非
は
そ
こ
で
か
つ
て
の
学
友
で
秦
の
宰
相
と
な
っ
て
い
た
李
斯
の
陰
謀
に
よ
り
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
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七
ノ、

ぅ
。
始
皇
一
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
年
後
韓
は
滅
ぶ
。

『
韓
非
子
』
及
び
韓
非
の
概
略
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
『
韓
非
子
』
に
つ
い
て
は
乱
世
の
書
、
改
革
の
書
、
生
き
残
る

処
方
を
説
く
書
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
、
韓
非
に
つ
い
て
は
、
悲
劇
の
改
革
者
と
し
て
後
世
の
人
々
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
自
国
を
救
う
た
め
の
自
説
が
自
国
で
は
採
用
さ
れ
ず
敵
国
の
王
に
評
価
さ
れ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
や
、
か
つ
て
の
学
友
に
結
果
的
に

殺
さ
れ
る
と
い
う
ド
ラ
マ
性
の
高
さ
も
『
韓
非
子
』
及
び
韓
非
を
二
千
年
以
上
も
の
時
間
を
超
え
て
現
代
に
生
か
し
め
て
い
る
要
因
に
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

現
在
学
界
で
は
『
韓
非
子
』
は
「
道
法
」
思
想
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
学
界
以
外
に
目
を
向
け
る
と
、
社
会

人
を
対
象
と
し
た
所
謂
ビ
ジ
ネ
ス
書
の
分
野
で
注
目
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
中
国
古
典
の
現
代
的
意
義
と
い
う
よ
う

な
も
の
は
、
た
や
す
く
扱
う
べ
き
事
柄
で
は
な
い
が
、
二
千
年
の
時
聞
を
超
え
て
ま
で
も
現
代
ビ
ジ
ネ
ス
書
が
『
韓
非
子
』
に
見
い
だ
そ

う
と
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
『
韓
非
子
』
の
現
代
的
意
義
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
い
つ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
の
分
野
で
『
韓

非
子
』
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
、
日
本
人
の
『
韓
非
子
』
観
を
知
る
う
え
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
韓
非
子
』
の
現
代
的
意
義
、
現
代
人
の
『
韓
非
子
』
観
を
考
察
す
る
前
段
階
と
し
て
、
中
国
思
想
研
究
が
漢
学

と
称
さ
れ
た
頃
の
先
哲
達
が
『
韓
非
子
』
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
『
韓
非
子
』
観
を
抱
い
て
い
た
か
を
考
察
し

て
み
た
い
。

幸
い
九
州
大
学
文
学
部
に
あ
る
『
無
求
備
斎
韓
非
子
集
成
』
（
一
九
八

O
年
成
文
出
版
社
）
の
第
六
部
に
日
本
漢
学
者
の
手
に
な
る

『
韓
非
子
』
の
注
釈
書
が
集
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
そ
の
中
の
『
定
本
韓
非
子
纂
聞
』
、
『
増
読
韓
非
子
』
、
『
韓
非
子
翼
毒
』

非
子
解
詰
』
の
四
冊
を
取
り
上
げ
る
。

『韓



本
論

ー
『
定
本
韓
非
子
纂
間
』

蒲
坂
園
の
『
定
本
韓
非
子
纂
聞
』
を
み
て
み
る
。

蒲
坂
園
の
『
韓
非
子
』
観
は
『
定
本
韓
非
子
纂
聞
』
題
言
の
冒
頭
に
あ
る
次
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。

顧
諸
子
中
唯
韓
非
書
尤
切
世
情
能
明
是
非
。

（
諸
子
百
家
の
中
で
た
だ
『
韓
非
子
』
だ
け
が
世
の
中
の
実
状
に
マ
ッ
チ
し
て
お
り
物
事
の
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
）

蒲
坂
園
が
『
韓
非
子
』
を
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
理
由
は
、
諸
子
百
家
の
多
く
が
自
家
の
理
念
が
先
に
あ
っ
て
そ
れ
を
社
会
に
認
め
さ
せ

江戸漢学における『韓非子』の意義

ょ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
韓
非
は
社
会
及
び
時
代
の
実
状
と
要
請
を
リ
サ
ー
チ
し
た
上
で
自
説
を
提
出
し
、
そ
の
実
行
を
試
み
よ
う
と

し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
韓
非
の
こ
の
姿
勢
が
『
韓
非
子
』
を
実
用
の
書
と
し
て
性
質
づ
け
た
と
い
え
る
。
蒲
坂
園
の
『
韓
非
子
』
観
は

『
定
本
韓
非
子
纂
聞
』
の
題
言
に
あ
る
韓
子
総
評
の
後
文
に
詳
し
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
蒲
坂
固
は
そ
こ
で
芥
川
丹
丘
の
『
韓
非
子
』

批
判
を
引
き
そ
れ
に
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
芥
川
丹
丘
は
、
古
の
聖
人
が
情
け
深
い
政
治
を
行
っ
て
天
下
に
仁
を
行
き
渡
ら
せ
た
こ
と
を

賞
賛
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

申
韓
之
徒
、
以
忍
人
之
心
、
立
忍
人
之
法
、
引
縄
墨
、
攻
事
情
、
循
名
責
実
、
参
伍
不
失
。
此
可
行
乎
一
時
富
強
之
計
、
而
非
長
世
経

国
之
道
也
。

（
申
不
害
・
韓
非
な
ど
の
法
家
者
は
、
無
情
の
心
で
無
情
な
法
律
を
作
り
、
法
律
で
物
事
を
捕
捉
す
る
よ
う
に
務
め
、
発
言
を
実
際
の

行
動
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、
参
験
参
伍
を
徹
底
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
の
方
法
は
一
時
的
に
は
富
国
強
兵
が
可
能
で
あ
る
が
、
長

期
に
わ
た
っ
て
国
を
治
め
る
方
法
で
は
な
い

こ
れ
に
対
し
て
蒲
坂
園
は
、

七
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七
;¥ 

愚
謂
不
然
。
夫
良
医
之
徐
甚
病
也
、
施
劇
剤
。
聖
人
之
刑
乱
国
也
、
用
重
典
。
公
子
生
遭
喪
乱
、
宗
国
削
弱
、
以
為
非
富
国
強
兵
、
無

以
供
軍
応
敵
也
。
非
信
賞
必
罰
、
無
以
塞
邪
止
姦
也
。
而
世
之
飾
仁
義
為
迂
弘
、
欲
以
治
危
乱
垂
亡
之
園
者
、
猶
之
腐
索
而
御
騨
馬
也
。

其
踊
徐
僅
燕
含
噌
之
轍
必
也
。
故
日
時
異
備
異
。
公
子
之
言
救
時
病
之
薬
石
哉
。

（
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
そ
も
そ
も
名
医
が
重
病
を
治
療
す
る
際
に
は
や
は
り
劇
薬
を
投
与
す
る
。
そ
れ
と
同
じ
で
聖
人
が
乱
れ
た

国
を
統
治
す
る
と
き
に
は
厳
し
い
法
律
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
皇
族
で
あ
っ
た
韓
非
は
戦
国
の
世
に
生
ま
れ
、
祖
国
は
滅
亡
の
危
機

に
瀕
し
て
お
り
、
富
国
強
兵
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
敵
国
と
対
峠
で
き
ず
、
信
賞
必
罰
を
用
い
な
け
れ
ば
圏
内
の
悪
行
は
止
め
よ
う
が

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
仁
義
を
推
賞
し
迂
遠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
に
も
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
国
を
治
め
よ
う
と

言
う
の
は
、
今
に
も
切
れ
そ
う
な
腐
っ
た
手
綱
で
荒
馬
を
御
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
必
ず
、
徐
優
王
や
燕
王
噌
の
二
の
舞
に
な

る
。
だ
か
ら
韓
非
は
言
っ
た
の
で
あ
る
。

「
時
代
が
変
わ
る
と
対
応
も
変
わ
る
」
と
。
韓
非
の
こ
の
言
葉
は
当
時
の
弊
害
を
解
決
し

ょ
う
と
し
た
い
わ
ば
聖
人
の
薬
だ
っ
た
の
だ
）

と
言
い
、
韓
非
の
生
き
た
戦
国
と
い
う
時
代
的
要
因
、
弱
小
国
の
皇
族
と
い
う
生
い
立
ち
を
鑑
み
れ
ば
、
韓
非
が
富
国
強
兵
や
信
賞
必
罰

を
主
張
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
韓
非
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
「
時
異
備
異
」
を
引
い
て
儒
家
的
な
仁

義
一
辺
倒
で
は
当
時
の
時
代
に
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
蒲
坂
園
の
反
駁
は
芥
川
丹
丘
の
『
韓
非
子
』
批
判
に

対
し
て
一
見
焦
点
が
合
っ
て
い
な
い
よ
う
に
読
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芥
川
丹
丘
は
韓
非
の
政
治
術
を
平
時
に
長
期
的
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
て
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
国
の
非
常
時
に
は
有
効
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

蒲
坂
園
の
主
張
と
相
違
は
な
い
。
で
は
蒲
坂
園
の
反
駁
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
考
え
る
と
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
芥
川
丹
丘
が
平
時

に
儒
家
的
政
治
理
念
で
政
治
を
行
う
こ
と
を
最
善
と
考
え
、
韓
非
の
乱
世
の
政
治
術
を
あ
く
ま
で
次
善
の
方
法
と
し
て
捉
え
る
姿
勢
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
乱
世
よ
り
は
平
時
が
望
ま
し
い
こ
と
は
雪
ロ
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
、
つ
ま
り
い
っ
用
い
ら
れ
る

か
と
い
う
こ
と
と
政
治
の
方
法
論
自
体
の
評
価
と
は
無
関
係
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
不
当
に
韓
非
の
政
治
術



が
低
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
正
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
乱
世
の
政
治
術
と
は
い
え
、
時
代
の
要
請
を
見
据
え
た
政
治
術
は
き
ち
ん
と
評

価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
蒲
坂
田
が
韓
非
の
政
治
術
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か

ら
の
こ
と
で
あ
る
。

蒲
坂
固
の
韓
非
観
は
前
述
し
た
如
く
、
弱
小
の
祖
国
を
救
う
べ
く
優
れ
た
政
治
術
を
確
立
し
た
思
想
家
と
い
え
る
が
、
で
は
、
彼
は

『
韓
非
子
』
と
い
う
書
物
を
ど
う
捉
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
ほ
ぼ
定
説
が
で
き
あ
が
っ
た
自
著
部
分
と
後
学
の
学
説
と
の
分

類
に
つ
い
て
は
、

除
史
遷
所
記
及
主
道
、
揚
権
、
解
老
、
喰
老
、
八
説
、
八
経
、
六
反
、
八
姦
、
説
疑
、
論
使
、
顕
学
、
難
、
等
諸
篇
外
、
多
為
後
人
擬

託
附
益
。

（
司
馬
遷
の
史
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
孤
憤
、
五
輩
、
内
外
儲
、
説
林
、
説
難
、
と
そ
の
他
、
主
道
、
揚
権
、
解
老
、
輸
老
、
八
説
、

八
経
、
六
反
、
八
姦
、
説
疑
、
設
使
、
顕
学
、
難
、
以
外
は
大
部
分
が
後
の
人
に
よ
っ
て
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）

江戸漢学における『韓非子』の意義

と
い
っ
て
、
か
な
り
広
い
範
囲
で
自
著
を
考
え
て
い
る
。
な
か
で
も
『
老
子
』
を
法
家
流
に
解
し
た
解
老
と
喰
老
を
自
著
に
加
え
て
い
る

の
は
『
史
記
』
韓
非
列
伝
に
司
馬
遷
が
言
う
「
其
帰
本
黄
老
（
韓
非
の
根
本
は
黄
帝
老
子
で
あ
る
）
」
に
よ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、

『
史
記
』
に
対
す
る
強
い
信
頼
の
姿
勢
が
窺
え
興
味
深
い
。
自
著
部
分
の
、
即
ち
韓
非
の
思
想
に
当
た
る
部
分
の
実
用
性
に
つ
い
て
は

令
読
者
択
而
用
之
則
於
治
国
乎
何
有
。
此
諸
葛
亮
何
犯
計
之
所
以
各
進
其
主
也
。

（
も
し
『
韓
非
子
』
を
読
む
統
治
者
が
本
当
に
韓
非
の
思
想
を
選
択
し
て
実
際
に
政
治
の
場
で
採
用
し
た
な
ら
ば
、
国
家
統
治
に
於
い

て
何
も
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
諸
葛
公
明
や
何
許
が
『
韓
非
子
』
を
君
主
に
勧
め
た
の
で
あ
る
）

と
最
大
級
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
時
、
蒲
坂
田
が
迷
走
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
当
時
の
江
戸
幕
府
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
蒲
坂
園
の
『
定
本
韓
非
子
纂
聞
』
題
言
は
太
田
方
の
『
韓
非
子
』
を
賞
賛
す
る
言
を
以
て
結
ば
れ

て
い
る
。
題
言
に
言
う
、

七
九
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太
田
氏
語
予
目
、
大
学
街
義
補
引
朱
子
日
、
法
家
者
流
往
々
常
患
其
過
於
惨
刻
。
今
之
士
大
夫
恥
為
法
官
。
：
：
：
不
知
明
子
五
刑
以
弼

五
教
。
難
舜
亦
不
免
教
之
不
従
、
刑
以
督
之
。
懲
一
人
雨
天
下
知
所
勧
戒
。
所
謂
僻
以
止
陣
針
。
韓
日
殺
之
而
仁
愛
之
実
巳
行
乎
中
。
．

・
：
朱
子
之
言
与
六
反
八
説
諸
篇
所
説
正
問
。
朱
子
言
之
則
為
仁
愛
、
韓
子
言
之
則
為
惨
刻
。
其
故
何
也
。
蓋
濫
子
声
誉
者
多
市
麗
子
情

実
者
寡
也
。

（
太
田
方
氏
は
私
に
と
う
語
っ
た
。
大
学
街
義
補
が
朱
子
の
言
を
引
用
し
て
言
う
に
眠
、
法
家
思
想
を
標
傍
す
る
者
は
往
々
に
し
て
い

つ
も
無
慈
悲
で
厳
し
す
ぎ
る
弊
害
が
あ
る
。
そ
れ
で
今
の
士
大
夫
た
ち
は
法
官
と
な
る
の
を
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

・
：
し
か
し
そ
れ
は
法
に
よ
る
刑
罰
を
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
儒
教
の
教
え
を
助
け
て
い
る
こ
と
を
分
か
っ
て
い
な
い
。
あ
の
舜

で
さ
え
民
衆
を
指
導
す
る
の
に
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
き
は
刑
罰
で
導
い
た
の
で
あ
る
。

か
け
を
与
え
る
。
所
謂
「
毒
を
以
て
毒
を
制
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
人
死
刑
で
殺
し
た
と
し
て
も
そ
の
刑
罰
に
は
民

衆
に
対
し
て
の
仁
愛
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
朱
子
の
こ
の
発
言
と
『
韓
非
子
』
の
六
反
八
説
諸
篇
の
主
張
と
は
正
に

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
朱
子
が
こ
れ
を
言
え
ば
仁
愛
の
発
言
と
さ
れ
、
韓
非
が
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
も
無
慈
悲
だ
と
さ
れ
る

の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
世
間
一
般
の
評
判
に
流
さ
れ
る
者
が
多
く
て
実
状
本
質
を
見
抜
く
者
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
）

唐
李
靖
対
太
宗
日
愛
説
於
先
、
威
説
於
後
、
不
可
反
是
也
。
若
威
加
於
前
、
愛
救
於
後
、
無
益
於
事
失
O
i
－
－
－
愚
謂
読
韓
子
者
能
観
先

後
弛
張
之
用
而
体
李
衛
公
之
心
以
行
其
術
則
其
功
量
止
富
国
強
兵
巴
哉
。
予
聞
此
論
賛
歎
不
止
。
因
録
子
此
。

（
唐
の
李
靖
か
太
宗
に
言
つ
お
、
賞
よ
り
も
罰
を
優
先
す
る
と
い
う
順
序
を
逆
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
事
は
正
し
い
。
も
し
仮
に

罰
を
与
え
て
お
き
な
が
ら
賞
と
し
て
そ
れ
を
許
し
た
な
ら
ば
、
何
事
を
な
す
に
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
、
と
。
：
：
：
私
（
太
田
）

が
思
う
に
『
韓
非
子
』
を
読
む
者
が
何
が
緊
急
で
何
が
ま
だ
猶
予
が
あ
る
の
か
を
判
断
で
き
、
か
つ
唐
の
李
靖
の
よ
う
な
心
構
え
で

い
る
こ
と
が
で
き
た
上
で
『
韓
非
子
』
の
政
治
術
を
用
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
効
果
は
富
国
強
兵
の
実
現
以
上
の
も
の
が
期
待
で
き
る
。

私
（
蒲
坂
田
）
は
太
田
の
こ
の
話
を
聞
い
て
深
く
賛
嘆
し
た
。
そ
れ
で
題
言
に
録
し
た
）

一
人
を
罰
し
て
天
下
に
自
分
を
戒
め
る
き
っ



太
田
方
の
発
言
か
ら
は
『
韓
非
子
』
が
儒
家
の
朱
子
と
結
果
的
に
同
じ
主
張
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
色
眼
鏡
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て

の
不
満
が
読
み
と
れ
る
が
、
こ
こ
で
敢
え
て
朱
子
を
言
う
の
は
そ
の
不
満
の
根
底
に
寛
政
異
学
の
禁
に
よ
っ
て
異
学
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

「
実
状
を
見
抜
く
者
、
が
少
な
い
」
と
い
う
太
田
方
の
批
判
は
恐
ら
く
寛
政
異
学
の
禁
を
是
と
す
る
者
に
向
け
ら
れ
た
も

の
と
言
え
、
蒲
坂
田
は
『
韓
非
子
』
に
対
す
る
太
田
方
の
賞
賛
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
こ
の
批
判
に
も
賛
同
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
韓
非

子
』
の
政
治
術
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
太
田
方
は
唐
の
李
靖
の
言
を
引
き
、
使
用
者
に
状
況
判
断
が
で
き
る
こ
と
と
賞
罰
の
前
後
を
間

違
え
な
い
こ
と
と
い
う
一
定
の
条
件
を
課
し
て
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
何
の
条
件
も
言
わ
ず
に
賞
賛
す
る
蒲
坂
固
と
異
な
る
が
賞
賛

の
度
合
い
は
同
じ
く
最
大
級
の
も
の
で
あ
る
。
蒲
坂
固
は
国
家
の
統
治
に
有
効
で
あ
る
と
し
た
が
、
太
田
方
は
『
韓
非
子
』
を
富
国
強
兵

の
書
と
し
て
認
識
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
「
量
に
止
に
富
国
強
兵
の
み
な
ら
ん
や
」
と
い
っ
て
含
み
を
残
し
た
と
こ

ろ
に
、
当
時
の
迷
走
を
始
め
つ
つ
あ
っ
た
江
戸
幕
府
に
対
し
て
『
韓
非
子
』
の
国
家
統
治
に
対
し
て
も
有
効
性
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と

し
た
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
点
に
も
蒲
坂
園
は
賛
同
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江戸漢学における『韓非子』の意義

E
『
増
読
韓
非
子
』

蒲
坂
固
の
『
韓
非
子
』
観
は
『
増
読
韓
非
子
』
の
題
辞
及
び
付
録
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
増
読
韓
非
子
』
は
荻
生
祖
僚
の
『
読
韓

非
子
』
に
蒲
坂
田
が
補
っ
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
増
読
韓
非
子
』
の
題
辞
で
も
蒲
坂
田
は
、

念
諸
子
中
、
唯
韓
非
書
最
切
世
用
、
能
明
事
情
。

『
韓
非
子
』
だ
け
が
世
の
中
の
実
用
に
合
っ
て
お
り
、
世
の
中
の
実
状
に
明
る
い
）

（
思
う
に
諸
子
百
家
の
中
で
は
、
唯
一

と
い
っ
て
や
は
り
『
韓
非
子
』
の
実
用
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
付
録
で
は
、

論
者
以
惨
刻
少
恩
損
韓
子
。
余
謂
不
然
：
：

（
『
韓
非
子
』
の
事
を
論
じ
る
者
は
『
韓
非
子
』
を
厳
し
す
ぎ
て
情
け
が
少
な
い
と
の
理
由
で
『
韓
非
子
』
を
退
け
る
。
し
か
し
な
が

八



八

ら
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
：
：
：
）

と
い
っ
て
『
韓
非
子
』
に
対
す
る
世
間
一
般
の
批
判
に
反
駁
を
加
え
る
。
反
駁
の
理
論
は
『
定
本
韓
非
子
纂
聞
』
の
題
言
と
お
な
じ
で

「
時
異
備
異
」
を
主
張
し
て
い
る
。
『
増
読
韓
非
子
』
は
『
定
本
韓
非
子
纂
闇
』
よ
り
も
先
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
両
著
の
題
言
と
題

辞
と
を
比
較
す
れ
ば
蒲
坂
田
の
『
韓
非
子
』
研
究
の
進
展
の
具
合
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
題
言
で
『
韓
非
子
』
に
は
自
著
と
後
人
の
附
益

の
部
分
が
混
在
し
て
い
る
の
で
そ
の
点
に
注
意
し
て
統
治
者
が
読
め
ば
国
家
統
治
に
有
効
で
あ
る
言
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
具
体
的
な

篇
名
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
題
辞
で
は
、

書
中
上
韓
王
者
有
之
。
故
多
感
憤
。
秦
人
投
時
好
而
附
益
者
有
之
。
故
多
過
激
。
使
善
読
者
独
執
此
術
不
用
其
心
、
則
於
治
国
乎
何
有
。

此
諸
葛
亮
何
許
之
所
以
各
進
其
主
也
。

（
『
韓
非
子
』
中
に
は
韓
王
に
上
奏
し
た
部
分
が
あ
る
。
だ
か
ら
感
情
が
高
ぶ
っ
た
り
憤
っ
て
い
る
篇
が
あ
る
。
ま
た
秦
人
が
当
時
の

風
潮
に
合
わ
せ
て
『
韓
非
子
』
に
つ
け
加
え
た
部
分
が
あ
る
。
だ
か
ら
内
容
が
過
激
な
篇
が
あ
る
。
も
し
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
し
っ

か
り
分
か
っ
た
上
で
『
韓
非
子
』
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
者
が
『
韓
非
子
』
の
説
く
術
を
用
い
て
、
『
韓
非
子
』
の
不
適
当
な
部
分

を
採
用
し
な
か
っ
た
ら
国
家
統
治
に
於
い
て
侭
も
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
諸
葛
公
明
や
何
許
が
『
韓
非
子
』
を
君

主
に
勧
め
た
の
で
あ
る
）

の
よ
う
に
、
具
体
的
な
篇
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
『
増
読
韓
非
子
』
か
ら
『
定
本
韓
非
子
纂
聞
』
の
間

に
蒲
坂
田
の
研
究
が
進
ん
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
『
韓
非
子
』
の
有
効
性
を
保
証
す
る
読
書
上
の
留
意
点
で
は
、
題
言
で
は
自
著
部
分

を
重
視
し
後
人
の
附
益
し
た
篇
と
の
区
別
に
注
意
す
る
こ
と
し
か
言
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
て
、
題
辞
に
示
し
た
『
韓
非
子
』
の
自
著
部
分

で
も
感
情
的
に
書
か
れ
た
部
分
は
実
際
の
政
治
に
は
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
省
か
れ
て
い
る
。
常
識
的
に
考
え
る
と
題
辞
の
ほ
う

が
適
切
な
注
意
点
で
あ
り
、
蒲
坂
固
の
研
究
が
進
ん
だ
分
、
『
韓
非
子
』
の
実
用
へ
の
意
識
が
薄
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
増
読
韓
非
子
』
の
付
録
に
は
『
韓
非
子
』
の
考
証
学
的
資
料
と
し
て
の
価
値
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。



多
古
事
古
言
可
以
発
経
典
之
義
者
、
朱
子
解
易
亦
引
此
書
以
此
故
也
。
如
之
何
其
遠
斥
而
高
閣
之
。
読
者
察
諸
。

（
『
韓
非
子
』
に
は
古
事
古
言
が
多
く
て
、
い
ま
で
は
理
解
し
守
か
た
く
な
っ
た
経
典
の
意
味
が
『
韓
非
子
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
が
あ
る
。
朱
子
が
易
を
解
す
る
と
き
に
『
韓
非
子
』
を
引
用
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
ど
う
し
て
『
韓

非
子
』
を
な
い
が
し
ろ
に
し
読
ま
な
い
で
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
読
者
に
は
こ
の
こ
と
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
）

こ
こ
で
も
気
に
な
る
の
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
朱
子
で
あ
る
。
付
録
が
書
か
れ
た
の
が
享
和
二
年
二
八

O
二
）
で
あ
る
か
ら
寛
政
異

学
の
禁
を
経
て
い
る
。
朱
子
、
が
『
韓
非
子
』
を
参
考
に
し
た
と
敢
え
て
言
う
こ
と
の
意
味
は
、

一
見
、
朱
子
の
名
を
借
り
て
『
韓
非
子
』

に
権
威
付
け
を
行
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
蒲
坂
固
が
荻
生
担
保
の
門
下
で
あ
り
先
生
の
著
書
に
付
録
と
し
て
書
い
て
い

る
事
を
考
え
る
と
朱
子
学
に
対
し
て
『
韓
非
子
』
を
含
め
た
諸
子
学
の
優
位
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

そ
う
考
え
る
と
「
読
む
者
、
諸
を
察
せ
よ
」
と
い
う
蒲
坂
固
の
言
葉
は
重
く
感
じ
ら
れ
る
。

江戸漢学における『韓非子』の意義

E
『
韓
非
子
翼
轟
』

次
に
、
太
田
方
の
『
韓
非
子
翼
轟
』
を
見
て
み
る
。

『
韓
非
子
翼
轟
』
は
今
、
漢
文
体
系
に
収
録
さ
れ
て
い
て
日
本
人
の
『
韓
非
子
』
の
注
釈
書
と
し
て
は
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の

の
一
冊
で
あ
る
。

『
韓
非
子
翼
轟
』
の
序
に
太
田
方
は
『
韓
非
子
』
の
特
徴
を
簡
潔
に
示
し
て
い
る
。

其
為
学
也
、
原
於
道
徳
、
貴
乎
無
為
、
務
在
喰
人
主
。

（
韓
非
の
学
聞
は
道
徳
に
基
づ
い
て
無
為
を
尊
び
、
そ
の
目
的
は
君
主
を
諭
す
こ
と
で
あ
る
）

こ
の
道
家
的
な
タ
l
ム
で
表
現
さ
れ
る
韓
非
観
は
や
は
り
司
馬
遷
の
『
史
記
』
を
受
け
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
韓
非
子
』
の
目
的
と

し
た
「
君
主
を
諭
す
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
、
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夫
人
主
之
道
、
以
群
臣
所
陳
言
授
之
名
、
以
其
名
責
其
形
。
形
当
其
名
、
名
当
其
形
則
賞
。
形
不
当
其
名
、
名
不
当
其
形
則
罰
。
故
日

形
名
之
学
。

（
そ
も
そ
も
人
主
の
行
う
べ
き
は
、
群
臣
た
ち
の
発
言
に
責
任
を
持
た
せ
、
そ
の
責
任
を
も
と
に
結
果
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
発
言

一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
罰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
韓
非
子
』
の
学
を
形
名
の
学
と
い

と
結
果
が
一
致
し
て
い
れ
ば
賞
し
、

う
の
で
あ
る
）

と
言
っ
て
、
形
名
の
学
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
『
韓
非
子
』
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
時
代
の
要
請
に
よ
っ
て
政
治
術
が
異
な
る
と

い
う
考
え
方
に
つ
い
て
も
、

非
儒
術
市
倍
先
王
絶
文
学
而
議
詩
書
。
其
故
何
哉
。
壊
乱
異
勢
治
術
不
問
。
古
今
殊
時
礼
法
不
一
。

（
『
韓
非
子
』
は
儒
家
の
政
治
術
を
否
定
し
先
王
の
教
え
を
踏
襲
せ
ず
、
机
上
の
学
問
を
否
定
し
、
詩
経
及
び
書
経
を
社
会
の
害
だ
と

し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
今
の
戦
国
の
世
は
儒
教
の
教
え
が
通
用
し
た
時
代
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
当
然
政
治
術
も
異
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
今
と
昔
で
は
時
代
が
違
い
通
用
す
る
礼
や
法
は
同
じ
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
）

と
言
っ
て
、
支
持
し
て
い
る
。
蒲
坂
固
と
は
違
っ
て
直
接
的
に
国
家
統
治
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
口
調
で
『
韓
非
子
』
の
実
効
性
を
挙
げ

て
賞
賛
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
太
田
方
も
『
韓
非
子
』
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
評
価
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
世
間
一
般
が
儒
教
を
尊
び
儒
家
の
経
典
が
流
行
す
る
ほ
ど
に
は
『
韓
非
子
』
が
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
に
不
満
を
感

じ
る
こ
と
に
な
る
。

夫
繕
紳
先
生
先
入
子
文
雅
之
門
、
優
瀞
乎
礼
楽
之
場
、
漸
積
之
後
、
初
窺
形
名
。
故
願
越
乎
峻
厳
、
肱
曜
乎
高
麗
。
前
論
為
主
後
言
見

積
。
学
斯
道
者
嫌
乎
少
恩
、
修
斯
術
者
疑
乎
惨
破
。
以
為
妨
於
仁
義
市
害
於
詩
書
。
故
鮮
有
敢
為
之
注
解
駕
者
奏
。

（
官
僚
に
な
る
人
た
ち
は
先
ず
文
学
の
勉
強
か
ら
入
り
、
次
い
で
礼
楽
に
親
し
み
、
し
ば
ら
く
し
た
後
で
形
名
の
学
に
接
す
る
こ
と
に

な
る
。
だ
か
ら
形
名
の
学
の
峻
厳
さ
に
驚
き
、
高
疑
さ
に
目
を
肱
ま
せ
る
。
だ
か
ら
彼
ら
は
儒
教
を
主
と
な
し
法
家
の
学
を
な
い
が



し
ろ
に
す
る
。
そ
し
て
し
い
て
法
家
の
形
名
の
学
を
学
ん
だ
者
で
も
、
情
け
が
少
な
い
こ
と
を
嫌
い
、
ま
た
形
名
の
学
の
実
践
理
論

を
修
め
た
者
も
厳
し
す
ぎ
る
と
懐
疑
的
に
な
る
。
そ
れ
で
彼
ら
は
結
局
は
『
韓
非
子
』
は
仁
義
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
詩
経
書
経
の

教
え
に
有
害
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
な
か
で
敢
え
て
『
韓
非
子
』
の
注
釈
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
は
少
な

、
っ
，
tf
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世
間
が
『
韓
非
子
』
を
正
当
に
評
価
し
な
い
か
ら
こ
そ
自
分
で
『
韓
非
子
』
の
正
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
と
い
う
想
い
が
多
大
な
犠
牲

を
周
り
の
人
間
に
強
い
な
が
ら
『
韓
非
子
翼
毒
』
を
出
版
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
石
。

太
田
方
の
『
韓
非
子
』
と
い
う
書
物
に
対
す
る
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
は
、
巻
首
の
初
見
秦
篇
と
存
韓
篇
を
『
韓
非
子
』
か
ら
分
離
し

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
学
者
が
『
韓
非
子
』
の
篇
の
構
成
に
つ
い
て
、
自
著
部
分
か
そ
れ
以
外
か
、
韓
非
学
派
の
作
品
か
そ

れ
以
外
か
等
に
つ
い
て
自
説
を
表
明
し
な
が
ら
も
、
『
韓
非
子
』
二
十
巻
五
十
五
篇
と
い
う
枠
組
み
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
太

田
方
は
そ
れ
を
敢
え
て
行
っ
た
。

江戸漢学における『韓非子』の意義

此
書
巳
在
韓
子
入
於
秦
之
前
奏
。
何
得
首
有
初
見
秦
存
韓
二
篇
哉
。
：
：
：
文
且
二
篇
史
官
記
事
之
体
而
非
憤
士
著
書
之
旨
也
。
以
是
観

之
、
此
二
篇
蓋
一
時
好
事
者
或
以
二
事
冠
書
目
以
序
韓
子
事
、
後
人
不
弁
列
之
篇
目
奏
。
今
更
附
子
巻
端
以
難
言
為
首
篇
。
凡
五
十
三

篇
。
附
二
篇
。

（
『
韓
非
子
』
は
韓
非
が
秦
に
入
国
す
る
前
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
初
見
秦
篇
と
存
韓
篇
が
巻
首
に
あ
り
得

る
だ
ろ
う
か
0

・
：
：
・
ま
た
こ
の
二
篇
は
歴
史
官
が
書
い
た
文
体
で
あ
り
、
憤
り
に
満
ち
た
者
の
書
く
よ
う
な
内
容
で
は
な
い
。
こ
れ

か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
二
篇
は
あ
る
時
何
者
か
が
二
つ
の
話
を
『
韓
非
子
』
の
巻
首
に
つ
け
て
韓
非
の
紹
介
と
し
た
も
の
を
後
の
人

が
弁
別
せ
ず
に
『
韓
非
子
』
の
篇
と
し
て
加
え
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
い
ま
改
め
て
こ
の
二
篇
を
付
録
と
し
て
難

言
を
第
一
篇
と
す
る
。
『
韓
非
子
』
五
十
三
篇
、
付
録
二
篇
で
あ
る
）

現
在
で
は
初
見
秦
篇
と
存
韓
篇
は
『
韓
非
子
』
に
存
在
す
る
こ
と
に
間
違
い
な
く
疑
問
が
あ
る
篇
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で

A 
五
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は
太
田
方
の
判
断
は
英
断
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
後
に
誰
も
太
田
方
に
追
従
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
不
評
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
篇
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
と
篇
の
構
成
に
手
を
入
れ
る
こ
と
と
は
学
者
の
守
備
範
囲
の
意
識
に
微
妙
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

太
田
方
は
『
韓
非
子
翼
毒
』
の
肢
の
な
か
で
、
『
韓
非
子
翼
毒
』
が
生
涯
、
未
定
稿
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
問
題
は

な
い
が
、
気
に
か
か
る
の
は
、
そ
の
例
え
と
し
て
朱
子
及
び
程
伊
川
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

昔
者
朱
晦
巷
為
図
書
集
注
、
晩
尚
改
誠
意
章
。
程
伊
川
作
易
伝
以
為
終
身
未
定
。
今
以
調
之
資
、
修
先
泰
之
文
。
蓋
棺
猶
且
不
定
。

（
か
つ
て
朱
子
が
四
書
集
注
を
作
っ
た
と
き
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
誠
意
の
章
を
改
め
た
。
程
伊
川
も
易
伝
を
作
っ
た
と
き
死
ぬ
ま
で

未
定
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
い
ま
私
は
浅
学
な
の
に
先
秦
の
文
章
の
注
釈
を
作
っ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
死
ぬ
ま
で
未
定
で
あ
る
）

『
韓
非
子
翼
毒
』
の
序
と
肢
に
書
か
れ
た
年
号
か
ら
考
え
る
と
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
の
が
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
で
あ
り
書
き
上
げ

た
の
が
享
和
元
年
（
一
八

O
こ
で
あ
る
。
聞
に
寛
政
年
聞
を
挟
ん
で
い
る
。
序
で
は
『
韓
非
子
』
の
時
代
認
識
の
正
し
さ
を
際
だ
た
せ

る
た
め
に
、

然
世
儒
不
知
。
妄
託
仲
尼
之
跡
、
空
言
先
王
之
法
、
口
説
書
舜
之
道
、
虚
論
揚
武
之
義
：
：
：
。

（
時
代
は
変
化
し
た
の
に
、
世
間
の
儒
者
は
そ
れ
を
分
か
っ
て
い
な
い
。
妄
り
に
孔
子
の
教
え
に
頼
り
、
ひ
た
す
ら
に
先
王
の
法
を
主

張
し
、
口
々
に
莞
舜
の
道
を
説
き
、
無
駄
に
湯
王
武
王
の
義
を
論
じ
て
い
る
）

と
い
い
、
韓
非
の
主
張
を
賞
賛
す
る
た
め
に
韓
非
の
主
張
を
全
面
的
に
採
用
し
て
書
い
た
と
は
言
え
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
儒
家
に

対
し
て
批
判
め
い
て
い
る
が
、
肢
で
は
朱
子
、
程
伊
川
に
倣
っ
た
と
す
る
の
は
、
や
は
り
寛
政
異
学
の
禁
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。
『
韓
非

子
』
は
当
然
異
学
で
あ
る
。
そ
の
注
釈
書
を
世
に
出
す
に
は
正
学
に
対
し
て
配
慮
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
深
い
こ
と
で

あ
る
。
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『
韓
非
子
解
詰
』

次
に
、
津
田
鳳
卿
の
『
韓
非
子
解
詰
』
を
見
て
み
る
。

津
田
鳳
卿
の
『
韓
非
子
』
観
は
韓
子
綱
領
と
后
叙
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
津
田
鳳
卿
も
や
は
り
『
韓
非
子
』
が
時
代
の
要
請
に
応
え

る
実
用
の
書
だ
と
認
識
し
評
価
し
て
い
る
。
后
叙
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

顧
韓
子
之
為
書
、
卑
虚
名
貴
実
用
務
兵
農
掛
蜜
蝿
排
抵
職
警
時
君
。

（
思
う
に
『
韓
非
子
』
は
中
身
の
な
い
意
見
を
退
け
実
用
を
重
ん
じ
、
富
国
強
兵
に
務
め
国
家
に
と
っ
て
有
害
な
官
僚
や
他
人
を
出
し

抜
く
こ
と
し
か
考
え
な
い
者
を
揖
排
し
時
の
君
主
を
戒
め
る
書
物
で
あ
る
）

自
古
明
王
賢
相
用
是
都
時
可
一
堂
以
通
時
務
以
助
世
法
。

（
普
か
ら
明
主
や
賢
相
は
『
韓
非
子
』
を
用
い
て
ひ
ろ
く
伝
え
て
時
の
務
め
を
こ
な
し
、
世
間
に
法
を
う
ま
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
た
）

ま
た
、
韓
子
綱
領
で
も
、

江戸漢学における『韓非子』の意義

蓋
調
去
害
而
後
利
可
得
立
也
。
執
調
後
恥
格
之
教
乎
。

（
思
う
に
『
韓
非
子
』
は
先
に
有
害
な
要
素
を
取
り
除
い
て
そ
う
し
て
初
め
て
国
家
の
安
泰
が
保
て
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
ど
う
し

て
儒
教
に
劣
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
）

日
宰
相
当
用
読
書
之
人
：
：
：
所
謂
書
也
者
応
先
屈
指
於
韓
子
実
。
吾
嘗
日
韓
子
是
避
好
符
、
宜
写
一
部
置
人
主
左
右
不
断
講
読
知
露
蝿

所
由
暁
狗
虎
所
藷
。
使
姦
完
胆
冷
骨
驚
、
不
謹
掩
蔽
将
謀
。
故
日
天
下
人
君
必
読
書
。

（
宰
相
に
は
読
書
人
を
登
用
す
る
の
が
よ
い
。
：
：
：
所
謂
書
物
と
い
え
ば
ま
ず
『
韓
非
子
』
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
嘗
て
言
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
『
韓
非
子
』
は
悪
を
遠
ざ
け
る
こ
と
を
説
く
書
物
で
あ
る
か
ら
、
一
冊
書
き
写
し
て
君
主
の
側
に
置
き
、
い
つ
も

読
み
聞
か
せ
国
家
に
と
っ
て
有
害
な
者
が
ど
う
や
っ
て
君
主
に
近
づ
く
の
か
、
権
力
を
手
中
に
収
め
よ
う
と
す
る
者
が
ど
ん
な
手
段

を
使
う
の
か
を
君
主
に
分
か
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
邪
な
者
た
ち
を
不
安
に
さ
せ
行
動
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
君
主
が
邪
な

八
七
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者
た
ち
へ
の
対
策
に
煩
わ
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
す
る
。
だ
か
ら
『
韓
非
子
』
は
天
下
の
君
主
に
と
っ
て
必
読
の
書
な
の
で
あ

る

と
言
っ
て
、
『
韓
非
子
』
を
君
主
の
必
読
書
と
し
て
い
る
。
儒
教
へ
の
対
抗
意
識
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
や
は
り
諸
子
学
を
学
ぶ
者
に
と
っ

て
は
儒
学
と
の
優
劣
の
比
較
は
相
当
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
津
田
鳳
卿
が
『
韓
非
子
』
を
実
用
の
書
と
し
て
評
価
し

て
い
る
の
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
評
価
内
容
は
と
い
う
と
、
形
名
の
学
で
あ
り
賞
罰
で
あ
る
。
韓
子
綱
領
に
言
う
。

所
謂
刑
名
形
名
也
。
非
調
重
刑
責
名
之
調
也
、
参
審
言
行
之
謂
也
。
：
：
：
為
人
臣
者
陳
事
而
言
。
君
以
其
言
授
之
事
専
以
其
事
責
其
功
、

功
当
其
事
、
事
当
其
言
則
賞
、
功
不
当
其
事
、
事
不
当
其
言
則
罰
。
是
之
謂
刑
名
之
学
。
西
漢
名
臣
如
公
孫
弘
晃
錯
輩
皆
講
此
学
輔
弼

王
室
。

（
所
謂
刑
名
と
は
形
名
の
こ
と
で
あ
る
。
重
刑
を
も
ち
い
て
職
責
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
発
言
と
行
動
の
一
致
不
一
致

を
調
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
臣
は
自
分
の
考
え
を
発
言
と
し
て
君
主
に
言
う
。
君
主
は
そ
の
発
言
を
聞
い
て
臣
下
に
職
責
を

与
え
、
そ
の
職
責
を
果
た
し
た
か
ど
う
か
で
功
績
を
は
か
る
。
功
績
が
職
責
に
合
っ
て
い
て
、
果
た
し
た
職
責
が
最
初
の
発
言
と
一

致
し
て
い
れ
ば
賞
を
与
え
、
功
績
が
職
責
と
合
っ
て
お
ら
ず
、
職
責
が
発
言
と
合
っ
て
い
な
い
と
き
は
罰
す
る
。
こ
れ
を
刑
名
の
学

と
言
う
。
前
漢
の
名
臣
、
公
孫
弘
や
駆
錯
な
ど
は
こ
の
刑
名
の
学
を
極
め
て
王
室
を
助
け
た
の
で
あ
る
）

天
無
春
秋
不
能
為
歳
、
君
無
賞
罰
不
能
治
国
。
人
主
普
操
無
失
則
於
治
国
乎
何
有
。

（
天
に
季
節
が
な
か
っ
た
ら
一
年
を
数
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
よ
う
に
、
君
主
が
賞
罰
を
用
い
な
か
っ
た
ら
国
を
治
め
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
君
主
が
賞
罰
を
し
っ
か
り
と
運
用
し
賞
罰
の
執
行
権
を
失
わ
な
か
っ
た
ら
国
家
統
治
に
何
の
問
題
も
生
じ
な
い
）

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
津
田
鳳
卿
も
他
の
学
者
と
同
じ
よ
う
に
『
韓
非
子
』
を
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
津
田
鳳
卿
は

韓
子
綱
領
で
『
韓
非
子
』
の
性
格
上
、
常
時
用
い
る
べ
き
理
論
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
津
田
鳳
卿
は
『
韓
非
子
』
を
、

教
開
国
察
主
専
依
法
術
是
教
猿
昇
木
也
。



（
創
業
の
明
主
に
『
韓
非
子
』
の
説
く
法
術
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
教
え
る
の
は
猿
に
木
登
り
を
教
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）

嘗
評
非
之
言
、
有
用
子
世
。
猶
之
取
天
下
必
用
攻
伐
。
緩
乱
之
術
不
得
不
出
子
此
。
然
而
至
其
守
成
則
有
典
講
在
失
。

（
嘗
て
『
韓
非
子
』
の
説
は
世
の
中
に
有
用
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
天
下
を
取
る
際
に
必
ず
武
力
を
用
い
る
よ
う
な
も

の
で
決
し
て
穏
や
か
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
乱
れ
た
世
を
正
す
に
は
そ
の
よ
う
に
強
権
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
成
し
遂
げ
た
あ
と
は
『
韓
非
子
』
は
必
要
な
く
書
経
の
二
典
三
諜
の
よ
う
な
儒
家
的
な
手
法
が
よ
い
）

と
言
っ
て
、
創
業
及
び
援
乱
反
正
に
限
定
し
て
有
効
な
書
物
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
性
格
上
、
説
と
し
て
行
き
過
ぎ
て
い
る
所
が

あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。

江戸漢学における『韓非子』の意義

韓
子
之
書
多
矯
俗
之
説
、
其
極
激
属
。
夫
矯
箭
者
先
反
張
其
曲
漸
自
帰
直
。
若
始
直
之
而
巳
則
不
日
反
曲
。
：
：
：
戦
国
求
効
於
目
前
。

故
往
往
有
過
爽
至
爆
焦
者
。

（
『
韓
非
子
』
は
世
俗
を
矯
正
し
よ
う
と
い
う
説
が
多
く
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
厳
し
い
。
そ
も
そ
も
弓
矢
の
曲
が
り
を
直
す
者
は
ま

ず
曲
が
っ
て
い
る
方
と
は
反
対
に
曲
げ
る
。
す
る
と
し
ば
ら
く
す
る
と
自
然
と
真
っ
直
ぐ
に
戻
る
。
も
し
は
じ
め
か
ら
真
っ
直
ぐ
に

し
た
だ
け
な
ら
、
す
ぐ
さ
ま
元
通
り
曲
が
っ
て
し
ま
う
。
：
：
：
し
か
し
な
が
ら
戦
国
時
代
に
は
結
果
を
す
ぐ
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
『
韓
非
子
』
の
説
に
は
曲
が
っ
た
矢
を
直
そ
う
と
し
て
矢
を
火
に
あ
ぶ
り
な
が
ら
あ
ぶ
り
す
ぎ
て
燃
や
し
て
し

ま
う
と
い
う
も
の
が
ま
ま
あ
る
）

た
だ
、
闇
雲
に
『
韓
非
子
』
を
賞
賛
す
る
の
で
は
な
く
冷
静
に
み
て
い
る
津
田
鳳
卿
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
津
田
鳳
卿
の
冷
静
な
姿
勢
は

『
韓
非
子
』
と
儒
家
的
な
書
物
と
を
対
立
的
に
捉
え
ず
に
、
『
韓
非
子
』
は
創
業
・
乱
世
に
、
儒
家
的
な
教
え
は
守
成
・
平
時
に
、
と
そ

れ
ぞ
れ
の
性
質
を
踏
ま
え
て
見
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
た
だ
、
対
立
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
津
田
鳳
卿
は
『
韓
非
子
』
は
儒
家
の

教
え
を
否
定
し
て
は
お
ら
ず
、
本
質
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。

自
不
失
其
正
語
治
則
桑
舜
、
云
学
則
証
孔
子
。
韓
子
之
其
心
可
知
也
。
然
而
措
仁
義
議
先
聖
、
醒
世
激
俗
之
一
術
。
若
老
禅
罵
祖
然
。

八
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嘘
戦
国
所
謂
仁
義
絶
非
孔
氏
之
旧
也
。

（
何
も
せ
ず
に
治
ま
っ
て
い
る
と
き
に
は
政
治
で
は
嘉
舜
を
称
え
学
問
で
は
孔
子
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
本
質
で
あ
っ
て
も
『
韓
非
子
』
は
書
中
で
仁
義
を
攻
撃
し
先
聖
を
誘
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
世
俗
に

対
す
る
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ク
療
法
で
あ
る
。
禅
士
が
達
磨
を
詩
っ
た
よ
う
な
も
の
で
本
質
的
に
否
定
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
韓

非
子
』
が
否
定
す
る
戦
国
時
代
の
仁
義
は
孔
子
の
そ
れ
と
は
全
く
違
う
の
で
あ
る
）

こ
の
よ
う
に
『
韓
非
子
』
が
否
定
し
た
儒
家
は
本
当
の
儒
家
で
は
な
い
の
で
『
韓
非
子
』
が
儒
家
を
否
定
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す

る
の
は
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
津
田
鳳
卿
が
当
時
の
正
学
で
あ
っ
た
儒
教
に
遠
慮
し
た
或
い
は
迎
合
し
よ
う
と
し
た

『
韓
非
子
』
の
こ
の
本
質
を
知

°iD 

現
れ
と
も
と
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
朱
子
の
引
用
に
も
、
通
ず
る
。

朱
晦
翁
云
看
文
字
須
是
猛
将
用
兵
。
：
：
：
読
韓
子
者
須
微
良
相
意
想
而
后
僅
得
作
者
苦
心
。

（
朱
子
は
読
書
は
猛
将
が
兵
を
使
う
よ
う
に
行
う
べ
き
だ
と
言
っ
た
。
：
：
：
『
韓
非
子
』
を
読
む
者
は
優
れ
た
宰
相
が
考
え
を
巡
ら
す

の
に
倣
っ
て
は
じ
め
て
少
し
だ
け
作
者
の
苦
心
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
）

朱
晦
翁
云
老
蘇
只
取
孟
子
論
語
韓
子
与
諸
聖
人
之
書
、
安
坐
而
読
之
者
七
八
年
、
後
来
徴
出
許
多
文
字
。

（
朱
子
は
言
っ
た
、
蘇
淘
は
『
孟
子
』
『
論
語
』
『
韓
非
子
』
と
聖
人
の
書
を
手
に
取
り
落
ち
つ
い
て
座
っ
て
七
、
八
年
か
け
て
読
ん

だ
。
そ
の
後
で
多
く
の
著
作
を
成
し
た
の
で
あ
る
、
と
）

蒲
坂
固
に
せ
よ
太
田
方
に
せ
よ
、
朱
子
の
名
を
引
く
。
こ
の
時
期
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

津
田
鳳
卿
の
韓
非
個
人
に
つ
い
て
の
評
価
も
極
め
て
高
い
。
そ
れ
は
「
申
韓
」
と
並
称
さ
れ
る
申
不
害
と
韓
非
と
を
比
べ
評
し
て
い
る

部
分
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。

人
云
申
韓
是
以
歳
次
論
也
。
以
予
品
隙
二
君
子
、
申
不
害
幸
遇
韓
昭
之
講
治
：
：
：
顧
其
押
検
、
術
数
有
余
而
至
誠
不
足
也
。
非
子
則
兼

用
法
術
憂
国
著
書
O
i
－
－
－
乃
知
非
子
在
韓
、
秦
不
易
下
手
。
可
謂
雄
俊
之
宝
臣
。
：
：
：
功
不
在
不
害
之
下
。



（
人
は
申
韓
と
言
っ
て
申
不
害
と
韓
非
を
時
代
順
に
並
称
す
る
。
た
だ
、
私
が
二
人
を
品
定
め
す
る
な
ら
ば
、
申
不
害
は
幸
運
に
も
韓

の
昭
侯
の
改
革
機
運
時
に
巡
り
合
わ
せ
た
。
：
：
：
し
か
し
、
申
不
害
の
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
術
数
に
突
出
し
て
お
り
、
誠

実
さ
に
欠
け
て
い
討
。
こ
れ
に
対
し
て
韓
非
は
法
と
術
と
を
兼
用
し
祖
国
の
危
機
を
憂
え
て
そ
の
た
め
に
書
を
著
し
た
。
韓
非

が
韓
に
い
る
と
秦
は
韓
を
攻
め
に
く
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
韓
非
は
雄
俊
な
宝
臣
と
言
え
る
。
：
：
：
韓
非
の
功
績
は
申
不
害
に
劣

る
も
の
で
は
な
い
）

韓
非
の
愛
国
心
と
敵
国
に
評
価
さ
れ
た
と
い
う
理
論
の
正
し
さ
か
ら
考
え
て
韓
非
が
申
不
害
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
す
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
申
不
害
が
幸
運
だ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
韓
非
が
時
運
、
人
運
と
も
に
巡
り
会
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
津
田
鳳
卿

の
評
価
に
ひ
い
き
目
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
韓
非
の
悲
劇
性
こ
そ
が
『
韓
非
子
』
を
世
に
伝
え
た
大
き
な
要
因

で
も
あ
る
。

お
わ
り
に

江戸漢学における『韓非子』の意義

本
稿
で
は
、
『
韓
非
子
』
の
現
代
的
意
義
を
考
察
す
る
た
め
の
前
段
階
と
し
て
、
江
戸
期
に
著
さ
れ
た
四
冊
の
『
韓
非
子
』
の
注
釈
書

に
現
れ
た
『
韓
非
子
』
観
及
び
韓
非
観
を
み
て
き
た
。
や
は
り
『
韓
非
子
』
に
つ
い
て
は
実
用
書
、
世
の
役
に
立
つ
書
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
し
て
ど
の
先
哲
達
も
『
韓
非
子
』
が
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
書
物
で
あ
る
こ
と
と
、
抽
象
的
理
念
で
は
な
く
具
体
的
に

「
信
賞
必
罰
」
「
刑
名
参
同
」
と
い
っ
た
実
行
可
能
な
政
治
術
を
説
い
て
い
る
こ
と
と
を
賞
賛
す
る
。
『
韓
非
子
』
に
対
し
て
従
来
い
わ
れ

て
き
た
厳
し
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
も
、
『
韓
非
子
』
に
そ
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
こ
と
は
認
め
た
う
え
で
、
時
代
の
変
化
へ
の

対
応
、
時
代
の
要
請
に
応
え
る
と
い
う
必
要
性
か
ら
一
蹴
す
る
。
韓
非
観
に
つ
い
て
は
悲
運
の
愛
国
者
と
い
う
悲
劇
的
イ
メ
ー
ジ
で
一
致

し
て
い
る
。
そ
れ
は
体
制
に
正
当
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
韓
非
を
、
寛
政
異
学
の
禁
の
下
で
の
自
ら
の
現
状

と
重
ね
て
見
て
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
韓
非
は
異
学
を
学
ぶ
者
達
に
と
っ
て
精
神
的
な
支
柱
と
な
っ
て

九
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い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
い
て
、
必
ず
朱
子
を
引
く
こ
と
か
ら
当
時
の
諸
子
学
者
の
微
妙
な
立
場
が
想
像
さ
れ
る
。

先
達
の
『
韓
非
子
』
観
及
び
韓
非
観
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
的
に
纏
め
る
な
ら
ば
、
実
用
、
信
賞
必
罰
、
刑
名
参
同
、

時
代
の
要
請
に
応
え
る
、
愛
国
者
、
悲
運
、
悲
劇
的
結
末
と
い
っ
た
具
合
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
次
稿
で
は
、
現
代
の
実

用
面
で
『
韓
非
子
』
が
最
も
脚
光
を
浴
び
て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス
書
を
資
料
と
し
て
『
韓
非
子
』
の
現
代
的
意
義
と
日
本
人
の
『
韓
非
子
』
観

及
び
韓
非
観
の
変
遷
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

註

（1
）
ち
な
み
に
丸
善
株
式
会
社
の
和
書
・
商
品
情
報
検
索
で
『
韓
非
子
』
を
検
索
す
る
と
ヒ
ッ
ト
五
十
二
件
中
、
十
一
件
が
『
韓
非
子
』
の
名
を

関
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
書
で
あ
る
。
（
一
九
九
六
年
七
月
一
七
日
現
在
）
な
お
検
索
に
当
た
っ
て
丸
善
株
式
会
社
の
深
牧
大
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

謝
意
を
表
し
た
い
。

（2
）
日
本
人
の
『
韓
非
子
』
注
釈
書
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
猪
口
篤
志
氏
「
邦
人
の
韓
非
子
研
究
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
研
究
』
二
・
三
合
併

号
一
九
六
三
年
）
町
田
一
一
一
郎
氏
「
二
一
一
一
の
『
穂
非
子
』
注
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
大
学
川
勝
賢
亮
氏
科
研
報
告
書
』
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
。

参
照
さ
れ
た
い
。

（3
）
徐
億
は
民
を
愛
し
戦
闘
を
避
け
そ
の
結
果
自
国
を
滅
ぼ
し
た
。
『
准
南
子
』
説
山
訓
に
見
え
る
。
燕
噌
は
部
下
を
信
任
し
す
ぎ
て
国
が
乱
れ

た
。
『
史
記
』
燕
召
公
世
家
に
見
え
る
。

（4
）
現
在
で
は
孤
償
、
説
難
、
和
氏
、
姦
劫
栽
臣
、
五
露
、
顕
学
が
自
著
と
目
さ
れ
て
い
る
。

（5
）
巻
百
総
論
制
刑
之
義
上
に
あ
る
。

（6
）
李
靖
に
つ
い
て
は
旧
唐
書
巻
六
十
七
、
新
唐
書
巻
九
十
三
の
列
伝
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（7
）
『
韓
非
子
翼
義
』
の
刊
行
ま
で
の
困
難
は
駿
後
の
文
に
詳
し
い
。

（8
）
公
孫
弘
は
『
史
記
』
列
伝
五
十
二
、
晃
錆
は
『
史
記
』
列
伝
四
十
一
に
見
え
る
。

（9
）
泌
山
が
徳
山
宣
鑑
を
指
し
て
言
っ
た
言
葉
に
「
阿
仏
罵
祖
（
仏
を
し
か
り
祖
を
罵
る
ご
と
あ
る
。
『
五
燈
舎
元
』
巻
七

一
・
二
・
一
一
五
・

c
に
見
え
る
。
現
在
で
は
、
過
去
の
賢
者
よ
り
も
さ
ら
に
優
れ
よ
う
と
す
る
例
え
に
使
う
。

続
蔵
経
二
乙
・
十
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（
叩
）
『
朱
子
語
類
』
巻
十
学
四
、
読
書
法
上
に
見
え
る
。

（
日
）
『
朱
子
文
集
』
巻
七
十
四
、
治
洲
精
舎
論
学
者
に
見
え
る
。

（
ロ
）
例
え
ば
、
『
韓
非
子
』
内
儲
説
下
六
微
に
、
「
大
成
午
、
従
越
謂
申
不
害
於
韓
日
、
以
韓
重
我
於
越
。
請
以
趨
重
子
於
韓
。
是
子
有
両
韓
、

我
有
両
趨
」
と
あ
る
。

九


