
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
に
つ
い
て

小

倉

芳

彦

（
一
）
筍
子
の
法
刑
思
想

　
『
筍
子
』
正
論
者
に
、
刑
罰
の
原
則
を
論
じ
た
次
の
一
節
が
あ
る
。

　
　
夫
れ
暴
を
征
し
桿
を
訣
す
る
は
治
の
盛
な
り
。
　
「
人
を
殺
す
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
死
し
、
人
を
傷
つ
く
る
者
は
刑
す
、
」
　
是
れ
百
王
の
同
じ
く
す
る
所

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
り
。
其
の
由
り
て
来
る
所
の
者
を
未
だ
知
る
あ
ら
ず
。

重
い
罪
に
対
し
て
刑
罰
が
軽
す
ぎ
る
と
、
凡
人
に
は
何
が
悪
か
が
わ
か
ら

な
く
な
る
か
ら
、
か
え
っ
て
大
悪
を
犯
す
よ
う
に
な
る
。
殺
人
者
が
死
刑

に
な
ら
ず
、
傷
害
者
に
刑
罰
が
加
え
ら
れ
ぬ
の
は
、
暴
に
恵
み
賊
に
寛
大

す
ぎ
て
、
悪
を
に
く
む
所
以
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者

刑
」
こ
そ
「
百
王
の
同
じ
く
す
る
所
」
の
鉄
則
で
あ
っ
て
、
い
つ
始
ま
っ

た
と
も
知
れ
ぬ
ほ
ど
淵
源
の
古
い
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
筍
子
の
論
は
、
　
「
治
古
に
は
肉
刑
な
く
象
刑
あ
り
」
と
い
う
「
世

俗
の
説
を
な
す
者
」
へ
の
反
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
　
『
筍
子
』
に

見
え
る
象
刑
の
説
明
に
は
脱
交
が
多
く
、
そ
の
ま
ま
で
は
文
意
が
通
じ
な

い
の
で
、
ふ
つ
う
は
楊
涼
注
に
引
か
れ
た
『
．
慎
子
自
や
『
尚
書
大
伝
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

説
、
あ
る
い
は
『
白
虎
通
』
の
記
述
で
補
っ
て
解
釈
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
、

鯨
・
剣
・
腰
・
宮
・
死
の
五
刑
を
実
際
に
施
行
す
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
ぞ

れ
を
象
徴
す
る
特
徴
あ
る
服
装
を
さ
せ
る
の
が
「
象
刑
」
の
趣
旨
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

元
来
「
象
刑
」
説
は
、
　
『
尚
書
』
舜
典
の
「
象
る
に
典
刑
を
以
て
す
」
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

よ
び
益
稜
の
「
象
刑
を
施
す
こ
と
惟
れ
明
ら
か
な
り
」
　
に
発
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
°
　
　
　
　
　
（
2
）

で
、
　
『
孝
経
援
神
契
』
に
も
コ
ニ
皇
無
文
、
五
帝
画
象
、
三
王
肉
刑
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
象
刑
が
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
文
家
系
統
の
説
と
さ
れ
る
。

或
は
有
虞
氏
の
訣
と
言
い
（
『
慎
子
』
）
、
唐
虞
の
象
刑
と
言
い
（
『
尚
書

大
伝
』
）
、
五
帝
の
法
と
言
っ
て
（
『
白
虎
通
』
『
孝
経
援
神
契
』
）
、
時
代
は

一
定
し
な
い
が
、
　
『
筍
子
』
に
引
か
れ
る
「
治
古
に
は
肉
刑
な
く
し
て
象

刑
あ
り
」
の
「
世
俗
」
の
説
は
、
こ
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
筍
子
は
反
対
し
て
、
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人

者
刑
」
の
実
刑
主
義
を
貫
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
儒
家
に
属
す
る
と
さ
れ
る
筍
子
に
、
法
家
に
近
い
主
張
が
あ
る
こ
と

は
、
多
く
の
人
に
ょ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
筍
子
の
門
か
ら
韓
非
・
李

斯
が
出
た
こ
と
も
、
そ
の
一
面
を
語
る
で
あ
ろ
う
が
（
『
史
記
』
老
荘
申

韓
列
伝
）
、
「
賞
重
け
れ
ば
強
く
、
賞
軽
け
れ
ば
弱
し
。
刑
に
威
あ
れ
ば
強

く
、
刑
侮
ら
る
れ
ば
弱
し
。
」
（
議
兵
篇
）
の
よ
う
な
賞
刑
論
は
、
君
主
と
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人
民
の
利
害
が
相
反
す
る
と
見
る
法
家
の
立
場
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
孔
子
が
魯
の
摂
政
と
な
っ
て
七
日
目
に
少
正
卯
を
諌
し
た
乏
い
う
説

話
（
宥
坐
篇
）
も
有
名
だ
が
、
少
正
卯
は
諸
悪
兼
備
の
小
入
の
桀
雄
で
あ

る
か
ら
、
誹
す
る
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
、
と
筍
子
は
こ
の
孔
子
の
処
置

の
正
し
さ
を
力
説
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
孔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

子
像
か
ら
大
き
く
距
た
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
い
う

点
か
ら
見
る
と
、
筍
子
は
殆
ど
法
家
に
近
い
刑
罰
偏
重
論
者
で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
果
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る
上
で
手
が
か

り
と
な
る
の
が
、
次
の
議
兵
篇
の
一
節
で
あ
る
。

　
　
故
に
賞
慶
・
刑
罰
・
執
詐
の
道
た
る
、
傭
徒
・
粥
（
1
1
躍
）
売
の
道

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

　
　
人
は
差
ぢ
て
道
は
ざ
る
な
り
コ
故
に
（
A
）
徳
音
を
厚
く
し
て
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
び

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

　
　
し
て
以
て
之
を
愛
す
。
（
B
）
賢
を
尚
び
能
を
使
ひ
以
て
之
に
次
ぎ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ

　
　
爵
服
・
慶
賞
以
て
之
に
申
ぬ
。
　
（
C
）
其
の
事
を
時
に
し
、
其
の
任

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

　
　
が
如
く
す
。
　
（
D
）
政
令
以
て
定
ま
り
、
風
俗
以
て
一
な
り
。
（
E
）

　
　
俗
を
離
れ
其
の
上
に
順
は
ざ
る
も
の
有
ら
ば
、
則
ち
百
姓
敦
（
叫
慈
）

　
　
悪
せ
ざ
る
な
く
、
毒
華
と
せ
ざ
る
な
く
、
不
祥
を
祓
ふ
が
ご
と
し
。

　
　
（
F
）
然
る
後
、
刑
是
に
於
て
起
る
。
是
れ
大
刑
の
加
ふ
る
所
、
辱

　
　
な
ん

　
　
敦
そ
こ
れ
よ
り
大
な
る
！
　
将
に
以
て
利
と
な
す
か
、
則
ち
大
刑
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
は
る
。
身
筍
も
狂
惑
慧
随
な
ら
ざ
れ
ば
、
誰
か
是
れ
を
賭
て
改
め
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

　
　
ら
ん
や
！
　
然
る
後
、
百
姓
暁
然
と
し
て
皆
上
の
法
に
脩
（
循
の
誤
）

　
　
ふ
を
知
り
、
上
の
志
に
像
り
て
之
に
安
楽
す
。

（
A
）
…
…
（
F
）
は
、
内
容
に
よ
っ
て
試
み
に
設
け
た
段
落
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
A
）
徳
音
・
礼
儀
・
忠
信
を
以
て
下
に
接
す
る
。
　
（
基
本
原
則
）

　
（
B
）
尚
賢
使
能
を
重
ん
じ
、
爵
服
慶
賞
を
与
え
る
。
　
（
主
と
し
て
官

　
　
　
　
僚
を
対
象
）

　
（
C
）
民
を
酷
使
せ
ず
、
赤
子
の
如
く
に
い
つ
く
し
む
。
　
（
主
と
し
て

　
　
　
　
民
を
対
象
）

　
（
D
）
　
（
A
）
か
ら
（
C
）
ま
で
が
備
わ
れ
ば
政
令
は
安
定
し
、
風
俗

　
　
　
　
は
一
と
な
る
。

　
（
E
）
そ
れ
な
の
に
、
し
か
も
な
お
俗
を
離
れ
上
に
逆
ら
う
者
が
出
る

　
　
　
　
場
合
に
は
、
百
姓
自
身
が
こ
れ
を
僧
み
嫌
う
で
あ
ろ
う
。

　
（
F
）
か
く
て
後
、
始
め
て
刑
が
こ
の
者
に
加
え
ら
れ
る
。
こ
う
す
れ

　
　
　
　
ば
刑
は
恥
辱
と
な
り
、
誰
も
が
過
ち
を
改
め
、
上
の
法
に
従
う

　
　
　
　
よ
う
に
な
る
。

　
徳
治
に
ょ
っ
て
政
令
・
風
俗
が
安
定
す
る
（
A
l
D
）
。
　
に
も
か
か
わ

ら
ず
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
者
が
出
た
場
合
は
、
民
の
内
部
で
嫌
悪
さ
れ

る
。
刑
は
そ
の
者
に
対
し
て
こ
そ
加
え
ら
れ
る
べ
き
だ
（
E
－
F
）
、
と

い
う
筍
子
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
も
礼
が
本
で
刑
は
末
な
り
と
い
う
立

場
を
貫
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
　
『
孟
子
』
に
も
見
ら
れ
る
考
え

方
で
あ
る
。
国
君
た
る
者
は
、
左
右
が
「
殺
す
べ
し
」
と
言
っ
て
も
従
わ
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「殺人者死，傷人者刑」にっいて

ず
、
諸
大
夫
が
み
な
「
殺
す
べ
し
」
と
言
っ
て
も
従
わ
ず
、
国
人
が
み
な

「
殺
す
べ
し
」
と
言
っ
て
は
じ
め
て
取
調
べ
、
そ
の
証
跡
が
あ
っ
た
ら
こ

れ
を
殺
す
。
こ
う
い
う
経
過
を
ふ
ん
だ
死
刑
は
、
国
君
の
執
行
し
た
も
の

で
あ
っ
て
も
「
国
人
之
を
殺
す
」
こ
と
に
な
る
、
と
孟
子
は
言
う
（
梁
恵

王
下
）
。
百
姓
な
い
し
国
人
内
部
か
ら
悪
人
を
嫌
う
声
が
あ
が
っ
て
は
じ
め

て
、
君
主
は
刑
を
行
な
う
べ
し
、
と
主
張
す
る
点
で
、
孟
子
と
筍
子
は
共
通

の
地
盤
に
立
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
彼
ら
が
族
刑
・
連
坐

制
に
反
対
す
る
理
由
も
、
そ
れ
が
上
述
の
よ
う
な
手
続
き
な
し
に
、
本
来

犯
罪
に
無
縁
な
家
族
を
も
連
累
さ
せ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
孟
子
は
、

古
え
の
周
の
文
王
の
治
世
を
描
写
し
た
中
で
、
「
人
を
罪
す
る
に
學
せ
ず
」

と
述
べ
て
い
る
し
（
梁
恵
王
下
）
、
萄
子
は
乱
世
を
描
写
し
て
、
「
族
を
以

て
罪
を
論
じ
、
世
を
以
て
賢
を
挙
ぐ
る
」
点
を
指
弾
し
、
「
一
人
に
罪
が

　
　
　
　
　
　
た
い
ら

あ
っ
て
三
族
が
皆
夷
げ
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
舜
の
如
き
徳
が
あ
っ
て
も
差

別
な
し
に
刑
せ
ら
れ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
（
君
子

篇
）
。

　
筍
子
が
し
き
り
に
「
法
」
の
字
を
用
い
る
こ
と
も
、
彼
を
法
家
的
立
場

に
近
い
よ
う
に
思
わ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
や
は
り
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
の
差
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
　
「
百
吏
　
法
を

畏
れ
縄
に
循
ひ
、
然
る
後
、
国
常
に
乱
れ
ず
」
　
（
王
覇
篇
）
と
か
、
　
「
守

法
之
吏
、
諦
数
之
儒
」
　
（
正
名
篇
）
と
い
う
よ
う
な
場
合
の
「
法
」
は
、

い
わ
ゆ
る
法
令
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
吏
た
る
者
が
服
務
遵
守
す

べ
き
規
範
を
内
容
と
し
て
い
る
。
　
「
士
よ
り
以
上
に
は
則
ち
礼
楽
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

之
を
節
し
、
衆
庶
百
姓
に
は
則
ち
法
数
を
以
て
之
を
制
す
。
」
（
富
国
篇
）

と
い
う
場
合
の
「
法
数
」
も
、
　
「
衆
庶
百
姓
」
を
対
象
に
し
た
法
令
の
意

味
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
法
度
」
と
か
「
法
式
」
と
熟
さ
れ
た
場
合
の

法
は
、
法
令
そ
の
も
の
よ
り
も
、
よ
り
高
度
な
原
理
を
表
現
す
る
こ
と
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
で
　
　
　
コ
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
り

と
な
っ
て
い
る
。
　
コ
ニ
王
既
已
に
法
度
を
定
め
礼
楽
を
制
し
て
之
を
伝

ふ
。
」
（
大
略
篇
）
と
い
う
よ
う
に
「
礼
楽
」
と
並
称
さ
れ
た
り
、
葬
礼
を

論
じ
て
「
大
い
に
其
の
生
に
象
り
て
以
て
其
の
死
を
送
り
、
死
生
終
始
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
ロ
　
　
　

し
て
称
宜
に
し
て
好
善
な
ら
ざ
る
こ
と
な
か
ら
し
む
。
是
れ
礼
義
の
法
式

に
し
て
、
儒
者
是
れ
な
り
。
」
（
礼
論
篇
）
と
い
う
よ
う
に
「
礼
義
之
法
式
」

と
続
け
て
用
い
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
場
合
に
は
、
礼
義
・
礼
楽
と
法
度

・
法
式
と
の
間
に
価
値
上
の
落
差
は
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、

筍
子
の
言
う
「
聖
人
の
偽
」
よ
り
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
「
聖
人
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
コ

思
慮
を
積
み
、
偽
故
を
習
い
、
以
て
礼
義
を
生
じ
て
法
度
を
起
す
。
然
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

ば
則
ち
礼
義
・
法
度
な
る
者
は
、
是
れ
聖
人
の
偽
よ
り
生
ず
。
故
人
の

性
よ
り
生
ず
る
に
非
ざ
る
な
り
。
」
　
（
性
悪
簾
）
の
一
交
は
、
ま
さ
し
く

そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
筍
子
が
「
礼
法
」
と
い
う
語
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
る
と
き
は
、
そ
れ
は
「
礼
」
と
「
法
」
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
「
礼
」

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

な
る
「
法
」
、
或
は
「
礼
」
イ
コ
ー
ル
「
法
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
る
べ
き
で
あ
る
。
　
「
百
王
の
同
じ
く
す
る
所
に
し
て
礼
法
の
大
分
な

　
　
　
　
　
　
　
ロ

り
。
」
「
礼
法
の
枢
要
な
り
。
」
（
い
ず
れ
も
王
覇
篇
）
と
あ
る
「
礼
法
」
と

は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。
「
百
王
之
法
」
「
千
歳
之
法
」
（
王
覇
篇
）
、
　
コ
ニ

王
之
法
」
　
（
大
略
篇
）
な
ど
の
「
法
」
は
、
　
「
礼
法
」
の
省
略
と
見
る
べ
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き
で
、
た
ん
な
る
「
法
令
」
と
は
次
元
を
異
に
し
た
「
法
」
で
あ
る
。

こ
の
次
元
の
差
を
う
ま
く
利
用
し
て
警
句
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慎
到
・
田
駐
を
評
し
た
「
法
を
尚
べ
ど
も
法
な
し
」
の
表
現
（
非
十
二
子

篇
）
で
あ
る
。
初
め
の
「
法
」
は
い
わ
ゆ
る
「
法
令
」
に
、
後
の
「
法
」
は

「
礼
法
」
に
当
る
も
の
で
、
法
家
の
先
躍
を
な
す
慎
到
ら
は
「
法
令
」
を

重
ん
ず
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
よ
り
本
質
的
な
「
礼
法
」
に
暗
い
こ

と
が
、
筍
子
の
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
礼
義
・
法
度
は
聖
人
の
偽
よ
り
生
ず
」
と
い
う
こ
と
ば
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
筍
子
に
お
い
て
は
、
　
「
法
」
は
聖
人
な
い
し
君

子
な
く
し
て
は
存
立
し
得
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
君
道
篇
の

　
　
乱
君
あ
り
て
乱
国
な
く
、
治
人
あ
り
て
治
法
な
し
。

と
い
う
句
は
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。
射
の
名
人
翼
の
射
法
は
亡
び
な
く

て
も
、
伝
え
る
人
が
な
け
れ
ば
亡
ぶ
し
、
聖
王
禺
の
治
法
は
伝
わ
っ
て
い

る
の
に
、
夏
王
朝
の
後
喬
は
位
を
継
ぎ
得
な
い
、
と
説
明
を
続
け
て
い
る

の
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
難
解
な
表
現
は
、
国
を
乱
す
も
法
を
治
め
る
も
、
す

べ
て
そ
の
君
、
そ
の
人
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
自
体
、
法
自
体
に
そ
の

働
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
故
に
法
は
独
り
立
つ
こ
と
能
は
ず
、
類
は
自
ら
行
は
る
る
こ
と
能
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ず
。
其
の
人
を
得
れ
ば
則
ち
存
し
、
其
の
人
を
失
へ
ば
則
ち
亡
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
法
は
治
の
端
な
り
、
君
子
は
法
の
原
な
り
。
故
に
君
子
あ
れ
ば
、
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ち
法
雀
く
と
雛
も
以
て
偏
く
す
る
に
足
る
。
君
子
な
け
れ
ば
、
則
ち

　
　
法
具
は
る
と
難
も
先
後
の
施
を
失
し
、
事
の
変
に
応
ず
る
能
は
ず
、

　
　
以
て
乱
る
に
足
る
。

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
法
は
独
り
立
つ
こ
と

能
は
ず
、
熱
は
自
ら
行
は
る
こ
と
能
は
ず
」
と
、
　
「
法
」
と
対
挙
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
「
類
」
と
は
何
か
。
王
制
篇
に
は
「
其
の
法
あ
る
者
は
法
を
以
て
行

な
ひ
・
法
な
き
者
は
掛
を
以
て
挙
ぐ
」
と
あ
っ
て
（
大
略
篇
に
も
同
句
が

あ
る
）
、
こ
の
意
味
は
、
法
の
規
定
の
あ
る
も
の
は
そ
の
法
通
り
に
行
な
う

が
、
そ
れ
に
な
い
も
の
は
法
に
準
じ
て
判
断
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

金
谷
氏
は
、
　
「
類
」
と
は
広
義
で
の
法
の
こ
と
で
、
法
が
成
文
法
．
基
本

法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
類
は
慣
習
法
・
施
行
条
例
に
該
当
す
る
、
と
解
説

さ
れ
る
覚
次
の
よ
う
な
修
身
篇
の
議
論
を
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
か

は
問
題
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
人
に
海
な
け
れ
ば
、
則
ち
恨
仮
然
た
り
。
法
あ
る
も
其
の
義
を
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
（
1
1
知
）
る
な
け
れ
ば
、
則
ち
渠
渠
然
た
り
、
法
に
依
り
而
も
又
其

　
　
　
　

　
　
の
類
を
深
く
す
れ
ば
、
然
る
後
、
温
温
然
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
は
、
　
「
好
ん
で
法
を
行
ふ
は
士
な
り
」
に
始
ま
る
一
節
で
あ
る
が
、

「
法
な
き
人
」
を
最
低
と
し
、
　
「
法
あ
れ
ど
も
其
の
義
を
知
る
な
き
人
」

を
次
と
し
、
　
「
法
に
依
り
し
か
も
又
其
の
類
を
深
く
す
る
人
」
を
最
高
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
い
る
わ
け
で
、
　
「
類
を
深
く
す
る
」
と
は
「
法
の
義
を
知
る
」
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
現
存
す
る
法
令
（
或
は
条
文
化
さ
れ
た
礼
法
で
も
よ

い
）
に
通
じ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
法
の
背
後
に
あ
る
原
理
を
把
握
す

る
こ
と
こ
そ
が
「
法
の
義
を
知
る
」
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
類
を
深
く
す

る
」
、
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
金
谷
氏
は
こ
れ
を
「
法
則
に
依
り
従
い
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「殺人者死，傷人者刑」にっいて

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
も
ま
た
そ
の
周
延
の
条
例
を
も
深
く
わ
き
ま
え
て
こ
そ
云
々
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
が
（
傍
点
筆
者
）
、
「
類
」
を
そ
の
よ
う
に
倭
小
化
し
て
考
え

る
こ
と
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
非
十
二
子
篇
（
大
略
篇
に
も

同
文
が
あ
る
）
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
故
に
多
言
に
し
て
類
あ
る
は
聖
人
な
り
。
少
言
に
し
て
法
あ
る
は
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
子
な
り
。
多
に
も
少
に
も
法
な
く
し
て
流
油
す
る
は
、
弁
な
り
と
錐

　
　
も
小
人
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
ロ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
「
多
言
而
類
」
を
、
　
「
多
く
弁
じ
な
が
ら
そ
の
す
べ
て
が
こ
ま
か
い
規

範
に
も
か
な
っ
て
い
る
の
が
聖
人
で
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
と
訳
さ
れ
て

い
る
の
に
も
つ
な
が
る
。
筍
子
に
お
け
る
「
類
」
と
は
、
基
本
法
以
外
の

細
則
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
の
規
定
に
盛
ら
れ
て
は

い
な
い
が
、
そ
の
法
の
背
後
に
あ
っ
て
法
を
法
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、

ま
た
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
セ

な
「
法
の
義
」
を
知
れ
ば
、
．
周
延
の
条
例
や
こ
ま
か
い
規
範
は
お
の
ず
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

演
繹
さ
れ
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。
　
「
法
あ
り
と
も
議
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
法

の
至
ら
ざ
る
所
の
者
に
は
必
ず
廃
す
。
」
（
王
制
篇
）
と
い
う
「
議
」
こ
そ

が
、
　
「
法
の
義
を
知
り
」
、
「
類
を
深
め
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
条
件
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
筍
子
が
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
の
法
を
も
っ
て
、
　
「
百
王
の
同
じ

く
す
る
所
」
に
し
て
「
由
来
す
る
所
の
者
を
未
だ
知
る
あ
ら
ず
」
、
　
と
述

べ
て
い
る
背
景
に
は
、
お
よ
そ
以
上
概
観
し
た
よ
う
な
理
論
が
前
提
さ
れ

て
い
る
。
　
「
由
来
す
る
所
を
知
ら
ず
」
と
言
っ
て
は
い
る
が
、
葡
子
に
お

い
て
は
「
法
の
義
を
知
り
」
「
類
を
深
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不

動
の
真
理
性
が
確
信
さ
れ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
が

「
百
王
の
同
じ
く
す
る
所
」
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筍
子
の

い
わ
ゆ
る
後
王
思
想
も
こ
れ
と
関
連
す
る
問
題
だ
が
、
今
は
そ
こ
ま
で
触

れ
な
い
。

（
二
）
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
の
基
盤
．

　
と
こ
ろ
で
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
は
、
筍
子
に
ょ
っ
て
百
王
の
法

に
ま
で
高
め
ら
れ
は
し
た
が
、
実
際
に
は
、
由
来
が
わ
か
ら
ぬ
程
悠
遠
の
昔

か
ら
の
原
則
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
国
期
以
降
成
長
し
た
家
父
長
的
諸
集

団
内
部
を
規
律
す
る
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
戦
国
秦
漢
時
代
に
お

け
る
集
団
秩
序
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
「
約
」
な
い
し
「
約
束
」
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

格
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
増
淵
竜
夫
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
考
が
あ
り
、
　
「
殺

人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
の
「
約
」
も
、
そ
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
伝
え
る
説
話
の
中
で
最
も
印
象
的
な
の
は
、
『
呂
氏
春
秋
』

去
私
篇
に
見
え
る
「
墨
者
之
法
」
　
（
あ
る
い
は
「
墨
子
之
法
」
）
で
あ
ろ

う
。
秦
に
住
む
墨
者
の
鈍
子
腹
簿
の
ひ
と
り
息
子
が
、
あ
る
時
人
を
殺
し

た
。
秦
の
恵
王
は
特
旨
を
以
て
吏
に
命
じ
て
赦
免
し
ょ
う
と
し
た
が
、
腹

醇
は
、

　
　
墨
者
之
法
に
日
く
、
　
「
人
を
殺
す
者
は
死
し
、
人
を
傷
つ
く
る
者
は

　
　
刑
す
」
と
。
此
れ
、
人
を
殺
傷
す
る
を
禁
ず
る
所
以
な
り
。
夫
れ
人
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を
殺
傷
す
る
を
禁
ず
る
は
天
下
の
大
義
な
り
。
王
之
が
為
め
に
賜
ひ

　
　
て
吏
を
し
て
訣
せ
ざ
ら
し
む
る
と
も
、
腹
醇
は
墨
子
之
法
を
行
は
ざ

　
　
る
べ
か
ら
ず
。

と
答
え
て
、
自
分
の
子
を
訣
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
そ
の
骨
子
で

あ
る
。
墨
者
集
団
は
、
墨
饗
の
死
後
は
孟
勝
や
腹
醇
の
よ
う
な
距
子
と
よ

ば
れ
る
指
導
者
に
統
率
さ
れ
て
、
依
頼
に
応
じ
て
城
邑
守
禦
の
た
め
の
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

作
に
従
事
し
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
任
務
の
性
質
上
、
孔
子
一
門
の
よ
う
な

学
団
と
は
異
な
る
き
び
し
い
内
部
規
律
を
必
要
と
し
た
。
　
『
墨
子
』
が
兼

愛
．
非
攻
を
説
く
反
面
、
尚
同
・
天
志
の
如
き
上
下
の
統
属
関
係
を
強
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
説
を
な
し
て
い
る
原
因
も
、
そ
れ
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ

に
い
う
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
も
、
墨
者
集
団
を
規
律
す
る
法
の
一

つ
で
あ
っ
て
、
た
と
え
秦
王
か
ら
特
赦
を
与
え
ら
れ
て
も
、
集
団
の
秩
序

維
持
の
た
め
に
は
曲
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
鉄
則
で
あ
っ
た
。
　
『
呂
氏
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

秋
』
は
こ
の
説
話
を
「
去
私
」
篇
に
入
れ
て
、
腹
醇
が
父
子
の
私
を
無
視

　
　
コ

し
て
公
（
な
い
し
大
義
）
に
就
い
た
こ
と
を
称
揚
し
て
い
る
が
、
腹
醇
に

　
　
　
　
　
　

そ
の
よ
う
な
公
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
秦
王
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

か
ら
見
れ
ば
、
腹
醇
は
む
し
ろ
墨
者
の
私
法
に
執
着
し
た
と
言
う
こ
と
さ

え
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
墨
者
の
法
に
類
似
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
有
名
な
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
劉
邦
が
秦
の
父
老
豪
傑
と
の
間
に
約
し
た
「
法
三
章
」
で
あ
る
。
　
「
人

を
殺
す
者
は
死
し
、
人
を
傷
つ
け
、
及
び
盗
む
も
の
は
罪
に
抵
る
」
と
あ

る
よ
う
に
、
殺
入
・
傷
人
・
盗
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
刑
の
原
則
が
公
布

さ
れ
、
秦
の
苛
法
は
す
べ
て
除
か
れ
た
の
で
、
秦
人
は
大
い
に
喜
ん
だ
と

『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
法
三
章
」
は
墨
者
の
法
よ
り

も
「
盗
」
の
規
定
が
多
い
が
、
内
容
的
に
は
同
類
と
見
て
よ
い
。
た
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

「
法
三
章
」
は
、
劉
邦
と
秦
の
「
父
老
豪
傑
」
た
ち
と
の
間
に
約
さ
れ
た

も
の
で
、
劉
邦
集
団
内
部
の
約
で
は
な
い
。
元
来
秦
の
土
地
に
は
何
の
縁

故
も
基
盤
も
持
た
ぬ
劉
邦
集
団
が
、
降
服
し
た
秦
王
（
三
世
皇
帝
）
に
代

っ
て
関
中
の
土
地
で
支
配
権
力
を
握
る
た
め
に
は
、
秦
の
諸
県
の
豪
傑
父

老
層
の
協
力
支
持
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
約
の

行
な
わ
れ
た
漢
元
年
十
一
月
か
ら
ま
も
な
い
二
月
に
は
、
西
楚
覇
王
の
項

羽
を
中
心
と
す
る
封
建
が
行
な
わ
れ
、
劉
邦
は
漢
中
に
移
封
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
劉
邦
が
こ
の
約
に
ょ
っ
て
関
中
の
地
に
扶
植
し
得
た
支
配
力

は
、
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

秦
の
父
老
と
の
間
に
約
さ
れ
た
「
法
三
章
」
は
、
秦
王
朝
の
苛
法
か
ら
秦

人
を
解
放
す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
反
面
、
新
支
配
者
劉
邦
が
父
老
を
媒
介

と
し
て
被
支
配
者
秦
人
を
拘
束
す
る
強
制
力
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
劉
邦
集
団
内
部
を
律
す
る
法
に
つ
い
て
は
、
客
と
し
て
従
っ
た
張

蒼
が
「
法
に
坐
し
て
」
斬
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
例
（
『
史
記
』
張
丞
相
列

伝
）
以
外
に
は
っ
き
り
し
た
史
料
が
な
い
が
、
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」

に
該
当
す
る
よ
う
な
約
法
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
十
分
推
測
で
き
る
。
秦

の
父
老
と
の
間
の
約
法
三
章
は
、
こ
の
内
部
規
律
を
新
附
の
民
に
ま
で
拡

大
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
集
団
内
部
の
規
律
と
し
て
著
名
な
も
う
一
つ
の
例
は
、
赤
眉
集
団
の
場
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「殺人者死，傷人者刑」について

合
で
あ
る
。
王
葬
の
末
年
、
焚
崇
が
挙
兵
し
た
の
に
続
き
、
逢
安
・
徐
宣

ら
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
、
反
乱
集
団
は
数
万
人
に
達
し
た
。
元
来
困
窮
の

民
の
寄
り
集
ま
り
で
あ
っ
た
彼
ら
に
は
、
明
確
な
作
戦
計
画
も
な
か
っ
た

が
、
部
衆
が
こ
れ
ま
で
に
増
え
る
と
と
も
に
、
相
と
も
に
「
人
を
殺
す
者

は
死
し
、
入
を
傷
つ
く
る
者
は
創
を
償
ふ
」
と
い
う
約
を
つ
く
っ
た
、
と

『
後
漢
書
』
劉
盆
子
伝
に
あ
る
。
彼
ら
は
言
辞
を
も
っ
て
約
束
と
し
、
交

書
・
控
旗
・
部
曲
・
号
令
も
な
く
、
三
老
・
従
事
・
卒
史
な
ど
の
官
号
を

設
け
、
や
が
て
眉
を
赤
く
染
め
て
他
と
識
別
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い

う
。
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
償
創
」
は
、
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
の

墨
者
の
法
と
表
現
が
や
や
異
な
る
が
、
内
容
は
同
質
で
あ
る
。
そ
れ
が
交

書
で
は
記
さ
れ
ず
、
言
辞
に
ょ
っ
て
軍
中
に
布
告
さ
れ
た
と
い
う
が
、
そ

れ
は
赤
眉
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
墨
者
集
団
や
劉
邦
集
団
に
お
い
て
も
同

様
に
一
種
の
不
文
律
と
し
て
通
用
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
赤
眉
は

の
ち
に
強
大
化
し
て
一
営
一
万
入
ず
つ
で
三
十
営
を
構
成
し
、
漢
室
の
末

畜
劉
盆
子
を
帝
に
推
戴
し
て
、
丞
相
・
御
史
大
夫
以
下
の
官
職
を
整
備
す

る
ま
で
に
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
に
至
ら
ぬ
反
乱
の
初
期
に
お
い
て
、
無
秩

序
な
烏
合
の
衆
の
行
動
を
規
律
す
る
法
と
し
て
、
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

償
創
」
が
約
束
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
　
「
相
与
に
約
を
為
っ

た
」
と
い
う
「
相
与
」
と
は
、
焚
崇
と
そ
れ
ぞ
れ
手
勢
を
ひ
き
い
る
逢
安

・
徐
宣
ら
部
将
と
の
間
で
あ
る
の
か
、
彼
ら
を
含
む
奨
崇
を
代
表
と
す
る

赤
眉
指
導
層
と
附
従
者
と
の
間
の
約
で
あ
る
の
か
明
確
で
な
い
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
終
極
的
に
は
赤
眉
集
団
全
員
を
「
約
束
」
す
る
法
と
し
て
の

性
格
を
も
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
、
「
殺
人
者
死
、
傷
人
及
盗
、
抵
罪
」
、
「
殺

人
者
死
、
傷
人
者
償
創
」
、
こ
の
三
者
は
、
表
現
こ
そ
少
し
ず
つ
異
な
る

が
、
殺
人
者
に
は
死
刑
、
傷
入
者
に
は
適
宜
な
刑
罰
を
施
せ
、
と
言
っ
て

い
る
点
で
、
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
差
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
三
者
は
、
い

ず
れ
も
結
束
力
を
強
く
要
求
さ
れ
る
戦
闘
集
団
に
お
い
て
「
約
束
」
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
共
通
し
た
面
を
そ
な
え
て
い
る
。
墨
者

集
団
は
築
城
と
守
禦
に
長
じ
た
工
人
で
あ
っ
た
し
、
劉
邦
集
団
・
赤
眉
集
団

は
言
う
ま
で
も
な
く
現
存
王
朝
に
反
抗
す
る
農
民
集
団
で
あ
る
。
血
縁
的

な
枠
を
超
え
て
、
　
一
定
の
目
的
の
も
と
に
組
織
が
つ
く
ら
れ
て
行
く
場

合
、
血
縁
以
外
の
秩
序
原
理
が
必
要
と
な
る
。
組
織
が
組
織
と
し
て
自
分

の
生
命
力
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
れ
は
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
「
殺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
リ
オ
　
　
　
　
　
（
1
1
）

人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
と
い
う
同
害
刑
に
類
似
の
法
が
定
め
ら
れ
る
の
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
約
束
」
は
む
ろ
ん
集
団
の
指
導
者
の
命
令
的

性
格
を
も
つ
と
同
時
に
、
指
導
さ
れ
る
一
般
集
団
構
成
員
に
と
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
リ

自
己
の
生
存
を
託
す
る
集
団
の
法
と
し
て
自
発
的
に
支
持
さ
れ
る
性
格
の

も
の
で
あ
る
。
鍾
子
腹
醇
が
わ
が
子
を
珠
し
た
も
の
も
、
墨
者
の
法
を
集

団
の
原
理
と
し
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
点
で
は
集
団
の
長
た
り
と
も
例
外

で
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
上
か
ら
の
一
方
的
命
令
だ
け
で
は
、

「
約
束
」
は
集
団
を
結
集
す
る
力
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
の
法
は
、
特
定
の

目
的
を
も
つ
集
団
内
部
を
規
律
す
る
法
と
し
て
は
有
効
で
あ
っ
て
も
、
そ
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れ
よ
り
も
大
き
く
且
つ
複
雑
な
組
織
を
必
要
と
す
る
政
治
の
原
理
と
し
て

は
、
あ
ま
り
に
簡
素
に
す
ぎ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
現
に
劉
邦
拡

秦
の
父
老
と
の
間
に
「
法
三
章
」
を
約
し
は
し
た
も
の
の
、
や
が
て
漢
中

か
ら
関
中
に
再
出
撃
し
、
項
羽
と
の
間
に
死
闘
を
展
開
す
る
過
程
で
、
瀟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

何
に
命
じ
秦
律
を
参
照
に
し
て
律
を
整
備
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
謀
反

者
韓
信
・
彰
越
ら
に
対
し
て
、
秦
以
来
の
苛
法
で
あ
る
「
夷
三
族
」
刑
を

加
え
る
に
至
っ
た
こ
と
も
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
複
雑
に
変
転
す
る
現
実

の
政
局
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
い
つ
ま
で
も
「
法
三
章
」
に
こ
だ
わ
っ

て
は
い
ら
れ
な
い
。
瀟
何
の
律
九
章
に
次
い
で
、
叔
孫
通
が
傍
章
十
八

篇
、
張
湯
が
越
宮
律
二
十
七
篇
、
趙
禺
が
朝
律
六
篇
を
定
め
る
と
い
う
よ

う
に
、
歴
代
律
令
が
増
加
し
て
行
っ
た
（
『
晋
書
』
刑
法
志
）
の
も
、
漢

王
朝
に
よ
る
支
配
の
長
期
化
・
安
定
化
に
伴
な
う
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ

た
。
と
同
時
に
そ
れ
は
、
武
帝
時
代
の
内
治
外
攻
の
緊
張
期
に
対
処
し

て
、
，
「
法
令
を
条
定
し
、
見
知
故
縦
・
監
臨
部
主
の
法
を
作
り
、
深
故
の

罪
を
緩
く
し
、
縦
出
の
誹
を
急
に
す
」
　
（
『
漢
書
』
刑
法
志
）
と
い
わ
れ

る
よ
う
な
状
況
が
、
律
令
の
繁
苛
を
い
っ
そ
う
促
進
し
た
こ
と
も
言
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
武
帝
時
代
の
内
外
政
策
の
可
否
を
め
ぐ
る
討
論

を
整
理
編
集
し
た
『
塩
鉄
論
』
の
中
に
は
、
刑
法
問
題
も
当
然
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
高
祖
の
時
に
は
コ
ニ
章
之
法
」
で
す
ん
で
い
た
が
、
時
代

が
変
れ
ば
法
網
は
密
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
、
と
い
う
御
史
の
見
解

も
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
が
（
詔
聖
篇
）
、
　
こ
こ
で
は
刑
の
本
質
に
つ
い
て

の
討
論
の
一
節
を
刑
徳
篇
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
先
ず
大
夫
が
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
　
1
民
が
法
を
犯
す
の
は
罰
が

軽
い
た
め
で
、
逆
に
、
灰
を
道
に
棄
て
る
よ
う
な
軽
罪
に
対
し
て
も
商
鞍

が
刑
を
加
え
る
と
、
秦
民
は
治
ま
っ
た
も
の
だ
。
馬
や
牛
を
盗
ん
だ
だ
け

で
も
重
く
罰
す
る
の
は
、
根
本
を
重
ん
じ
て
軽
疾
を
絶
た
ん
が
た
め
で
あ

る
。
盗
・
傷
罪
を
殺
人
罪
と
同
じ
に
扱
う
の
も
、
　
「
其
の
心
を
累
ら
は
し

て
其
の
意
を
責
め
」
ん
が
た
め
で
あ
り
、
こ
の
法
の
微
意
は
衆
人
に
は
わ

か
ら
ぬ
も
の
だ
ー
と
い
う
。
交
学
側
の
反
駁
に
入
る
前
に
、
大
夫
の
説

に
あ
る
「
灰
を
道
に
棄
て
た
者
を
刑
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
説
明
を
補
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

し
て
お
゜
く
。
こ
こ
で
は
こ
の
法
は
商
鞍
の
定
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

が
、
『
韓
非
子
』
内
儲
説
上
の
「
必
罰
」
の
条
で
は
、
「
灰
を
街
に
棄
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

者
を
刑
す
」
（
一
日
「
手
を
断
つ
」
）
は
股
の
法
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
法
が
重
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
い
う
子
貢
の
間
に
対
し
て
、
灰
を
街
に

棄
て
れ
ば
人
に
か
か
り
、
人
に
か
か
れ
ば
人
は
怒
り
、
怒
れ
ば
闘
い
、
闘

え
ば
私
闘
の
罪
で
三
族
諌
滅
に
至
る
か
ら
、
灰
を
街
に
棄
て
る
軽
罪
を
重

く
罰
す
る
の
が
治
道
で
あ
る
と
孔
子
が
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、

愛
と
法
と
は
並
び
立
た
ず
、
刑
の
厳
格
こ
そ
治
道
の
至
要
な
り
と
す
る
韓

非
の
理
論
を
、
孔
子
の
口
を
通
じ
て
語
ら
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

『
韓
非
子
』
で
股
の
法
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
『
塩
鉄
論
』
で
な
ぜ
商
鞍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
法
と
な
っ
て
い
る
か
明
ら
か
で
な
い
。
　
「
慈
母
に
敗
子
あ
り
、
厳
家
に

格
虜
な
し
」
と
い
う
『
韓
非
子
』
の
句
を
引
用
し
て
い
る
秦
の
宰
相
李
斯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
上
書
の
中
に
も
、
　
「
灰
を
道
に
棄
つ
る
者
を
刑
す
」
が
商
君
の
法
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

っ
て
い
る
。
灰
を
道
に
棄
て
る
な
と
い
う
掟
は
、
お
そ
ら
く
は
「
道
、
遺
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「殺人者死，傷人者刑」にっいて

ち
た
る
を
拾
は
ず
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
一
種
の
村
落
共
同
体
の
内
部

の
材
亦
令
に
起
源
し
、
般
の
法
と
も
商
鞍
の
法
と
も
断
定
し
・
か
ね
る
性
格
の

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
微
罪
を
厳
重
に
罰
す
る
こ
と
に
、
韓
非

ー
李
斯
1
『
塩
鉄
論
』
大
夫
と
い
う
法
家
の
系
列
は
重
大
な
関
心
を
寄
せ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
立
場
に
立
つ
刑
罰
論
に
対
し
て
、
文
学
は
種
々
に
反
駁
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
古
者
、
人
を
傷
つ
け
て
創
あ
ら
ば
刑
し
、
盗
に
蔵
あ
ら
ば
罰
し
、
人

　
　
　
ロ

　
　
を
殺
す
者
は
死
す
。
今
、
人
の
兵
刃
を
取
り
て
以
て
人
を
傷
つ
く
る

　
　
も
、
罪
殺
人
と
同
じ
き
は
、
其
の
至
意
に
非
ざ
る
な
き
を
得
ん

　
　
や
。

と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
軽
罪
を
も
重
く
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪

を
未
然
に
絶
滅
し
よ
う
と
す
る
大
夫
の
立
場
に
対
し
て
、
文
学
は
、
殺
．

傷
・
盗
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
罰
を
加
う
べ
き
で
、
一
律
に
殺
人
と
同

罪
に
す
る
の
は
古
の
至
意
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
文
学
が

こ
こ
で
「
傷
人
有
創
者
刑
、
盗
有
蔵
者
罰
、
殺
人
者
死
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
、
劉
邦
の
約
し
た
「
法
三
章
」
す
な
わ
ち
「
殺
人
者
死
、
傷
入
及

盗
、
抵
罪
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
　
『
塩
鉄
論
』
に
お
け
る

大
夫
と
文
学
は
、
族
刑
縁
坐
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
も
煮
見
が
対
立
し
て
お

り
、
と
く
に
交
学
は
一
定
の
親
族
範
囲
内
で
の
犯
罪
隠
匿
を
認
め
よ
う
と

　
　
　
　
　
（
1
5
）

さ
え
し
て
い
る
。
こ
こ
で
文
学
は
、
傷
・
盗
・
殺
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ

た
罰
を
加
え
よ
う
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
他
人
の
罪
に
連
坐

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
筈
で
あ
る
。
交
学
と
し
て
は
、
大
夫
に
代

弁
さ
れ
る
威
嚇
主
義
的
な
法
家
的
刑
罰
論
に
、
思
想
と
し
て
反
対
す
る
と

同
時
に
、
族
刑
縁
坐
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
当
時
の
状

況
を
、
政
策
的
に
批
判
し
て
、
，
「
法
三
章
」
的
な
法
を
古
の
刑
の
至
意
で

あ
る
と
強
調
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
法
三
章
」
を
普
遍
原
理

に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
交
学
の
立
場
が
、
漢
代
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

民
間
の
私
的
復
離
の
慣
行
を
容
認
す
る
立
場
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
漢
の
族
刑
縁
坐
の
苛
法
に
対
置
さ
れ
て
い
る

「
傷
人
有
創
者
刑
、
盗
有
戚
者
罰
、
殺
人
者
死
」
の
原
則
は
、
民
間
に
お

け
る
自
律
的
秩
序
に
関
連
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
筍
子
よ
り
二
百
年
余
も
後
の
班
固
が
、
　
『
漢
書
』
刑
法
志
で

肉
刑
復
活
論
を
展
開
す
る
に
当
っ
て
、
　
『
萄
子
』
正
論
篇
の
象
刑
否
定
論

に
依
拠
し
つ
つ
、
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
を
基
本
原
理
に
据
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
班
固
が
肉
刑
復
活
を
主
張
す
る
根
拠

と
な
る
現
状
認
識
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
後
漢
の
再
建
後
、
民
は
兵
禍

よ
り
免
れ
、
人
々
は
生
活
を
楽
し
み
、
朝
野
に
横
暴
な
人
物
も
な
く
、
前

漢
末
に
較
べ
る
と
断
獄
数
が
大
幅
に
減
っ
た
。
し
か
し
今
や
郡
国
で
刑
死

す
る
者
は
万
を
以
て
数
え
ら
れ
、
天
下
の
獄
も
二
干
余
に
の
ぼ
り
、
冤
死

者
も
少
く
な
い
。
そ
の
原
因
は
次
の
五
つ
に
あ
る
。

　
〔
1
〕
　
「
礼
教
不
立
」
…
…
隈
防
に
ょ
っ
て
洪
水
を
防
ぐ
よ
う
に
、
先

　
　
ず
礼
を
制
し
て
然
る
後
刑
を
止
め
る
べ
き
な
の
に
、
現
在
未
だ
に
礼
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（
1
8
）

　
　
教
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。

　
〔
2
〕
　
「
刑
法
不
明
」
…
…
死
刑
は
き
び
し
す
ぎ
る
反
面
、
生
刑
（
死

　
　
刑
に
至
ら
ぬ
肉
刑
）
は
手
ぬ
る
く
て
、
罪
を
犯
し
が
ち
に
な
る
。

　
〔
3
〕
　
「
民
多
貧
窮
」
…
…
磯
寒
し
き
り
に
至
り
、
民
は
生
活
に
窮
し

　
　
て
道
を
踏
み
外
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　
〔
4
〕
　
「
豪
傑
務
私
、
姦
不
軌
得
」
…
…
蒙
傑
が
ひ
そ
か
に
姦
邪
の
人

　
　
を
匿
ま
い
、
　
一
般
の
風
潮
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
〔
5
〕
　
「
獄
肝
不
平
」
…
…
古
の
聴
獄
は
人
を
生
か
す
道
を
求
め
た

　
　
の
に
、
今
の
獄
吏
は
刻
薄
を
明
察
と
考
え
違
い
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
原
因
の
中
で
、
班
固
が
刑
法
志
で
も
っ
と
も
重
点
的
に
論
じ

て
い
る
の
が
、
　
〔
2
〕
の
「
刑
法
不
明
」
の
闘
題
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ

う
に
考
え
る
。
ー
生
刑
が
手
ぬ
る
く
な
っ
て
来
た
の
は
、
前
漢
の
文
帝

が
「
有
虞
氏
の
時
、
衣
冠
を
画
し
章
服
を
異
に
し
て
以
て
獄
と
な
す
に
、

民
犯
さ
ず
。
何
ぞ
治
の
至
れ
る
や
」
と
象
刑
を
理
想
と
し
て
肉
刑
を
廃
し

て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
民
に
「
改
過
自
新
」
の
余
地

を
与
え
よ
う
と
の
配
慮
に
出
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、

髭
刑
が
完
城
旦
春
に
、
鯨
刑
が
髭
鉗
城
旦
春
に
、
釧
刑
が
答
三
百
、
斬

左
止
刑
が
答
五
百
に
代
え
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、
斬
右
止
刑
が
直
ち
に
棄

市
刑
と
な
る
ば
か
り
か
、
答
数
が
多
す
ぎ
て
罪
人
が
死
ん
で
し
ま
う
例
も

あ
り
、
　
「
民
を
全
か
ら
し
め
ん
」
と
し
た
肉
刑
廃
止
の
本
意
に
矛
盾
す
る

結
果
と
な
っ
て
い
る
。
原
理
的
に
言
っ
て
も
、
発
・
舜
時
代
よ
り
徳
衰
え

俗
薄
き
夏
・
股
・
周
に
お
い
て
、
す
で
に
肉
刑
が
制
せ
ら
れ
た
の
だ
か

ら
、
ま
し
て
や
「
俗
已
に
三
代
よ
り
薄
き
」
現
代
に
お
い
て
肉
刑
を
廃
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
『
尚
書
』
益
稜
篇
の
・
「
象
刑
を
施
す
ご
と
惟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ど

れ
明
ら
か
に
な
り
」
の
「
象
刑
」
は
、
「
天
道
に
象
っ
て
刑
を
作
る
」
意

味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
象
刑
説
の
根
拠
と
す
る
の
は
誤
解
で
あ

る
。
　
　
こ
の
よ
う
な
見
解
の
上
に
立
っ
て
、
班
固
は
肉
刑
を
適
宜
加
え

る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
犯
罪
の
程
度
に
対
応
し
た
刑
罰
体
系
を
つ
く
れ
と
主

張
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
筍
子
の
象
刑
否
定
論
に
深
く
賛
意
を
表

す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
伴
な
っ
て
、
班
固
は
『
萄
子
』
正
論
篇
の
象
刑
否
定
の
一
節
を

そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
引
用
部
分
の
中
に
は
、
例
の
「
殺

人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
の
法
が
含
ま
れ
て
い
た
。
筍
子
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
法
は
「
法
の
義
を
知
る
」
者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
法
で
あ
り
、
そ
れ

故
に
「
百
王
の
同
じ
く
す
る
所
」
で
あ
る
と
断
言
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
原

理
の
中
に
、
筍
子
は
お
そ
ら
く
、
族
刑
縁
坐
の
よ
う
な
行
き
す
ぎ
た
刑
や
、

象
刑
説
の
よ
う
な
軽
す
ぎ
て
無
内
容
な
刑
の
い
ず
れ
に
も
偏
し
な
い
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

わ
ば
刑
の
義
を
見
出
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
同
じ
原
理
を

班
固
が
『
萄
子
』
を
媒
介
と
し
て
引
用
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、

殺
人
罪
に
は
死
刑
を
、
傷
害
罪
に
は
適
宜
な
刑
罰
を
課
す
る
と
い
う
、
段

階
的
な
刑
罰
体
系
の
原
理
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
か

え
れ
ば
、
．
筍
子
が
法
そ
の
も
の
を
超
え
た
法
の
本
質
を
問
題
と
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
セ

の
に
対
し
て
、
班
固
は
具
体
的
な
制
度
と
し
て
の
法
の
整
備
に
関
心
を
向

け
て
い
る
。
む
ろ
ん
班
固
も
、
筍
子
が
礼
法
を
定
め
る
聖
人
を
重
視
し
た
の
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「殺人者死，傷人者刑」にっいて

と
同
様
に
、
　
「
古
に
合
し
今
に
便
な
る
」
　
「
一
代
之
法
」
を
定
め
る
こ
と

は
、
周
の
宣
王
を
輔
け
た
仲
山
甫
ほ
ど
の
才
が
な
け
れ
ば
む
ず
か
し
い
こ

と
を
述
べ
、
自
ら
を
そ
の
よ
う
な
「
変
法
」
の
適
格
者
に
擬
し
て
は
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
セ

が
、
主
要
な
関
心
が
制
度
の
改
定
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ

は
後
漢
朝
の
官
僚
た
る
彼
の
意
識
と
し
て
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
　
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
に
元
来
備
わ
っ
て

い
た
集
団
内
部
の
緊
張
し
た
規
範
性
も
、
こ
こ
で
は
犯
罪
の
軽
重
に
対
応

し
た
刑
罰
制
度
整
備
の
原
理
に
移
行
し
て
い
る
。

　
元
来
、
特
定
の
集
団
倫
理
で
あ
っ
た
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
」
と
い

う
具
体
的
な
法
が
、
思
想
や
制
度
の
次
元
で
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
た

か
と
い
う
問
題
の
一
端
も
、
上
述
の
検
討
を
通
じ
て
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
金
谷
治
『
訳
注
　
荷
子
』
下
巻
三
五
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
詳
し
く

は
沈
家
本
「
刑
制
総
考
」
一
の
象
刑
条
を
参
照
（
『
沈
寄
移
先
生
遺
書
』

甲
編
）
。

　
（
2
）
　
『
周
礼
』
秋
官
司
園
「
凡
害
人
者
、
弗
使
冠
飾
、
而
加
明
刑

焉
」
の
注
に
「
冠
飾
せ
し
め
ず
と
は
、
墨
檬
を
著
く
る
こ
と
古
の
象
刑
の

若
き
か
」
と
あ
り
、
そ
の
疏
に
「
『
孝
経
緯
』
に
云
ふ
」
と
し
て
こ
の
文

が
引
か
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
『
漢
書
』
武
帝
紀
　
元
光
元
年
五
月
、
　
「
認
賢
良
日
、
朕
聞
昔

在
唐
虞
、
画
象
而
民
不
犯
、
日
月
所
燭
、
莫
不
率
碑
。
…
：
・
」
条
の
王
先

謙
『
補
注
』
参
照
。
た
だ
し
沈
家
本
は
、
象
刑
を
乱
今
に
起
る
と
の
筍
子

説
に
は
必
ず
し
も
従
え
ず
と
し
、
囚
人
の
無
冠
や
赫
衣
に
古
の
遺
制
を
見

て
い
る
（
註
1
参
照
）
。

　
（
4
）
渡
辺
卓
「
少
正
卯
　
　
孔
子
説
話
の
思
想
史
的
研
究
　
四
」
（
東

方
学
七
）
参
照
。

　
（
5
）
金
谷
治
『
訳
注
　
葡
子
』
上
巻
三
四
〇
ペ
ー
ジ
、
三
六
七
ぺ
ー

ジ
参
照
。
重
沢
俊
郎
「
筍
況
研
究
」
　
（
同
氏
著
『
周
漢
思
想
研
究
』
に
収

め
る
）
は
「
法
律
思
想
」
の
項
で
荷
子
の
刑
法
思
想
を
述
べ
、
「
類
」
を
法

の
比
類
適
用
、
拡
張
解
釈
と
解
し
て
い
る
。

　
（
6
）
「
法
令
は
治
の
具
に
し
て
、
清
濁
を
制
治
す
る
源
に
は
あ
ら
ず
」

（
『
史
記
』
酷
吏
列
伝
序
）
、
「
法
勢
は
治
の
具
な
り
、
賢
人
を
得
て
化
す
」

（
『
塩
鉄
論
』
刑
徳
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
法
そ
の
も
の
の
合
理
化
を
徹

底
せ
ず
に
法
を
支
配
の
手
段
と
し
て
合
理
化
す
る
傾
向
が
、
中
国
古
代
の

法
思
想
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
；
に
従
・
兄
ば
、

こ
れ
は
「
実
質
的
合
理
的
」
な
法
思
想
で
あ
り
、
法
的
命
令
と
道
徳
的
命

令
と
が
交
錯
し
た
家
産
的
法
の
特
色
と
さ
れ
る
。
　
（
石
尾
芳
久
訳
『
法
社

会
学
』
）
。
　
な
お
葡
子
の
法
刑
思
想
に
つ
い
て
は
、
内
田
智
雄
「
筍
子
の

礼
と
法
の
思
想
」
（
同
志
社
法
学
二
九
）
、
「
葡
子
の
刑
罰
論
」
（
同
三
一
）

参
照
。

　
　
（
7
）
増
淵
龍
夫
「
戦
国
秦
漢
時
代
に
お
け
る
集
団
の
『
約
』
に
つ
い

て
」
　
（
東
方
学
論
集
第
三
。
同
氏
著
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
に
収

録
）
。
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（
8
）
渡
辺
卓
「
墨
家
の
集
団
と
そ
の
思
想
」
（
史
学
雑
誌
七
〇
1
一

〇
、
一
一
）
　
「
『
墨
子
』
諸
篇
の
著
作
年
代
－
十
論
二
十
三
篇
に
つ
い

て
ー
」
　
（
東
洋
学
報
四
五
ー
三
、
四
）
　
「
墨
家
の
守
禦
し
た
域
邑
に
つ

い
て
」
，
（
東
方
学
二
七
）
参
照
。

　
（
9
）
，
増
淵
龍
夫
「
墨
侠
」
　
（
一
橋
論
叢
三
ニ
ー
四
。
前
掲
同
氏
著
に

収
録
）
。

　
（
1
0
）
　
『
史
記
』
に
は
「
諸
県
の
父
老
豪
傑
を
召
す
」
と
あ
る
が
、
　
『
漢

書
』
高
帝
紀
に
は
「
父
老
」
の
二
字
が
な
い
。
な
お
『
漢
書
』
は
こ
れ
を

威
陽
に
攻
め
入
っ
た
十
月
の
翌
十
一
月
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
（
1
1
）
）
仁
井
田
陞
『
中
国
法
制
史
研
究
　
刑
法
』
第
八
章
　
参
照
。

仁
井
田
氏
は
「
殺
人
者
死
」
の
法
は
、
生
命
で
生
命
を
償
う
モ
ー
ゼ
法
な

ど
と
「
幾
分
吻
合
も
す
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
全
般
的
に
は
中
国
古
法
に

は
同
害
刑
（
↓
2
－
＝
o
）
的
制
裁
が
明
確
に
は
見
ら
れ
な
い
点
を
指
摘
さ
れ

る
。
そ
れ
は
氏
が
、
同
害
刑
は
私
的
復
雛
か
ら
公
刑
罰
制
度
へ
移
る
過
渡

的
な
も
の
で
、
実
刑
主
義
が
古
く
か
ら
発
達
し
た
中
国
で
は
必
然
的
に
同

害
刑
が
現
わ
れ
な
い
筈
だ
、
と
い
う
刑
法
理
論
上
の
前
提
に
立
た
れ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
の
当
否
は
当
面
の
問
題
で
は
な
い
。

　
（
1
2
）
小
川
茂
樹
「
漢
律
略
考
」
　
（
『
桑
原
博
士
還
暦
記
念
　
東
洋
史

論
叢
』
所
収
）
、
　
増
淵
龍
夫
「
戦
国
秦
漢
時
代
に
お
け
る
集
団
の
『
約
』

に
っ
い
て
」
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
1
3
）
　
『
漢
書
』
五
行
志
（
中
之
下
）
に
は
、
「
秦
、
相
坐
之
法
を
連
ね
、

灰
を
道
に
棄
つ
る
者
を
鯨
す
」
と
あ
る
。

　
（
1
4
）
　
「
刑
棄
灰
於
道
者
」
は
、
灰
の
神
聖
視
”
肥
料
重
視
思
想
の
表

現
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
も
の
に
、
橋
川
時
雄
「
秦
法
か
ら

見
た
離
騒
美
ー
〃
灰
を
棄
つ
る
も
の
を
刑
す
”
に
つ
い
て
」
　
（
人
文
研

究
七
－
六
）
が
あ
る
。

　
（
1
5
）
拙
稿
「
族
刑
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」
　
（
学
習
院
大
学
文
学

部
研
究
年
報
一
一
）
で
こ
の
問
題
に
ふ
れ
た
。

　
（
1
6
）
牧
野
巽
「
漢
代
に
於
け
る
復
饒
」
（
同
氏
著
『
支
那
家
族
研
究
』

に
収
録
）
、
　
増
淵
龍
夫
「
漢
代
郡
県
制
の
地
域
別
的
考
察
　
そ
の
一
ー

太
原
．
上
党
一
，
一
郡
を
中
心
と
し
て
ー
」
　
（
中
国
古
代
史
研
究
会
『
中
国

古
代
史
研
究
』
所
収
）
参
照
。

　
（
1
7
）
内
田
智
雄
「
漢
書
刑
法
志
に
あ
ら
わ
れ
た
刑
罰
思
想
」
　
（
同
志

社
法
学
一
五
）
、
重
沢
俊
郎
「
漢
魏
に
於
け
る
肉
刑
論
」
（
東
洋
の
文
化
と

社
会
　
第
二
輯
）
参
照
。

　
（
1
8
）
刑
法
志
も
、
礼
と
刑
は
と
も
に
必
要
で
は
あ
る
が
、
　
「
文
徳
は

帝
王
の
利
器
、
威
武
は
文
徳
の
輔
助
」
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
両
者
を

と
ら
え
て
い
る
。
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