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＾
韓
非
子
>
に
お
け
る

A
矛
楯
＞
説
話

A
矛
＞
と

A
楯
＞
と
の
撞
撃
ー
|
そ
の
機
能
に
お
い
て
、

A
矛
＞
と
＾
楯
＞
そ
れ
ぞ
れ
が
、
最
高
の
能
力
を
有
す
る
た
め

に
、
撞
墜
撞
着
す
る
そ
の
瞬
間
、
た
が
い
に
封
者
に
打
ち
克
つ
と

い
う
状
況
が
起
こ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
状
況
は
、
ま

さ
に
文
字
ど
お
り
、

A
矛
盾
撞
着
＞
に
他
な
ら
ぬ
。

＾
韓
非
子
＞
に
見
え
る
＾
矛
楯
＞
説
話
は
、

c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
の

定
膵
で
あ
る
＾
矛
盾
＞
と
い
う
語
の
語
源
で
あ
る
。
中
華
人
民
共

和
國
の
中
國
古
代
哲
學
史
家
は
、
こ
の
説
話
を
、
中
國
哲
學
史
に

お
け
る
＾
矛
盾
律

T
h
e
principle 
o
f
 contradiction >
の

自
覺
の
完
成
と
し
て
、
高
い
哲
學
史
的
評
債
を
典
え
て
い
る
。
そ

の
代
表
論
文
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
學
史
を
標
榜
す
る
侯
外
塵
等

＾
中
國
思
想
通
史
＞
中
の
一
篇
、
『
韓
非
子
的
世
界
観
、
知
識
論

和
遷
輯
學
』
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
論
文
は
、

A
矛
楯
＞
説
話
に
在
る
と
言
わ
れ
る

A
矛
盾
＞
の
論
理
構
造
の
反
省
を
経
て
そ
の
後
に
、
哲
學
史
的
評

債
を
興
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

X 

A
矛
楯
＞
説
話
の
哲
學
史
的
評
債
を
試
み
る
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
す
く
な
く
と
も
、

A
矛
楯
＞
説
話
が
有
す
る
＾
矛
盾
＞
の
論

理
構
造
の
厳
密
な
客
観
的
反
省
を
試
み
る
こ
と
を
要
す
る
。

A
矛

楯
＞
説
話
中
に
表
記
さ
れ
る
＾
矛
楯
＞
が
、

c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n

に

値
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
基
礎
的
検
證
さ
え
行
わ
な
い

同
論
文
の
、

A
矛
楯
＞
説
話
に
典
え
た
哲
學
史
的
評
債
に
は
疑
義

を
は
さ
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

本
小
論
は
、

A
矛
楯
＞
説
話
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
の
論
理
構
造

や
モ
チ
ー
フ
な
ど
の
徹
底
的
反
省
を
通
じ
て
、

A
矛
楯
＞
説
話
設

定
の
意
闘
を
反
省
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

狩
野
直
喜
＾
中
國
哲
學
史
＞
四
頁
『
中
國
哲
學
な
る
名
稲
は
、

西
洋
哲
學
•
印
度
哲
學
に
封
し
て
邦
人
の
命
名
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
中
國
に
は
昔
よ
り
哲
學
な
る
名
も
な
く
哲
學
史
の
名
も
な

g
 

い
。
…
…
中
國
の
學
者
の
中
に
は
、
此
の
哲
學
（
日
本
で
い
も
な

八
韓
非
子
＞
に
お
け
る
八
矛
楯
＞
説
話

加

X 

地

四
五

X 伸

子
ん

1



る
も
の
は
、
中
國
に
て
昔
か
ら
経
學
に
反
封
し
て
い
ふ
諸
子
異
端

⑱
 

の
學
…
…
に
嘗
る
も
の
と
理
解
し
た
も
の
も
あ
っ
た
』
ー
—
西
洋

哲
學
史
上
に
現
わ
れ
る
哲
學
用
語
の
漠
語
膵
の
大
部
分
は
、
明
治

哲
學
史
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
中
國
の
哲
學
界
は
、
そ

の
多
く
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

A
矛
盾
＞
と
い
う
膵
語
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
哲
學
史
上
、

形
式
論
理
學
の
最
初
の
紹
介
書
で
あ
る
、
明
治
七
年
刊
（
た
だ
し
、

正
式
に
は
明
治
十
四
年
の
第
二
版
に
よ
っ
て
、
少
し
く
普
及
し
た
と
こ
ろ
）

の
西
周
＾
致
知
啓
蒙
＞
に
は
、
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
。
思
惟
の

基
本
原
理
、
す
な
わ
ち
、

A
同
一
律
T
h
e
principle 
of 
ide, 

n
t
i
t
y
>
 
・
A
矛
盾
律
＞
．

A
排
中
律
T
h
e
principle 
of 
ex, 

e
l
u
d
e
d
 m
i
d
d
l
e
>
な
ど
を
説
明
す
る
章
に
あ
た
る
第
十
章
『
同

異
表
決
』
に
お
い
て
、

A
矛
盾
律
＞
の
概
念
の
説
明
は
あ
っ
て

も、

A
矛
盾
＞
と
い
う
語
自
身
は
、
膵
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
な

、ヽ
0

し
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
0
1
1
の
繹
語
と
し
て
、
A
矛
盾
＞
が
登
場
す
る
の

は
、
日
本
哲
學
史
上
、
最
も
早
く
醗
繹
・
編
輯
さ
れ
た
哲
學
僻
典

と
思
わ
れ
る
明
治
十
四
年
四
月
初
版
の
＾
哲
學
字
彙
＞
（
東
京
大

學
三
學
部
印
行
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

同
書
に
は
、
『
C
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
乖
角
、
背
戻
、
矛
盾
、
背
馳
、

眸
逆
、
柄
盤
、
反
言
封
（
論
）
』
と
あ
る
。
そ
の
『
反
言
封
（
論
）
』

と
い
う
語
は
、

A
矛
盾
律
＞
を
形
成
す
る
＾
矛
盾
＞
の
意
で
は
な

八
韓
非
子
>
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
説
話

い
。
演
繹
論
理
に
お
け
る
直
接
推
理
の
一
種
で
あ
る
＾
封
嘗

O
p
p
o
s
i
t
i
o
n
>
に
は
四
種
類
あ
る
が
、
そ
の
一
で
あ
る
と
こ
ろ

の
、
今
日
の
繹
語
で
言
え
ば
＾
矛
盾
封
嘗
C
o
n
t
r
a
d
i
c
t
o
r
y

O
p
p
o
s
i
t
i
o
n
>
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
c
o
n
t
r
a
d
i
c
,

t
i
o
n
の
認
語
と
し
て
、

A
矛
盾
＞
と
い
う
謬
語
は
ま
だ
定
着
し

て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
同
書
は
、
明
治
四
四
年
十
二
月
に
改
訂
さ
れ
、
第
三

版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
『
C
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
矛
盾
、

背
戻
、
撞
着
、
乖
角
、
乖
戻
、
悴
逆
、
逆
受
、
抵
獨
、
抵
梧
、
抒

格
、
柄
盤
、
自
家
撞
着
、
自
語
相
違
、
反
言
封
（
論
）
、
L
8
o
o
f

c
o
き
・
ミ
d芯
tio
、N
矛
盾
法
』
と
あ
る
。
雨
者
を
比
較
す
れ
ば
、

A
矛

盾
＞
と
い
う
語
が
、
調
語
と
し
て
、
ど
う
や
ら
定
着
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
こ
ろ
の
＾
哲
學
大
僻
書
＞
（
明
治
四
四
年
二
月
・
同
文

館
刊
）
に
は
、
＾
矛
盾
＞
と
い
う
項
が
あ
り
、
紀
平
正
美
が
執
筆

し
て
い
る
。
紀
平
は
、
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
の
形
式
論
理
學
的
概
念

を
説
明
し
た
あ
と
、
『
矛
盾
の
語
は
＾
戸
子
>
仁
意
篇
及
び
＾
韓

非
子
＞
難
一
篇
に
出
ず
。
「
楚
人
に
楯
と
矛
と
を
翠
ぐ
者
有
り
。

之
を
誉
め
て
日
く
、
吾
が
楯
の
堅
き
こ
と
、
物
能
＜
陥
す
こ
と
莫

き
な
り
と
。
又
其
の
矛
を
巻
め
て
日
く
、
吾
が
矛
の
利
き
こ
と
、

物
に
於
て
陥
さ
ざ
る
こ
と
無
き
な
り
と
。
或
ひ
と
日
く
、
子
の
矛

を
以
て
、
子
の
楯
を
阻
さ
ば
、
何
如
と
。
其
の
人
應
ふ
る
能
は

四
六



＾
韓
非
子
＞
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
説
話

そ
れ
で
は
、
嘗
時
の
中
國
の
哲
學
界
は
、

c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n

ど
の
よ
う
に
繹
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

中
國
現
代
哲
學
史
に
お
い
て
、
形
式
論
理
學
紹
介
の
啓
蒙
連
動

の
重
要
な
先
駆
者
を
學
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
厳
復

で
あ
る
。

厳
復
は
、
（
逐
語
醗
諄
で
は
な
い
が
）
醗
案
的
に
、
で
き
る
だ
け

伺

客
観
的
な
膵
述
を
つ
と
め
た
す
ぐ
れ
た
啓
蒙
家
で
あ
り
、
明
治
三

八
年
に
、

J
.
s
・
ミ
ル
の
＾
A

S
y
s
t
e
m
 
o
f
 L
o
g
i
c
~
の
前

伺

半
部
の
漠
語
諄
＾
穆
勒
名
學
>
を
出
版
し
た
。

厳
復
は
、
日
消
戦
争
に
お
け
る
中
國
の
敗
北
以
後
、
反
日
的
思

想
を
抱
き
、
哲
學
用
語
の
醗
膵
に
お
い
て
も
、
日
本
哲
學
界
が
行

な
っ
た
繹
語
と
異
な
る
よ
う
に
、
獨
自
の
膵
語
を
創
案
す
る
こ
と

に
努
め
て
い
る
。

八
矛
盾
＞
に
つ
い
て
言
え
ば
、
同
書
『
乙
・
通
論
推
證
思
抑
・

篇
七
』
の
第
五
節
に
お
い
て
、
『
相
減
』
と
繹
し
、

A
矛
盾
律
＞

を
『
相
滅
之
例
』
と
諄
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
同
節
に

お
い
て
、

A
排
中
律
＞
を
『
不
中
立
之
例
』
と
膵
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
厳
復
が
＾
矛
楯
＞
説
話
を
知
ら
ぬ
は
ず
が
な
い
。

同
節
に
お
い
て
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
、

A
矛
盾
律
＞
．

A
排
中
律
＞ を

ず
」
と
。
矛
盾
の
よ
き
説
明
と
い
ふ
べ
し
』
と
、
付
け
加
え
て
い

る
。
そ
れ
は
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
、
＾
矛
盾
＞
と
い
う
定
膵
が
成

り
立
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

四
七

の
二
者
に
よ
っ
て
、

A
物
自
儒
＞
の
認
識
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
説
を
ミ
ル
が
述
べ
て
い
る
個
所
を
、
『
以
是
二
者
為
吾

矛
、
吾
将
以
陥
「
奴
優
禰
那
」

(
n
o
u
m
e
n
o
n
A
物
自
儒
＞
．
A
本
證
＞

、、

の
音
諄
）
之
堅
盾
』
と
繹
し
て
さ
え
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

A
矛
盾
＞
を
『
相
滅
』
と
繹
し
て
い
る
の
は
、
日
本
哲
學
界
が
行
な

っ
た
『
矛
盾
』
と
い
う
繹
語
を
否
定
す
る
た
め
に
他
な
る
ま
い
。

そ
の
よ
う
な
反
封
の
た
め
の
反
封
の
立
場
の
た
め
、
同
書
全
般
に

お
い
て
哲
學
用
語
の
繹
語
が
特
異
な
も
の
と
な
り
、
奇
を
衛
う
い

う
印
象
を
さ
え
典
え
て
い
る
。

西
洋
哲
學
史
、
と
り
わ
け
形
式
論
理
學
の
紹
介
や
啓
蒙
上
の
業

績
は
と
も
か
く
、
反
日
的
態
度
に
基
づ
く
厳
復
の
哲
學
用
語
漠
語

諄
は
、
所
詮
、
反
封
の
た
め
の
反
封
の
た
め
に
、
諄
語
と
し
て
の

明
晰
性
を
欽
い
て
い
る
。
そ
れ
は
認
語
と
し
て
の
生
命
力
を
稀
薄

に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
厳
復
の
認
語
の
生
命
力
が
扁
渇
し
た
こ

と
は
、
今
日
の
、
中
華
人
民
共
和
國
の
哲
學
論
文
に
現
わ
れ
る
諸

術
語
が
そ
れ
を
如
賓
に
示
し
て
い
る
。

明
治
三
十
年
代
の
後
半
か
ら
四
十
年
代
前
半
く
ら
い
ま
で
に

は
、
日
本
哲
學
界
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
確
質
に

A
矛
盾
＞
と
い

う
定
認
が
成
り
、
そ
の
後
、
中
國
の
哲
學
界
に
も
同
膵
語
が
輸
入

さ
れ
、
し
だ
い
に
一
般
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
日
本
哲
學
史
上
、
最
初
の
形
式
論
理
學
や
、
哲
學
辟
典

の
出
版
普
及
さ
れ
た
明
治
十
四
年
ご
ろ
、
ま
だ
定
か
な
地
位
の
無



か
っ
た
そ
の

A
矛
盾
＞
と
い
う
語
が
、
諄
語
と
し
て
唯
一
化
さ

れ
、
し
だ
い
に
定
着
を
進
め
た
の
は
、
出
典
で
あ
る
＾
韓
非
子
＞

が
、
す
ぐ
れ
た
古
典
で
あ
り
、

A
矛
楯
＞
説
話
が
明
治
の
敦
養

人
に
膳
灸
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
ま
ず
大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
だ

⑱
 

ろ
う
。し

か
し
、
三
十
年
後
の
明
治
四
四
年
、
＾
哲
學
宇
彙
＞
の
改
訂

匈

版
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

明
治
哲
學
史
は
、
こ
の
間
、
固
有
の
哲
學
史
的
運
動
を
と
げ
、
早

く
も
、
同
年
、
西
田
幾
多
郎
＾
善
の
研
究
>
を
産
出
し
て
い
る
。

本
質
的
に
は
、
明
治
哲
學
史
痰
展
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
＾
矛
盾
＞

の
概
念
を
消
化
し
、
深
化
し
、
認
語
と
し
て
の
定
着
を
進
め
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
西
田
は
、
同
書
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、

同
年
登
表
の
＾
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
て
>
に

お
い
て
も
、
＾
矛
盾
＞
の
論
理
を
表
現
す
る
た
め
に
、
＾
矛
盾
＞

と
い
う
膵
語
を
駆
使
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
定
着
を
さ
ら
に
可
能
に
し
た
の
は
、
や
は
り
、

＾
矛
楯
＞
説
話
自
身
、
そ
の
定
着
に
堪
え
得
る
よ
う
な
、
＾
矛
盾

律
＞
の
本
質
を
衝
く
と
こ
ろ
の
、
＾
矛
盾
＞
の
論
理
構
造
を
有
し

て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
＾
矛
楯
＞
説
話
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
の
論
理
構
造

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

＾
韓
非
子
¥
に
お
け
る

A
矛
盾
＞
詭
話

＾
韓
非
子
>
に
お
け
る
＾
矛
楯
＞
説
話
は
、
＾
難
―
>
．
＾
難

勢
＞
雨
篇
に
見
え
る
。
し
か
し
、
＾
難
勢
>
篇
に
見
え
る
そ
れ

＂ 

は
、
文
献
的
に
議
論
が
あ
る
。
本
小
論
の
闘
心
は
、
そ
の
是
非
を

論
じ
る
こ
と
に
は
無
く
、

A
矛
楯
＞
説
話
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
の

論
理
構
造
の
解
析
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
小
論
に
お
い
て
は
、
し

ば
ら
く
、
諸
意
見
が
、
ほ
と
ん
ど
確
賓
に
韓
非
の
思
想
を
偲
え
る

も
の
と
考
え
る
＾
難
―
>
篇
に
見
え
る
＾
矛
楯
＞
説
話
に
限
っ

て
、
検
討
を
加
え
て
見
た
い
。
前
掲
＾
哲
學
大
僻
書
＞
に
お
い
て

引
用
さ
れ
て
い
る
＾
矛
楯
＞
説
話
が
そ
れ
で
あ
り
、
普
通
、
そ
の

引
用
個
所
を
も
っ
て
、

A
矛
楯
＞
説
話
と
し
て
い
る
。

登
場
者
は
、
商
人
と
買
手
と
、
買
手
の
一
員
で
あ
る
質
問
者
と

の
三
者
で
あ
る
。
通
常
の
解
繹
に
従
え
ば
、
商
人
が
、

A
矛
盾
＞

を
犯
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
商
人
は
、
買
手
と
の

闘
係
に
お
い
て
、
虞
賞
、

A
矛
盾
＞
を
犯
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

商
人
は

A
楯
＞
を
手
に
取
り
、
何
も
の
を
も
防
ぐ

A
最
強
の

楯
＞
と
述
べ
た
。
そ
の
翼
偽
は
確
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
商
人
と

買
手
と
の
闊
係
に
お
い
て
、
債
値
上
、

A
最
強
の
楯
＞
が
存
在
し

た
こ
と
は
確
賞
で
あ
る
。
し
か
し
、
誰
も
買
わ
な
か
っ
た
の
で
、

A
楯
＞
を
置
き
、

A
矛
＞
を
新
し
く
手
に
取
り
、
そ
の
奨
偽
は
確

め
ら
れ
て
い
な
い
が
、

A
最
強
の
矛
＞
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ

X 

x
 

X 

四
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＾
韓
非
子
>
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
説
話

る。

A
楯
＞
の
場
合
と
同
じ
く
、
商
人
ど
買
手
と
の
闘
係
に
お
い

て
、
A
最
強
の
矛
＞
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

ヽ

つ
ま
り
、

A
最
強
の
楯
＞
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
と
き
、

A
最
強
の
矛
＞
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

、、

い
る
。
同
じ
く
、

A
最
強
の
矛
＞
が
存
在
し
た
と
き
、

A
最
強
の

楯
＞
の
存
在
は
問
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
商
人
と
買
手
と
の

闘
係
に
お
い
て
、

A
矛
＞
と

A
楯
＞
お
の
お
の
の
存
在
に
は
、

＾
時
差
＞
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
商
人
と
買
手
、
＂
只
る
者
と
買
う
者
た
が
い
の
闘
心

は、

A
矛
＞
と

A
楯
＞
お
の
お
の
が
提
示
さ
れ
た
間
の

A
時
差
＞

に
は
な
く
て
、
A
最
張
の
V
と
い
う
こ
と
が
、
箕
で
あ
る
か
偽
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
傾
斜
す
る
と
こ
ろ
の
、
A
矛
＞
．
A
楯
＞

雨
者
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
＾
債
値
＞
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

質
問
者
の
闊
心
も
、
や
は
り
、
そ
の
異
偽
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
異
偽
を
確
め
る
装
想
が
異
な
っ
て
い
た
の
だ
。
質

問
者
の
闘
心
は
、
眼
前
の
最
強
と
い
わ
れ
る
＾
矛
（
あ
る
い
は

楯
）
＞
の
存
在
に
封
し
て
興
個
を
確
め
る
直
接
的
な
八
債
値
＞
判

断
を
試
み
る
こ
と
に
は
無
く
て
、

A
矛
＞
と
＾
楯
＞
雨
者
の
存
在

の
A
時
差
＞
と
い
う
黙
に
あ
っ
た
。
『
子
の
矛
を
以
て
、
子
の
楯

を
陥
さ
ば
、
何
如
』
|
ー
と
、

A
最
張
の
矛
＞
と

A
最
張
の
楯
＞

の
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の

A
時
差
＞
を

A
零
＞
に
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

A
時
差
＞
に
、

A
同
時
性
＞
を
さ
し
こ
ん
だ
の
で
あ

四
九

A
同
時
に
＞
ー
こ
れ
は
、
商
人
に
と
っ
て
、
ま
っ
た
く
新
し

い
條
件
の
提
示
で
あ
る
。
商
人
は
買
手
に
向
っ
て
、

A
最
強
の

矛
＞
と

A
最
強
の
楯
＞
と
が

A
同
時
に
＞
存
在
す
る
と
は
、
決
し

て
述
べ
て
い
な
い
。
時
間
を
異
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
＾
最
強

の
＞
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

A
同
時
性
＞
を
さ
し
こ
ま

れ
た
と
き
、
A
矛
＞
と
A
楯
＞
そ
れ
ぞ
れ
の
條
件
に
、
新
し
く
検

證
を
加
え
る
こ
と
は
、
商
人
に
許
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
商
人

は
、
そ
れ
に
氣
づ
か
ず
、
以
前
の

A
最
張
の
矛
＞
．

A
最
張
の

楯
＞
と
い
う
條
件
の
ま
ま
、
雨
者
の
存
在
を
同
時
化
し
て
考
え

た
。
そ
の
た
め
に
、
A
最
強
の
矛
＞
は
、
A
最
強
の
楯
＞
に
、
勝

て
る
と
同
時
に
勝
て
な
い
、
と
い
う
新
し
い
状
況
が
展
開
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
、

A
矛
＞
と

A
楯
＞
と
は
武
具
で
あ
り
、
雨

者
と
も
に
、
撞
撃
撞
着
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
り
、
中
間
的

立
場
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

こ
れ
は
、

A
A
は
B
で
あ
る
と
同
時
に
、

1
1
0
1
1
-
B

で
あ
る
こ

と
は
で
き
な
い
＞
と
い
う
、
形
式
論
理
學
に
お
け
る

A
矛
盾
律
＞

の
本
質
の
露
呈
で
あ
る
。
そ
の

A
矛
盾
律
＞
の
古
典
的
定
義
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
＾
メ
タ
フ
ュ
ジ
カ
>
第
四
巻
第
三
章
（
岩
崎
勉

諄
・
春
秋
社
刊
）
『
同
一
の
事
柄
が
同
一
の
闘
係
に
於
て
同
一
の
事

物
に
謁
す
る
と
同
時
に
厨
さ
ざ
る
を
得
ず
（
「
厨
さ
な
い
こ
と
は
で

き
な
い
」
の
意
）
』
に
帯
き
て
い
る
。

こ。.T 

っ



＾
韓
非
子
>
に
は
、

A
矛
楯
＞
説
話
の
他
に
、
形
式
論
理
學
的

な
A
矛
盾
＞
の
論
理
構
造
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
＾
頸

學
>
篇
『
夫
泳
炭
不
同
器
而
久
、
寒
暑
不
兼
時
而
至
、
雑
反
之
學

不
雨
立
而
治
』
．
＾
五
認
＞
篇
『
故
不
相
容
之
事
、
不
雨
立
也
』

の
二
節
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。

し
か
し
、

A
泳
炭
＞
や

A
寒
暑
＞
は
、
温
度
に
お
け
る
反
射
の

概
念
を
並
べ
、
そ
の
程
度
の
相
封
的
闘
係
を
示
す
も
の
で
し
か
な

い
。
反
痴
と
い
う
雨
分
極
の
間
に
は
、
中
間
者
の
存
在
が
可
能
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
、
形
式
論
理
學
上
の

A
矛

盾
＞
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
雑
反
之
學
』
は
、
學
説
上
の
立
場
の

X 

X 

X 

こ
の
よ
う
に
、
も
し
、

A
矛
楯
＞
説
話
に
お
い
て

A
矛
盾
＞
の

論
理
構
造
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
徹
底
的
に
形
式
論
理
學
的
な
意
味

で
の

A
矛
盾
＞
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
＾
韓
非
子
>
は
‘
そ
の

説
話
の
直
後
に
、
『
夫
不
可
陥
之
楯
典
無
不
陥
之
矛
、
不
可
同
世

而
立
』
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

『
世
を
同
じ
う
し
て
立
つ
べ
か
ら
ず
』
ー
ー
そ
れ
は
、

A
矛
盾

律
＞
の
骨
悩
を
な
す

A
同
時
性
＞
の
尖
鋭
な
自
覺
で
あ
る
。

A
矛

盾
＞
説
話
の
核
心
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
貼
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
句
ま
で
が
、
正
確
な
資
料
的
意
味
と
し
て
の

A
矛
盾
＞
説
話

な
の
で
あ
る
。

八
韓
非
子
>
に
お
け
る
＾
矛
楯
＞
説
話

問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
異
説
の
存
在
の
朕
態
に
過
ぎ
ず
、
形

式
論
理
學
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
と
は
何
の
闘
わ
り
も
な
い
。

＾
五
露
＞
篇
の
場
合
、
こ
の
句
だ
け
を
見
る
と
、

A
矛
盾
律
＞

の
表
現
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
句
の
痰
言
さ
れ
た
前
後
の
文

脈
を
見
る
と
、
『
公
私
之
相
背
』
上
や
、
反
封
的
立
場
上
の
問
題

の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
相
封
的
な
封
立
者
の

闘
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
し
か
な
い
。

A
矛
楯
＞
説
話
は
、
こ
の
二
節
と
は
、
裁
然
、
次
元
を
異
に
す

る
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
文
字
通
り
の
形
式
論
理
學
的
＾
矛
盾
＞
の

論
理
構
造
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、

A
論
理
的
矛
盾
＞
な
の
で
あ
っ
て
、
マ

JV
ク
ス
主
義

に
お
い
て
、

A
判
断
に
闘
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
客
観
的
な
事

物
に
内
在
し
＞
、
八
封
立
物
の
統
一
と
闘
争
＞
と
し
て
考
え
る
と

こ
ろ
の
、
辮
證
法
論
理
的
な
＾
矛
盾
＞
と
は
異
な
る
。

そ
し
て
、
今
日
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
解
で
は
、
辮
證
法
論
理

は
、
形
式
論
理
學
に
く
ら
べ
て
、
よ
り
高
度
な
論
理
學
で
あ
る
と

は
考
え
な
が
ら
も
、
初
等
的
な
論
理
學
と
し
て
の
形
式
論
理
學
の

必
要
性
を
認
め
て
い
る
。

形
式
論
理
學
が
確
認
す
る
思
惟
の
基
本
原
理
、

A
同
一
律
・
矛

盾
律
・
排
中
律
・
充
足
理
由
律
T
h
e
principle 
of 
safficient 

r
e
a
s
o
n
>
を
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
過
程
も
不

可
能
な
、
普
遍
的
・
全
人
類
的
な
法
則
と
認
め
、
形
式
論
理
學
を

五
0



＾
緯
非
子
＞
に
お
け
る
＾
矛
楯
＞
説
話

前
掲
＾
中
國
思
想
通
史
＞
第
一
巻
第
十
六
章
第
五
節
『
韓
非
子

的
世
界
観
、
知
識
論
和
週
輯
思
想
』
は
、
韓
非
の
論
理
思
想
を
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

韓
非
の
時
代
は
、
『
氏
族
貴
族
』
と
『
國
民
階
級
』
と
の
『
矛

盾
』
の
時
代
で
あ
る
。
『
氏
族
貴
族
』
に
『
投
降
』
す
る
か
『
抗

争
』
す
る
か
と
い
う
他
に
、
『
第
三
の
立
場
』
は
な
い
。
戦
國
末

期
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
『
選
言
判
断
』
は
、
古
代
祉
會
に
お
け
る

『
矛
盾
』
の
最
高
壺
展
段
階
で
あ
る
。
『
選
言
判
断
』
は
、
『
排

中
律
』
の
原
理
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
『
排
中
律
』
は
、
『
同
一

律
と
矛
盾
律
と
』
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
韓
非
は
、
『
國
民
階

級
』
か
『
氏
族
階
級
』
か
、
そ
の
ど
ち
ら
を
支
持
す
る
か
と
い
う

x
 

X 

X 

辮
證
法
論
理
化
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
が
。

だ
か
ら
、
嘗
然
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
も
、

A
矛
盾

律
＞
な
ど
の
形
式
論
理
學
的
用
語
を
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
定

義
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
従
わ
な
け
れ
ば
、

A
同
一
律
＞
の

原
理
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
學
史
と
し
て
登

場
し
た
＾
中
國
思
想
通
史
＞
は
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
『
哲
學

思
想
や
論
理
思
想
な
ら
び
に
祉
會
思
想
を
綜
合
し
』
た
と
述
べ
る

よ
う
に
、
論
理
思
想
に
特
に
深
い
闊
心
の
あ
る
著
作
な
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
貼
の
理
解
は
、
充
分
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

五

『
選
言
判
断
』
に
お
い
て
、
『
國
民
階
級
』
の
立
場
に
立
ち
、

『
氏
族
貴
族
』
を
否
定
す
る
闘
争
の
過
程
の
う
ち
に
、
『
矛
盾

坪
』
と
い
う
思
考
原
理
を
主
張
し
た
と
い
う
。
そ
の
表
現
が
、

＾
難
一
＞
．
＾
難
勢
＞
雨
篇
に
見
え
る
＾
矛
楯
＞
説
話
と
、
前
掲

の
＾
五
露
>
.
＾
頸
學
＞
雨
篇
に
見
え
る
資
料
の
計
四
節
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
『
古
代
論
理
學
史
上
に
お
け
る
矛
盾
律
は
、

孔
子
の
「
攻
干
異
端
」
や
「
叩
其
雨
端
」
の
思
想
に
始
ま
り
、
…

…
韓
非
の
「
矛
楯
之
説
」
に
お
い
て
完
成
し
た
』
と
結
ん
で
い

る。

そ
の
、

こ
の
議
論
に
は
、
多
く
．
の
混
胤
と
誤
謬
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
『
選
言
判
断
』
と
い
う
設
定
を
す
る
な
ら
ば
、
＾
選
言
肢

、
、
、
、
、
、
、

M
e
m
b
e
r
s
 of 
d
i
s
j
u
n
c
t
i
o
n
>
の
す
べ
て
を
列
學
し
、
し
か
も
、

＾
選
言
肢
＞
相
互
が
排
他
的
で
あ
る
こ
と
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
、
＾
選
言
肢
＞
を
學
げ
つ
く
す
に
は
、
そ
の
事
賓
に

、
、
、
、

つ
い
て
の
深
い
知
識
を
要
す
る
。
中
間
者
を
省
き
、
『
國
民
階
級
』

と
『
氏
族
貴
族
』
と
の
二
者
し
か
認
め
な
い
議
論
は
、
ま
だ
正
確

な
決
定
的
知
識
で
は
な
い
。

第
二
に
、
『
國
民
階
級
』
と
『
氏
族
貴
族
』
と
の
『
矛
盾
』
と

い
う
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
規
定
は
、
辮
證
法
論
理
に
お
い
て
許

さ
れ
る
と
し
て
も
、
形
式
論
理
學
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
＾
矛

盾
＞
で
は
な
く
、
封
立
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

辮
證
法
論
理
に
お
い
て



言
え
る
＾
矛
盾
＞
を
、
そ
の
ま
ま
、
形
式
論
理
學
上
の
A
矛
厨
律
＞

に
移
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
表
記
上
の
類
似
表
現
に
託
し
た
安

易
粗
雑
な
思
惟
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
概
念
を
と
ち
ゅ
う
で
改
髪
す

る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
＾
同
一
律
の
違
反
＞
で
あ
り
、
論
理
的

説
得
性
が
無
い
。

第
四
に
、
A
矛
盾
律
＞
そ
の
も
の
に
逝
應
す
る
資
料
と
し
て

は
、
形
式
論
理
學
的
に
は
、
A
矛
盾
＞
説
話
が
正
し
い
。
そ
れ

も
、
文
獣
的
な
憤
重
さ
か
ら
い
え
ば
、
＾
難
一
＞
篇
の
そ
れ
の
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
A
矛
盾
＞
説
話
が
、
A
矛
盾

律
＞
を
表
現
す
る
い
か
な
る
論
理
構
造
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
を
検
證
し
、
そ
の
検
證
の
結
論
に
猿
っ
て
、
資
料
と
し
て
の

債
値
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
な
い
か
ぎ
り
、
資
料
と
し
て
の

A
充

足
理
由
＞
を
満
足
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
形
式
論
理
學
そ
の
も
の
や
、
形
式
論
理
學

と
辮
證
法
論
理
と
の
闊
係
な
ど
の
理
解
が
浅
薄
で
あ
り
、
A
矛

盾
＞
の
概
念
に
封
し
て
、

A
同
一
律
＞
の
原
則
を
破
る
思
惟
を
行

な
い
、
形
式
論
理
學
上
の
用
語
を
、
類
比
的
に
恣
意
的
に
修
飾
語

と
し
て
使
用
す
る
だ
け
の
非
論
理
的
議
論
で
あ
る
。

同
論
が
、

A
矛
楯
＞
説
話
に
封
し
て
、
哲
學
史
的
評
債
を
典
え

よ
う
と
す
る
努
力
は
買
い
た
い
。
し
か
し
、
毛
澤
東
＾
矛
盾
論
＞

『
矛
盾
的
普
遍
性
』
の
章
な
ど
が
、
『
差
異
は
矛
盾
で
あ
る
』
と

ま
で

A
矛
盾
＞
の
概
念
を
痰
大
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、

＾
韓
非
子
>
に
お
け
る
＾
矛
楯
＞
説
話

X 

X 

X 

辮
證
法
論
理
の
枠
内
で
の
意
味
で
あ
っ
て
、
形
式
論
理
學
の
領
域

ま
で
有
効
性
が
あ
る
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
属
別
を
無
視
し
、
ほ
と
ん
ど
無
反
省
に
、

A
矛
盾
＞
と
い
う

語
を
、
饒
舌
に
日
常
語
化
し
て
、
哲
學
史
的
評
債
を
典
え
る
こ
と

の
み
に
問
題
の
力
貼
を
讃
く
の
は
、
観
念
的
で
あ
る
。

、、

＾
中
國
思
想
通
史
＞
が
試
み
た
と
こ
ろ
の
、
「

A
矛
楯
＞
説
話

、、

に
お
け
る
形
式
論
理
學
的
＾
矛
盾
＞
の
構
想
は
、
『
國
民
階
級
』

ヽ

と
『
氏
族
貴
族
』
と
の
『
矛
盾
』
を
反
映
す
る
」
と
述
べ
る
そ
の

論
理
的
闊
係
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
成
り
立
た
な
い
。

し
か
し
、
A
矛
楯
＞
説
話
に
お
け
る
＾
矛
盾
＞
の
論
理
構
造

は
、
あ
ま
り
に
も
正
確
に
、
A
矛
盾
律
＞
の
本
質
を
備
え
て
い

、
、
、
、
、
、

る
。
だ
か
ら
、
A
矛
楯
＞
説
話
だ
け
を
抽
出
し
て
、
そ
の
論
理
構

造
を
解
析
す
る
と
き
、

A
矛
楯
＞
説
話
を
＾
矛
盾
律
＞
の
自
覺
の

典
型
と
結
論
す
る
こ
と
は
正
し
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
成
功
貼
か
ら

見
て
、

A
矛
楯
＞
説
話
は
、
＾
韓
非
子
＞
の
形
式
論
理
學
的
闘
心

の
み
か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
、
断
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

'ヽ

0
カ

そ
の
装
想
が
論
理
學
的
闘
心
か
ら
生
れ
た
も
の
と
規
定
す
る
こ

と
の
可
否
を
考
察
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
し
、
さ
ら
に

A
矛
楯
＞

説
話
の
歴
史
性
を
も
考
察
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
諸
闘
係
を
論
理
學

五



＾
韓
非
子
＞
に
お
け
る
＾
矛
楯
＞
説
話

最
初
の
固
有
名
詞
を
と
っ
て
属
切
る
と
、
＾
難
一
＞
篇
は
、
①

の
文
公
・
R
歴
山
・
③
管
仲
・
④
襄
子
・
⑤
晉
の
平
公
・
R
齊

の
桓
公
・
⑦
靡
鉾
・
⑥
桓
公
・
⑨
韓
の
宣
王
、
の
九
段
落
に
分
け

ら
れ
る
。
各
段
落
は
、
歴
史
上
の
例
話
と
そ
れ
に
封
す
る
韓
非
の

駁
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
③
以
下
⑨
ま
で
の
駁
論
の
主
3

日
は
共
通
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
君
臣
と
い
う
身
分
階
層
を
堅
持
し
、
職
分
を
各
自
が
墨
守

し
、
特
定
の
臣
下
に
椛
力
が
偏
し
な
い
調
和
的
な
君
主
専
制
の
世

⑬
 

界
を
構
想
し
て
い
る
。

さ
て
、
＾
矛
楯
＞
盈
話
の
品
載
さ
れ
て
い
る
段
落
R
の
論
旨
は

何
か
。農

夫
が
、
土
地
の
境
界
の
こ
と
で
問
題
を
起
し
た
り
、
梱
師

が
、
漁
場
を
争
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
衆
の
ト
ラ
ブ
ル
に
封
し

て
、
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
一
年
の
期
間
で
、
舜
が
問
題

X 

X 

X 

的
用
語
に
よ
っ
て
類
型
化
す
る
こ
と
や
、
＾
矛
楯
＞
説
話
の
個
所

だ
け
を
抽
出
し
て
議
論
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

＾
矛
楯
＞
説
話
が
、
＾
難
―
>
篇
全
儒
の
中
に
お
い
て
、
ど
の

よ
う
な
欣
況
の
下
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ

れ
を
検
討
す
る
こ
と
が
問
題
解
決
の
最
短
射
程
と
な
る
で
あ
ろ

f

つ。

五

を
解
決
し
た
と
い
う
偲
説
が
あ
り
、
孔
壬
が
、
そ
の
舜
を
賞
瞑
し

た
と
い
う
例
話
が
あ
る
。

孔
子
の
そ
の
賞
讃
に
封
し
て
、
韓
非
は
駁
論
す
る
。
民
衆
に
ト

ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
嘗
時
、
政
治
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ

た
天
子
の
奏
に
、
落
度
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

孔
子
は
、
常
々
、
奥
を
聖
人
と
規
定
し
て
い
る
。
舜
を
賞
讃
す
れ

ば
、
莞
の
『
明
察
』
は
成
り
立
た
ず
、
奥
を
聖
人
と
す
れ
ば
、
舜

の
『
徳
化
』
は
成
り
立
た
な
い
で
は
な
い
か
、
と
。

孔
子
の
賀
讃
の
論
理
自
身
か
ら
、
奏
・
舜
の
い
ず
れ
か
の
債
値

を
低
め
ね
ば
な
ら
な
い
＾
不
合
理
＞
を
導
出
し
て
、
そ
の
直
後

に
、
前
引
の

A
矛
楯
＞
説
話
を
置
く
。
そ
し
て
、

A
矛
楯
＞
説
話

に
見
え
る
背
反
の
＾
不
合
理
＞
の
よ
う
に
そ
の
よ
う
に
、
『
今
奥

舜
之
不
可
雨
咎
、
矛
楯
之
説
也
』
と
述
べ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ

の
場
合
の
奏
舜
の
闘
係
に
は
、
い
わ
ゆ
る
形
式
論
理
學
的

A
矛

匝
＞
は
無
い
。
甕
舜
そ
れ
ぞ
れ
の
設
定
さ
れ
た
立
場
は
、
道
徳
的

感
化
力
や
政
治
的
手
腕
の
民
衆
に
封
す
る
影
響
と
い
う
力
學
に
お

け
る
支
配
者
と
民
衆
と
の
＾
封
立
＞
的
闘
係
で
あ
る
。
韓
非
の
駁

論
は
、
そ
こ
に
殺
す
る
＾
不
合
理
＞
の
指
摘
で
あ
る
。
だ
か
ら
、、、

③
の
段
落
の
中
に
置
か
れ
た
＾
矛
楯
＞
説
話
は
、
そ
の

A
不
合

理
＞
の
指
摘
を
効
果
的
に
す
る
比
喩
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

A
矛
楯
＞
説
話
構
想
の
峻
想

が、

A
矛
眉
律
＞
の
自
覺
の
下
に
思
惟
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
形
式



論
理
學
的
闊
心
を
牢
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
、
と
い
う

こ
と
を
根
本
的
に
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

韓
非
の
論
駁
は
さ
ら
に
績
い
て
い
る
。
孔
子
は
「
ト
ラ
ブ
ル
の

起
っ
た
農
耕
や
漁
摺
上
の
問
題
は
、
『
非
舜
官
也
』
ー
ー
＇
つ
ま
り

a
 

舜
の
管
轄
で
は
な
か
っ
た
が
、
職
分
を
越
え
て
救
滑
し
た
。
舜
は

本
嘗
に
『
仁
』
で
あ
る
。
ト
ラ
ブ
ル
を
起
し
た
民
衆
の
そ
れ
ぞ
れ

と
生
活
を
共
に
し
、
民
は
、
『
徳
化
』
さ
れ
た
」
と
評
債
し
て
い

る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
韓
非
は
、
一
事
件
の
解
決
に
一
年
ず
つ
配

常
す
る
よ
う
な
施
政
で
は
、
無
限
の
情
件
に
封
す
る
、
人
間
で
あ

る
為
政
者
の
生
命
の
有
限
さ
を
無
視
し
て
い
る
。
し
か
も
、
民
衆

各
自
の
生
活
に
、
場
合
場
合
、
．
範
を
垂
れ
る
施
政
は
、
法
令
に
従

う
と
こ
ろ
の
、
政
治
の
慨
系
性
・
組
織
性
、
ひ
い
て
は
職
分
の
目

覺
の
欽
如
で
あ
る
と
論
駁
す
る
。

こ
の
論
駁
の
意
味
の
―
つ
は
、
R
の
段
落
全
儒
を
、
＾
難
一
＞

篇
全
盟
の
中
に
置
い
た
場
合
に
、
明
確
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

＾
難
―
>
篇
に
お
け
る
段
落
③
よ
り
段
落
⑨
に
至
る
韓
非
の
論
駁

の
主
旨
を
、
段
落
②
は
、
末
熟
な
形
な
が
ら
反
映
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

段
落
⑤
よ
り
段
落
⑨
ま
で
の
主
旨
は
、
注
の
⑩
の
引
用
文
に
示

さ
れ
て
い
る
。
注
の
⑩
の
諸
意
味
は
、
た
と
え
ば
、
『
明
主
之

道
、
一
人
不
兼
官
、
一
官
不
兼
事
』
の
思
想
で
代
表
さ
れ
よ
う
。

八
韓
非
子
＞
の
き
一
柄
>
.
＾
用
人
>
(
＾
定
法
>
)
篇
な
ど
に
も

＾
悴
非
子
＞
に
お
け
る

A
矛
楯
＞
詭
話

X 

X 

X 

＂^ ≪
 

表
現
さ
れ
て
い
る
そ
の
法
家
的
主
張
に
と
っ
て
、
『
非
舜
官
也
』

—
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
を
徳
化
し
よ
う
と
す
る
舜
の
行
為

は
、
越
櫂
的
で
あ
り
、
そ
の
舜
を
頸
彰
す
る
『
儒
者
』
は
、
断
じ

て
弾
劾
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

＾
難
一
＞
篇
の
他
の
段
落
の
ほ
と
ん
ど
は
、
秩
序
の
棄
胤
に
封

す
る
激
し
い
弾
劾
で
あ
る
。
秦
の
怒
濤
の
よ
う
な
連
年
の
劫
掠
に

戦
の
く
弱
闊
、
韓
に
と
っ
て
、
何
が
必
要
で
あ
っ
た
か
、
韓
非
の

弾
劾
が
そ
れ
を
雄
耀
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
弾
劾
の
た
め
の
有

効
な
比
喩
の
一
っ
と
な
る
こ
と
に
、
A
矛
楯
＞
説
話
設
定
の
主
た

る
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
。

A
矛
楯
＞
説
話
を
、
段
落
R
の
中
に
、
さ
ら
に
は
廣
く
＾
難

-
＞
篇
全
儒
の
中
に
置
い
て
そ
の
意
園
を
反
省
す
る
と
き
、
そ
の

目
的
は
、

A
矛
盾
律
＞
の
本
質
と
い
っ
た
＾
論
理
的
矛
盾
＞
の
表

現
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
常
識
的
な
、

A
不
合
理
＞
と

か、

A
背
反
＞
．

A
麒
賑
＞
．

A
抵
獨
＞
と
か
と
い
っ
た
＾
現
賞

的
矛
盾
＞
の
表
現
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
前
掲

の
＾
五
露
¥
篇
や
、
＾
頸
學
>
篇
に
お
い
て
、
詞
を
愛
え
、
さ
ま

ざ
ま
な
比
喩
が
述
べ
ら
れ
た
の
も
、

A
現
賞
的
矛
盾
＞
の
表
現
と

し
て
の
一
貫
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、
そ
の

A
現
賞
的
矛
盾
＞
を
、
＾
中
國
思
想
通
史
>
が

五
四



＾
韓
非
子
¥
に
お
け
る
＾
矛
楯
＞
諒
話

解
繹
す
る
よ
う
に
、
階
級
の
封
立
の
反
映
を
直
接
意
岡
し
た
よ
う

な
、
廣
大
な
展
望
を
有
す
る
歴
史
性
を
帯
び
た
思
惟
の
表
現
と
考

え
る
に
は
、
＾
矛
楯
＞
説
話
の
＾
矛
楯
＞
の
一
句
に
と
ら
わ
れ
て

お
り
、
解
繹
の
説
得
性
が
不
足
し
て
い
る
。

設
定
の
状
況
か
ら
見
て
、
＾
圃
賑
＞
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
の

＾
矛
楯
＞
説
話
に
封
し
、
そ
こ
に
歴
史
性
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と

い
う
方
向
で
考
察
す
る
の
で
は
な
く
て
、
＾
矛
楯
＞
説
話
を
始
め

と
す
る
諸
比
喩
を
も
含
め
て
、
韓
非
の
論
駁
を
分
析
し
、
韓
非
が

意
闊
す
る
主
張
の
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
向
を
定
め

る

こ

と

に

意

味

が

あ

る

。

'

＾
矛
楯
＞
説
話
の
み
を
韓
非
の
思
想
の
結
論
と
し
て
と
り
あ

げ
、
そ
れ
を
過
大
評
債
す
る
こ
と
は
、
一
部
全
盟
詭
辮
法
的
で
あ

り
、
韓
非
の
思
想
の
歴
史
性
の
追
求
と
い
う
こ
と
の
逆
行
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
過
大
評
債
の
徹
底
か
ら
生
れ
る
も
の
は
、

八
矛
楯
＞
説
話
の
み
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る

＾
矛
盾
律
＞
の
認
識
の
正
確
さ
を
鮮
明
に
す
る
と
い
う
作
業
に
婦

着
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
作
業
す
ら
行
わ
れ
な

か
っ
た
が
。

し
か
し
、
そ
の
作
業
の
結
論
と
し
て
、
八
矛
楯
＞
説
話
に
お
け

る
＾
矛
盾
律
＞
の
正
確
な
認
識
を
形
式
論
理
學
的
に
い
く
ら
高
く

評
債
し
た
と
て
、
そ
れ
は
、
韓
非
の
思
想
の
全
盟
と
は
切
り
離
さ

れ
た
と
こ
ろ
の
、
抽
象
的
な
非
歴
史
的
議
論
で
あ
ろ
う
。

五
五

A
矛
楯
＞
説
話
に
、
最
初
、
A
矛
盾
律
＞
の
本
質
が
認
定
さ
れ

た
の
は
、
明
治
哲
學
史
が

contradiction

の
概
念
の
理
解
の

試
行
錯
誤
の
う
ち
に
A
矛
盾
＞
と
い
う
調
語
を
定
着
さ
せ
た
努
力

に
依
る
。
明
治
哲
學
史
が
、
自
己
の
哲
學
史
の
展
開
過
程
に
お
い

て
、
A
矛
楯
＞
説
話
を
抽
出
し
、
練
り
あ
げ
、
評
債
し
、
再
認
識

し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
な

A
矛
楯
＞
説
話
の
極
端
に
正
確
な
A
矛
盾
律
＞
の
構
造
に
ひ
き
ず

ら
れ
て
、
明
治
哲
學
史
に
依
っ
て
抽
出
さ
れ
、
怠
味
づ
け
ら
れ
、

特
定
の
評
債
を
有
し
た
＾
矛
楯
＞
説
話
を
、
再
び
＾
韓
非
子
>
に

還
一
尤
し
て
、
中
國
哲
學
史
の
哲
學
史
的
運
動
の
過
程
に
置
き
っ

つ
、
形
式
論
理
學
的
自
覺
と
し
て
高
い
哲
學
史
的
評
慣
を
典
え
て

は
な
る
ま
い
。

五
露
を
否
定
し
、
君
主
櫂
を
安
定
さ
せ
、
身
分
階
層
の
秩
序
を

維
持
し
よ
う
と
す
る
調
和
的
世
界
観
、
そ
の
韓
非
の
思
想
を
、
中

國
哲
學
史
の
哲
學
史
的
展
開
の
中
に
位
慨
づ
け
る
動
的
把
握
の
過

程
に
お
い
て
始
め
て
、
A
矛
楯
＞
説
話
の
性
格
が
、
形
式
論
理
學

と
は
闘
わ
り
な
く
掘
り
下
げ
ら
れ
、
そ
の
哲
學
史
的
評
債
を
試
み

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
な
く
し
て
は
、
韓
非
の
哲
學
史
的
位
置
づ
け
は
愚
か
、

韓
非
の
翼
意
か
ら
も
遠
ざ
か
る
で
あ
ろ
う
。
韓
非
の
切
賓
な
闘
心

は
、
A
矛
盾
＞
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
し
て
の
、
撞
撃
に
酸
す
る
虚

し
い
＾
矛
楯
の
響
き
＞
に
は
無
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
の
憂
悶
は
、



こ
註
）

山
＾
盾
＞
と
八
楯
＞
と
の
文
字
の
属
別
に
、
書
誌
學
的
理
由
か
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
行
論
の
必
要
上
、

c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
を
意
味
す
る

＾
矛
盾
＞
と
、
＾
難
一
＞
．
＾
難
勢
>
雨
篇
に
見
え
る
＾
矛
楯
＞
説

話
と
を
犀
別
す
る
た
め
の
表
記
で
あ
る
。

図
引
用
部
は
『
』
の
記
披
で
示
さ
れ
る
。
貼
線
部
は
、
加
地
が
行

な
っ
た
中
略
の
記
琥
で
あ
る
。

③
田
中
美
知
太
郎
＾
哲
學
初
歩
＞
「
哲
學
と
は
何
か
」
参
照
。

山
西
周
が
、
著
膵
書
を
通
じ
て
、
多
く
の
哲
學
用
語
の
醗
膵
に
貢
献

し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
＾
致
知
啓
蒙
＞
に
は
、
今
日

に
お
い
て
も
哲
學
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
諄
語
が
多
い
。

例
、
内
包
・
外
延
・
現
象
・
蹄
納
・
演
繹
・
主
観
・
客
観
。

固
梁
啓
超
＾
消
代
學
術
概
論
>
二
九
章
『
壬
寅
（
明
治
三
五
年
）
癸

卯
之
間
、
諄
術
之
業
特
盛
。
…
…
・
・
・
日
本
毎
一
新
書
出
、
繹
者
動
敷

家
、
新
思
想
之
轍
入
、
如
火
如
荼
芙
。
然
皆
所
謂
「
梁
啓
超
式
」
的

翰
入
、
無
組
織
、
無
選
探
、
本
末
不
具
、
派
別
不
明
…
…
。
時
獨
有

侯
宣
賊
復
、
先
後
繹
：
…
穆
勒
約
翰
名
學
等
敷
種
、
皆
名
著
也
』

郭
湛
波
＾
近
五
十
年
中
胴
思
想
史
>
『
•
第
五
篇
・
五
十
年
来
中
瞑

息
想
方
法
・
ロ
形
式
論
理
學
在
中
國
的
進
展
』
参
照
。

九
六
五
•
四
・
十
）

徐
々
に
迫
り
来
る
祖
國
と
そ
の
歴
史
の
崩
壊
に
封
し
て
で
あ
り
、

そ
の
胸
底
の
闘
心
は
、
強
秦
の
捲
き
起
す
＾
干
文
の
響
き
＞
に
在

っ
た
の
だ
。

＾
韓
非
子
＞
に
お
け
る
＾
矛
楯
＞
説
話

⑥
玉
拭
合
障
復
俯
＞
（
一
九
五
七
年
・
上
海
人
民
出
版
祉
刊
）
に
腺

る。

W
.
S. 
J
e
v
o
n
s
 
(
耶
芳
斯
）
＾
L
o
g
i
c
o
f
 t
h
e
 Primerd-' 

の
厳
復
に
よ
る
翻
評
＾
名
學
浅
説
＞
の
序
文
に
捩
れ
ば
、
明
治
三
三

年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
原
稿
は
で
き
あ
が
つ
て
い
る
。

ミ
ル
の
同
書
の
原
名
は
＾
A
s
y
s
t
e
m
 o
f
.
L
o
g
i
c
,
 
Ratiocin, 

ative 
a
n
d
 I
n
d
u
c
t
i
v
e
:
b
e
i
n
g
 a
 c
o
n
e
c
t
e
d
 v
i
e
w
 of
 
prin, 

ciple 
e
v
i
d
e
n
c
e
 
a
n
d
 t
h
e
 
m
e
t
h
o
d
s
 
of
 
scientific 
i
n
v
e
s
、

tiga tiond-'
で
あ
る
。
＾
穆
勒
名
學
>
に
つ
い
て
は
、

B
e
n
j
a
m
i
n

S
c
h
w
a
r
t
s

の

[̂In

s
e
a
r
c
h
 
o
f
 
W
e
a
l
t
h
 
a
n
d
 
P
o
w
e
r
;
 

Y
e
n
 F
u
 (
厳
復
）

a
n
d
t
h
e
 W
e
s
t
d
-
'
(
一
九
六
四
年
•
H
a
r
v
a
,

rel 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
)
の
第
九
章
『
Mill's
L
o
g
i
c
』
が
あ
る
。

な
お
、
付
記
す
る
と
、
西
周
も
ミ
ル
の
著
書
＾
Utili
tarianismd-' 

の
醗
膵
＾
利
學
＞
を
出
し
て
い
る
。
明
治
十
年
前
後
の
、
東
京
大
學

の
外
山
正
一
ら
が
ス
ペ
ン
サ
ー
を
紹
介
す
る
こ
ろ
ま
で
は
、
日
本
の

哲
學
は
ミ
ル
を
中
心
に
し
、
そ
の
著
書
は
、
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て

い
た
。

⑦
＾
穆
勒
名
學
>
ー
引
引
論
•
第
七
節
』
の
膵
文
に
、
厳
復
は
括
弧
し

て
自
注
『
「
理
學
」
其
西
文
本
名
謂
之
「
出
形
氣
學
」
。
典
「
格
物
諸

形
氣
學
」
為
到
。
故
亦
緋
「
紳
學
」
・
「
智
學
」
・
「
愛
智
卑
」
。

日
本
人
謂
之
「
哲
學
」
。
顧
晩
近
科
卑
獨
有
愛
智
以
名
其
全
。
而
切

「
性
霰
之
學
」
則
蹄
於
「
心
學
」
。
「
哲
學
」
之
名
似
尚
未
安
也
』

を
加
え
て
い
る
。
厳
復
は
、
た
と
え
ば
三
段
論
法
を
連
珠
、
肯
定
を

正
、
否
定
を
負
、
蹄
納
を
内
抽
、
演
繹
を
外
掠
と
繹
し
て
い
る
。

⑧
＾
哲
卑
字
銚
>
の
緒
言
に
、
井
上
哲
次
郎
が
、
『
先
輩
之
膵
字
中

五
六



＾
韓
非
子
＞
に
お
け
る
＾
矛
粕
＞
説
話

妥
堂
者
、

i
5
年
採
而
牧
之
。
其
他
新
下
諄
字
者
、
屈
文
韻
府
・
淵
鑑
類

函
・
五
車
韻
瑞
等
之
外
、
博
参
考
偏
佛
諸
書
而
定
。
今
不
粛
引
證
。

獨
其
意
義
難
深
者
、
換
入
註
脚
、
以
便
蛮
蒙
』
と
識
し
て
い
る
。

c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
の
声
咋
語
に
引
證
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
の
は
、

『
其
意
義
難
深
』
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
矛
盾
』
と
い
う
語

も
ま
た
、
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
書
は
、
出
典
の
典
雅
な
も
の
を
意
識
し
た
ら
し
い
。
例
、
『
R
i
g
h
t

描
利
（
荀
子
勤
學
篇
、
及
至
其
致
好
之
也
、
目
好
之
五
色
、
耳
好
之

五
磐
、
口
好
之
五
味
、
心
利
之
有
天
下
、
是
故
糊
利
不
能
傾
也
、
｀
ぷ

々
。
萬
國
公
法
、
始
候
用
此
字
）
』

側
明
治
四
四
年
の
第
三
版
（
丸
善
書
店
刊
）
の
序
文
に
次
の
よ
う
に

害
か
れ
て
い
る
。
第
二
版
は
、
明
治
十
七
年
刊
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

初
版
と
同
一
内
容
で
あ
る
。
『
T
h
e
s
e
c
o
n
d
 edition, h
o
w
e
v
e
r
,
 

h
a
s
 b
e
e
n
 f
o
r
 
l
o
n
g
 
t
i
m
e
 o
u
t
 o
f
 
p
r
i
n
t
;
 
m
o
r
e
 
o
v
e
r
 it 

is 
t
o
o
 
d
e
t
e
c
t
i
v
e
 
t
o
 
s
a
t
i
s
t
y
 
m
o
d
e
r
n
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
 

p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 
s
t
u
d
i
e
s
 
h
a
v
i
n
g
 
m
a
d
e
 
m
u
c
h
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 

i
n
 
o
u
r
 c
o
u
n
t
r
y
 s
i
n
c
e
 
its 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
.
』

⑩
容
肇
祖
＾
韓
非
的
著
作
考
>
（
中
山
大
學
語
言
歴
史
學
研
究
所
週

列
一
集
四
期
所
牧
）
は
確
質
に
韓
非
の
著
作
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

の
＾
五
嚢
>
.
＾
頴
學
>
雨
篇
の
内
容
や
思
想
と
の
比
較
を
通
じ

て
、
＾
難
勢
>
篇
を
ほ
ぽ
韓
非
の
著
作
で
あ
る
と
推
論
す
る
。
し
か

し
、
そ
の
比
較
の
方
法
は
、
韓
非
が
思
想
的
に
『
勢
』
を
重
ん
じ
る

こ
と
の
一
黙
に
よ
る
比
較
で
あ
る
。
そ
れ
は
部
分
的
比
較
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
＾
難
勢
＞
篇
全
證
を
韓
非
の
著
作
と
考
え
る

五
七

立
培
で
あ
る
。
こ
の
立
場
の
よ
う
に
、
部
分
的
比
較
を
も
つ
て
、
全

儒
を
断
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
じ
態
度
の
陳
奇
猷
＾
韓

非
子
集
秤
＞
の
意
見
も
ま
た
同
じ
程
度
に
正
し
い
。

＾
難
勢
>
篇
は
、
①
『
勢
』
を
主
張
し
た
憤
到
の
説
・
R
『
賢
』

を
重
ん
じ
た
駁
文
・
③
さ
ら
に
R
へ
の
駁
文
、
と
い
う
三
段
落
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
陳
奇
猷
は
、
③
を
韓
非
の
主
張
と
と
り
（
同
篇

注
八
）
、
R
を
宜
入
し
た
も
の
（
同
篇
注
二
七
・
三
二
、
な
ら
び
に

同
著
者
の
＾
韓
非
子
俎
注
考
>
)
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
八
矛
楯
＞

説
話
は
③
の
段
落
の
中
に
あ
る
の
で
、
韓
非
の
手
に
成
る
も
の
と
は

考
え
な
い
。
そ
の
推
論
は
、
韓
非
が
『
法
・
術
・
勢
』
の
他
に
『
賢
』

を
董
ん
じ
て
い
る
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
容
肇
祖
と
同
じ
く
思
想
的
観

貼
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
『
勢
』
の
み
を
と
り
あ
げ
た
容
宋
祖
と
思

考
類
型
が
あ
る
。

郭
沫
若
＾
＋
批
判
書
＞
『
韓
非
子
的
批
判
』
(
-
九
五
六
年
・
科

學
出
版
祉
列
）
三
五
三
頁
以
下
は
、
容
肇
祖
に
典
す
る
意
見
で
は
あ

る
が
、
文
儒
論
的
方
法
で
あ
っ
て
、
決
定
的
な
質
證
性
は
無
い
。

⑪
＾
中
國
思
想
通
史
＞
の
所
論
を
批
判
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
主

義
の
い
う
＾
矛
盾
＞
を
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
常
然
の
こ
と

な
が
ら
、
辮
證
法
論
理
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
限
ら
れ
る
思
惟
の
方

法
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
中
國
哲
學
史
家
の
中
に
は
、
耕
證

法
論
理
を
マ
ル
ク
ス
主
義
に
限
る
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
者
が
あ
る
。

⑬
ソ
同
盟
科
學
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
學
研
究
所
機
闊
誌
＾
哲
學
の
諸
問

題
>
―
九
五
一
年
第
六
琥
所
牧
の
＾
論
理
學
の
諸
問
題
の
討
議
の
総

括
に
よ
せ
て
>
（
青
木
書
店
列
＾
論
理
學
入
門
＞
西
牟
田
等
膵
の
附



録
）
に
詳
し
い
。

同
論
文
に
闊
し
て
、
松
村
一
人
＾
『
矛
盾
律
』
と
朔
證
法
的
矛
盾
＞

（
岩
波
書
店
刊
雑
誌
＾
思
想
>
―
九
五
六
年
七
月
琥
）
・
中
村
秀
吉

＾
形
式
論
理
學
の
野
象
と
絣
證
法
＞
（
同
誌
一
九
五
七
年
七
月
琥
）

が
あ
る
。
そ
の
反
野
の
立
場
と
し
て
武
谷
三
男
＾
哲
際
は
有
炊
性
を

取
戻
し
た
か
>
（
同
誌
一
九
五
六
年
八
月
琥
）
が
あ
る
。

⑬
『
前
期
儒
家
的
知
識
起
源
論
和
知
識
方
法
論
』
・
『
墨
子
的
遁
輯
息

想
』
・
『
思
孟
學
派
的

II
無
類
II

選
輯
』
・
『
公
孫
龍
學
派
詭
謡
的
概

念
論
和
推
理
論
』
・
『
後
期
盛
家
的
認
識
論
和
遁
輯
學
，
ー
・
『
荀
子

的
羅
輯
思
想
』
と
、
論
理
思
想
に
闊
し
て
、
韓
非
の
節
に
至
る
ま
で

多
く
の
節
を
設
け
て
論
じ
て
い
る
。

⑬
⑤
『
明
主
之
道
、
一
人
不
兼
官
、
一
人
不
兼
事
』
・
④
『
百
官
不

散
俊
職
、
群
臣
不
敢
失
證
』
・
⑤
『
平
公
失
君
道
、
師
贖
失
臣
證
…

＾
韓
非
子
>
に
お
け
る

A
矛
楯
＞
詭
話

…
是
逆
上
下
之
位
、
而
失
人
臣
之
麓
也
』
・
⑥
『
仁
義
者
、
不
失
人

臣
之
膿
、
不
敗
君
之
位
者
也
。
…
…
臣
吏
分
職
受
事
名
日
朋
（
崩
は

峨
の
意
）
。
今
小
臣
，
租
民
崩
之
衆
、
而
逆
君
上
之
欲
、
故
不
可
謂
仁

義
』
・
①
『
剛

G
郷
）
ー
子
之
所
斬
也
、
若
罪
人
則
不
可
救
。
救
罪
人
、

法
之
所
以
敗
也
。
法
敗
則
國
胤
』
・
⑧
『
主
令
所
加
、
莫
敢
不
従

也
。
…
…
國
無
君
不
可
以
為
治
也
』
・
⑨
『
一
則
専
制
而
劫
栽
』

（
一
は
、
特
定
の
臣
の
み
を
用
う
れ
ば
、
の
意
）

⑮
陳
奇
猷
＾
韓
非
子
集
秤
>
同
注
『
営
注
、
非
大
人
之
事
。
奇
猷
案
、

官
、
猶
言
職
也
。
…
…
此
文
謂
耕
漁
典
陶
非
舜
之
職
事
。
葱
注
未
確
』

（
此
文
と
は
、
＾
韓
非
子
>
本
文
の
「
耕
漁
典
陶
、
非
舜
官
也
」
）

⑯
含
戸
四
＞
『
臣
不
得
越
官
而
有
功
』
．
＾
用
人
>
『
明
君
使
士

不
兼
官
』
。
ま
た
＾
定
法
>
篇
に
、
申
子
の
意
見
と
し
て
、
『
治
不
鍮

官
、
雖
知
不
言
』
が
あ
る
。

五
八




