
金
谷
治
著

管

子

の

研

究

|
上
中
園
古
代
思
想
史
の
一
面
|
|

町

回

郎
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『
管
子
』
八
十
六
篇
は
、
把
握
し
に
く
い
書
物
で
あ
る
。
各
類
各
篇
ご
と
に

議
論
が
分
れ
テ
l
マ
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
な
か
な
か
統
一
的
な
主
張
は

こ
れ
だ
と
把
揮
し
難
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
線
鐙
と
し
て
論
議
は
端
技
展
的
で
は

な
い
。
同
じ
よ
う
な
主
張
が
各
庭
で
く
り
返
さ
れ
る
。
う
ん
ざ
り
で
あ
る
。
む

ろ
ん
興
味
を
そ
そ
る
篤
も
あ
る
。
羅
根
淳
氏
が
『
管
子
』
を

「
戦
園
秦
漢
民
平
術

の
費
磁
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
心
術
上
下
、

白
心
等
の
道
家
諸
篇
、
修
師
陣

・
軽

重
の
経
済
説
、
幼
官
・
弟
子
職

・
水
地
・

問
と
い
っ
た
特
殊
な
内
容
を
停
え
る

諸
篇
は
魅
力
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
精
雑
と
り
混
ぜ
た
感
の
強
い
『
管
子
』
の
書
は
、
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
官
頭
の
牧
民
篇
の
「
倉
康
寅
ち
て
躍
節
を
知
り
、
衣
食

足
り
て
策
辱
を
知
る
」
が
『
管
子
』
の
も
っ
と
も
有
名
な
こ
と
ば
で
あ
る
よ
う

に
、
経
済
生
活
の
安
定
こ
そ
が
躍
節
道
義
の
根
幹
で
あ
る
こ
と
を
認
識
じ
、
こ

れ
を
前
提
と
し
て
政
治
を
、
民
衆
の
全
て
を
封
象
と
す
る
も
の
と
捉
え
、
そ
の

方
策
と
し
て
第
一
に
富
圏
強
兵
を
園
り
、
第
二
に
そ
の
近
道
と
し
て
経
済
行

策
、
物
資
の
流
通
や
商
取
引
を
活
波
に
し
、
最
終
的
に
は
園
家
も
こ
れ
に
関
輿

し
て
目
的
を
達
成
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
斉
の
停
統
的
な
英
雄
、
管
仲
に
俵

托
し
て
緩
設
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
程
度
に
は
『
管
子
』
を
だ
れ
し
も
が
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以

上
に
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
確
か
に
興
味
の
あ
る
諸
篇
に
つ
い
て
は
従

来
も
個
別
的
に
卓
れ
た
研
究
が
護
表
さ
れ
て
い
る
が
、
全
慢
と
し
て
の
『
管

子
』
を
扱
っ
た
論
文
は
、
木
村
英

一
氏
「
管
子
の
成
立
に
関
す
る
一
一
一
一
一
の
考
察

|

|
『
管
仲
設
話
と
管
子
の
書
』
の
一
部
|
|
」
(
一
九
四
二
年
『
支
那
皐
』

第
十
各
特
別
鋭
)
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
研
究
は
停
滞
し
て
い
た

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
朕
況
の
中
で
「
管
子
八
十
六
篇
の
全
鍾
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
文
献

批
判
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
管
子
』
の
思
想
内
容
を
正
確
に
歴

史
的
に
把
握
し
、
中
園
古
代
思
想
史
の
隠
れ
た
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
」
(
序
論
〉
と
し
た
総
合
的
な
管
子
研
究
を
目
ざ
す
金
谷
治
著
『
管
子
の
研

究
』
の
刊
行
は
、
『
管
子
』
に
関
心
あ
る
も
の
の
ま
さ
に
待
望
の
書
で
あ
っ
た
。
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本
書
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
章
『
管
子
』
と
管
仲

第
一
章
『
管
子
』
と
い
う
書
物

第
二
章
『
管
子
』
八
類
の
検
討

第
三
章
「
経
言
」
諸
篇
の
吟
味

第
四
章
『
管
子
』
の
思
想
(
上
〉

第
一
節
政
治
思
想

第
二
節
経
済
思
想

第
三
節
「
軽
重
」
諸
篇
の
成
立

第
四
節
法
思
想
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第
五
節
強
兵
思
想

第
五
章
『
管
子
』
の
思
想
(
下
)

第

一
節
時
令
思
想

第
二
節
哲
皐
思
想

終

章

思

相

革

{
上
に
お
け
る

『管
子
』
の
地
位

第

一
節

稜
下
の
察
と

『
管
子
』

第
二
節
『
管
子
』
諸
篇
の
思
想
史
的
展
開

結

語
全
文
三
六
四
頁
、
そ
の
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
は
第
四
・
五
章
の
「
『
管
子
』

の
思
想
」
上
下
で
あ
る
が
、
以
下
順
を
逐
っ
て
論
旨
を
み
て
い
こ
う
。

序
章
は
問
題
提
起
。
『
管
子
』
の
書
は
長
年
月
に
わ
た
っ
て
種
々
の
材
料
を

集
め
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
統

一
性
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と

す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を
示
し
、
そ
れ
は
思
想
史
の
全
鐙
の
流
れ
と

ど
う
関
わ
る
か
。
近
ご
ろ
夜
見
さ
れ
た
出
土
資
料
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
『
管

子
』
と
管
仲
と
の
関
係
及
び
斉
の
稜
下
の
夢
、
『
管
子
』
を
生
み
出
し
た
土
壊

と
は
何
か
。
こ
れ
ら
が
以
下
に
論
及
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

第
一
章
『
管
子
」
と
い
う
書
物

『
管
子
』
の
難
設
は
古
来
有
名
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
近
年
従
来
の
校
勘
研

究
を
集
大
成
し
た
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
。
郭
準
右
氏
ら
に
よ
る
『
管
子
集
校
』

上
下
二
各
(
一
九
五
六
年
科
摩
出
版
枇
〉
で
あ
る
。
今
日
の
『
管
子
』
研
究
は

こ
の
書
を
除
外
し
て
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
事
質
こ
の
警
は
研
究
者
に

大
き
な
便
宜
を
提
供
し
て
き
た
。
『
管
子
集
校
』
の
谷
頭
に
版
本
の
解
設
が
あ

り
、
十
七
種
に
及
ぶ
宋
明
版
が
列
傘
さ
れ
て
い
る
。
宋
の
楊
悦
本
を
始
め
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
さ
ら
に
そ
の
修
正
と
補
充
説
明
を
行
い
な
が
ら
版

本
系
統
園
を
埼
け
て
い
る
さ
一
四
頁
)
。
分
り
易
く
便
利
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

版
本
以
前
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
議
文
志
等
の
記
録
に
た
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
わ
れ
わ
れ
が
手
に
す
る
『
管
子
』
は
す
べ
て
二
十

四
巻
八
十
六
篇
、
う
ち
十
篇
が
亡
仲
伏
し
た
七
十
六
篇
本
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現

行
本
の
成
り
立
ち
を
、
著
者
は
慈
文
志
の
目
録
や
零
細
な
記
録
を
総
合
し
て
こ

う
説
明
す
る
。

『管
子
』
の
書
は
、
書
物
と
し
て
は
戟
図
末
に
確
認
さ
れ
、
前
漢
末
に
五
百

六
十
四
篇
に
も
及
ん
だ
が
、
こ
れ
を
劉
向
が
八
十
六
篇
の
完
足
本
と
し
て
定
着

さ
せ
た
。
「
経
言
」
「
外
言
」
な
ど
の
八
類
の
匡
分
も
こ
の
時
に
行
わ
れ
て
い

た
。
南
朝
梁
の
こ
ろ
に
は
八
十
六
篤
は
十
八
巻
に
編
成
さ
れ
た
。
ま
た
劉
向
の

「叙
銭
」
や
『
嬰
記
』
の
管
仲
俸
を
首
容
に
加
え
た
十
九
径
の
編
成
も
行
わ
れ

た
。
唐
の
予
知
一
章
が
注
を
加
え
、
量
の
増
加
に
よ
っ
て
そ
の
書
は
三
十
巻
に
な

っ
た
。
し
か
し
こ
の
注
は
ほ
ど
な
く
末
の
十
一
巻
を
失
っ
て
十
九
巻
だ
け
の
残

本
が
通
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
十
九
巻
に
警
本
十
八
容
の
宋
の

五
巻
を
加
え
て
二
十
四
倉
の
完
足
本
と
し
、
房
玄
齢
注
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の

が
北
宋
の
こ
ろ
で
、
こ
れ
が
今
本
の
組
本
と
な
っ
た
。
こ
の
閲
南
北
朝
の
こ
ろ

か
ら
本
文
の
亡
侠
も
あ
っ
て
、
こ
の
二
十
四
巻
の
完
足
本
も
蛍
初
か
ら
十
篇
を

亡
侠
し
た
七
十
六
篇
本
で
あ
っ
た
(
四
五
頁
〉
。

第
二
章

『

管

子
』
八
類
の
検
討

『
管
子
』
八
十
六
篇
は
、「
経
言
」
「
外
言
」
「
内
言
」
「
短
語
」
「
直
言
」
「
雑

篇
」
「
解
」

「軽
重
」
の
八
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

「
綬
言
」

l

『
管
子
』
全
第
の
中
で
古
く
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
諸
篇
を
含
み
、
相
劉
的
に

重
い
グ
ル
ー
プ
。
「
外
言
」
「
-
内
言
」

l
こ
の
二
類
の
匿
別
は
「
設
理
」
の
文

と
問
答
事
蹟
と
を
分
け
る
貼
に
あ
る
。
「
短
語
」

l
は
っ
き
り
し
た
ま
と
ま
り

は
不
明
。
「
匡
言
」

l
「
外
言
」
に
み
ら
れ
る
法
至
上
主
義
的
な
主
張
が
見
出

-162ー
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せ
る
。
「
雑
篇
」
1

ま
と
ま
り
不
明
。
「
解
」
|
「
経
言
」
中
の
四
篇
と
「
医

言
」
中
の
一
篤
と
に
劃
す
る
解
説
。
「
軽
重
」

1
凡
そ
十
九
篇
。
末
尾
の
己
篇

を
除
い
て
は
す
べ
て
経
済
関
係
資
料
。

以
上
か
ら
部
類
の
ま
と
ま
り
が
最
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
「
解
」
と

「
軽
重
」
と
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
新
し
い
資
料
。
そ
れ
は
「
雑
」
類
の
さ

ら
に
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
・
次
に
あ
る
て
い
ど
の

ま
と
ま
り
を
備
え
た
も
の
は
「
経
言
」
「
外
言
」
「
内
言
」
の
一
一
一
類
で
、
こ
の
う

ち
特
に
「
経
言
」
に
相
封
的
な
古
さ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
。
「
内
言
L

に
も
古
い
資
料
が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
『
管
子
』
の
古
い
部
分
は

お
お
よ
そ
こ
の
透
り
に
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
「
外
言
」
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
考

え
ら
れ
る
。
残
さ
れ
た
「
短
一
語
」
「
医
言
」
「
雑
」
は
そ
の
分
類
の
意
図
も
そ
れ

ぞ
れ
の
内
容
の
ま
と
ま
り
の
意
味
も
と
も
に
よ
く
分
ら
な
い
(
六
四
J
六
五

頁)。そ
れ
で
は
相
封
的
に
古
く
『
管
子
』

書
の
核
的
な
ま
と
ま
り
を
恩
わ
せ
る

「
経
言
」
の
諸
篇
は
い
っ
た
い
何
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
の
か
。

第
三
草
「
経
雪
E
諸
篤
の
吟
味

「
経
言
」
諸
篇
の
成
立
は
、
終
盤
と
し
て
は
戟
園
末
期
で
あ
る
。
内
容
は
各

篇
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
を
備
え
、
文
鐙
も
さ
ま
ざ
ま
。
し
か
も
文
章
に
錯
飢
も
あ

り
重
層
的
混
成
的
な
成
立
も
考
え
ら
れ
、
雑
駁
な
感
じ
は
菟
れ
え
な
い
。
し
か

し
事
寅
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
経
言
」
の
各
篇
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
そ
も
ち
な

が
ら
ま
た
他
篇
と
の
関
連
を
も
っ
て
連
結
し
合
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
形
勢
篇

の
中
心
的
テ
l

マ
で
あ
る
自
然
に
従
う
政
治
と
い
う
こ
と
や
牧
民
篇
で
強
調
さ

れ
る
農
業
経
済
の
重
視
は
、
各
篇
そ
れ
ぞ
れ
に
テ
1
マ
を
も
ち
つ
つ
も
、
し
か

も
そ
の
主
旨
は
そ
れ
ぞ
れ
の
各
篇
に
貧
ぬ
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
様
相
の
結

び
つ
き
、
統
一
性
こ
そ
寅
は
『
管
子
』
に
一
貫
す
る
『
管
子
』
ら
し
い
顔
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
基
調
は
ご
種
特
別
な
政
治
思
想
」
で
何
よ
り
も

「
ま
ず
経
済
に
重
き
」
を
お
き
、
そ
れ
は
土
地
と
結
び
つ
い
た
「
農
業
経
済
」

を
主
と
す
る
。
「
倉
康
寅
ち
て
:
:
:
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
「
道
義
に
制
到
す

る
配
慮
」
と
こ
れ
と
並
ん
で
信
賞
必
罰
が
い
わ
れ
た
法
令
の
必
行
も
目
ざ
さ
れ

る
。
ま
た
天
地
自
然
に
模
範
を
と
る
と
い
う
政
治
哲
皐
的
な
立
場
を
も
備
え
、

道
家
思
想
と
の
親
近
性
も
み
ら
れ
る
。
い
わ
ば
儒
道
法
に
ま
た
が
る
よ
う
な
こ

う
し
た
折
表
的
色
調
が
、
こ
の
類
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

第
四
章
『
管
子
』
の
思
想
〈
上
)

第
一
節
「
政
治
思
想
」
『
管
子
』
の
基
調
と
し
て
の
「
一
種
特
別
な
政
治

思
想
」
に
つ
い
て
の
吟
味
で
あ
る
。
「
経
言
」
諸
篇
の
政
治
思
想
は
、
経
済
的

充
足
と
軍
備
の
強
化
と
に
よ
っ
て
天
下
図
家
の
安
泰
を
図
る
こ
と
を
目
標
と

し
、
と
り
わ
け
経
済
に
重
黙
を
お
く
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
道
義
に
射
す
る

配
慮
と
信
賞
必
罰
、
そ
し
て
法
令
の
質
施
の
強
調
が
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
こ

う
し
た
色
調
は
、
ひ
と
り
「
経
言
」
だ
け
で
な
く
「
外
言
」
以
下
を
含
む
全
畿

の
特
色
で
、
そ
の
意
味
で
は
「
経
言
諸
篇
の
中
に
す
で
に
『
管
子
』
全
慢
の
政

治
思
想
の
精
粋
が
十
分
に
表
明
」
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
『
管

子
』
が
長
い
年
月
を
か
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
そ
こ
に
起
伏
の
あ
る

の
は
嘗
然
で
、
た
と
え
ば
そ
の
経
済
観
で
も
、
牧
民
篇
で
は
民
衆
の
経
済
的
充

足
に
と
も
な
う
精
神
的
安
定
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
図
家
の
安
泰
も
求
め
ら
れ
る

と
す
る
の
に
封
し
、
軽
重
諸
篇
で
は
、
経
済
こ
そ
が
閣
を
治
め
天
下
を
統
御
す

る
第

一
の
方
策
と
主
張
す
る
。
従
っ

て
「
外
言
」
以
下
は
こ
の
中
関
に
は
さ
ま

る
主
張
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ま
一
つ
の
注
目
す
べ
き
政
治
思
想
は
、
法
治

の
強
調
で
「
経
言
」
で
は
い
ま
だ
「
令
」
「
政
令
」
の
透
守
が
設
か
れ
る
の
み

で
あ
っ
た
の
が
、
「
外
言
」
以
下
で
は
「
政
令
の
基
礎
と
し
て
の
法
」
が
は
っ

き
り
認
識
さ
れ
、
か
っ
そ
の
法
は
、
韓
非
流
の
法
至
上
主
義
的
な
も
の
と
と
も
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に
道
家
的
な
自
然
法
的
秩
序
に
よ
る
法
の
二
面
が
あ
わ
せ
主
張
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。第

二
節
経
済
思
想
前
節
の
経
済
設
の
細
裁
で
、
「
経
言
」
の
経
済
思
想

が
「
重
畿
を
中
心
と
し
て
農
業
生
産
と
蓄
積
を
主
と
す
る
素
撲
な
段
階
」
に
あ

っ
た
も
の
が
、
「
軽
重
亡
諸
篇
に
い
た
る
と
農
業
を
重
視
こ
そ
す
れ
い
ま
や
主

限
は
そ
こ
に
な
く
、
貨
幣
の
流
通
を
背
景
に
し
た
流
通
経
済
の
重
親
へ
と
推
移

し
つ
つ
、
図
家
利
盆
を
最
優
先
す
る
思
想
へ
と
展
開
す
る
。
こ
の
中
閲
に
「
外

言
」
か
ら
「
雑
」
に
至
る
中
間
諸
篇
の
経
済
策
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
外
言
」

の
五
締
篇
・
八
観
篇
、
「
雑
」
の
小
問
篇
な
ど
は
「
経
言
」
の
情
況
に
近
く
、

「
医
言
」
の
治
園
篇
は
か
な
り
設
展
し
た
姿
を
見
せ
、
「
短
語
」
の
修
牒
篇
は

「
軽
重
」
に
近
く
て
そ
れ
に
先
ん
ず
る
形
態
を
示
し
て
い
る
、
と
。

蛍
然
次
に
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
『
管
子
』
中
で
最
も
新
し
い
経
済
思
想

の
資
料
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
「
軽
重
」
類
の
分
析
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
っ
た
い
何
時
こ
ろ
の
作
品
な
の
か
。

第
三
節

「軽
重
」
諸
篇
の
成
立
は
こ
れ
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。

『
管
子
』
替
の
最
末
尾
に
位
置
す
る
「
軽
重
」
類
は
、
第
六
十
八
篇
か
ら
第

八
十
六
篇
に
至
る
十
九
篇
で
、
う
ち
三
篇
が
内
容
を
侠
し
て
つ
ご
う
十
六
篇
で

あ
る
。
園
蓄
筋
の
議
論
文
と
軽
重
己
篇
の
時
令
を
い
う
篇
を
除
い
て
他
の
も
の

は
、
す
べ
て
具
鰻
的
な
経
済
問
題
が
、
桓
公
と
管
仲
と
の
問
答
に
托
し
て
述
べ

ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
軽
重
」
諸
篇
は
、
ま
ず
豊
田篤
が
特
殊
な
一
篤

と
し
て
存
在
し
、
こ
れ
を
除
い
た
匡
乗
馬
篇
以
下
の
前
学
の
諸
篇
、
及
び
軽
重

の
名
を
冠
し
た
甲
篇
以
下
の
後
半
の
諸
篇
と
い
う
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
甲
篇

以
下
が
や
や
新
し
い
成
立
と
思
わ
れ
る
が
、
全
陸
の
関
係
は
親
子
関
係
で
あ
る

よ
り
は
兄
弟
関
係
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
共
通
の
租
本
と
し
て
の
原
本
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
多
様
な
設
展
を
と
げ
た
の
が
今
日
の
諸
篇
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
今
日
の
「
軽
重
」
諸
篇
の
成
立
は
、
「
戦
闘
時
代
の
成
立
で
あ
る
原
本
を
吸

牧
し
つ
つ
」
漢
代
の
文
景
期
か
ら
武
-帝
の
末
年
ご
ろ
の
経
済
情
勢
を
に
ら
み
つ

つ
書
き
つ
が
れ
た
も
の
で
、
そ
の
「
原
本
」
は
こ
れ
ら
諸
篇
が
書
き
つ
が
れ
て

い
く
過
程
で
亡
侠
し
て
い
っ
た
、
と
す
る
。

第
四
節
法
思
想
恐
ら
く
こ
の
節
の
考
察
が
、
本
書
の
中
按
で
あ
り
研
究

の
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
「
経
言
」
諸
篇
で
は
法
の
主
張
は
な
お
現
質

的
な
運
用
に
即
し
た
「
令
」
「
政
令
」
の
素
撲
な
段
階
に
止
ま
っ
て
い
た
が
、

政
治
思
想
の
項
で
も
倒
れ
た
よ
う
に
「
外
言
」
以
下
の
諸
篇
で
は
法
の
理
解
は

次
第
に
深
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
私
情
に
射
す
る
法
の
客
観
的
公
的
性

格
を
強
調
す
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
法
を
い
う
も
の
に
、
「
外
言
」
の

法
禁

・
重
令

・
法
法
、
「
区
言
」
の
任
法

・
明
法
、
「
解
」
の
版
法
解
・
明
法

解
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
聞
で
も
立
場
の
相
違
が
あ
っ
た
。
明
法
解
は
ほ
と

ん
ど
純
鮮
な
法
中
心
の
政
治
論
で
、
道
義
的
な
配
慮
等
は
み
ら
れ
な
い
が
、
重

令
や
法
法
の
篇
で
は
そ
れ
ら
が
入
り
混
っ
て
い
る
。
「
外
言
」
の
三
篇
の
法
の

主
張
は
明
ら
か
に
「
経
言
」
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
道
義
的
配
慮

を
示
し
て
い
て
、
「
区
言
」
の
法
の
主
張
よ
り
弱
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
い

わ
ば
「
外
言
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
こ
う
し
た
折
衷
的
傾
向
は
、
元
来
「
経

言
」
に
も
存
し
た
わ
け
で
、
法
の
主
張
だ
け
に
重
き
を
置
く
も
の
は
、
む
し
ろ

他
汲
の
影
響
に
よ
る
後
起
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
明
法
・
明
法
解

・
任

法
等
の
法
は
、
斡
非
の
法
思
想
に
近
接
す
る
。
し
か
し
、
「
外
言
」
の
法
法
傭酬

の
主
張
は
そ
う
で
は
な
い
。
で
は
そ
れ
は
何
な
の
か
。

こ
こ
に
至
っ
て
著
者
は
、
『
管
子
』
の
法
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
、
あ
え

て
『
管
子
』
の
外
に
は
み
出
し
て
中
園
古
代
の
思
想
史
の
全
鐙
の
流
れ
の
中
か

ら
『
管
子
』
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
法
思
想
に
即
し
て
『
韓
非
子
』

と
出
土
資
料
「
老
子
乙
本
各
前
古
侠
書
」
中
の
「
経
法
」
等
四
篇
が
重
視
さ
れ
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る
。
そ
の
「
経
法
」
で
は
「
道
が
法
を
生
じ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
に
類
し
た
こ

と
ば
は
『
管
子
』
心
術
上
篇
に
も
見
え
る
。
「
外
言
」
の
梅
言
篇
で
も
「
人
の

心
は
惇
で
あ
る
か
ら
法
に
よ
っ
て
防
ぐ
必
要
が
あ
る
」
と
い
っ
た
う
え
で
、

「
法
は
腫
よ
り
出
で
、
穫
は
法
よ
り
出
づ
。
治
と
躍
と
は
道
な
り
。
首
円
物
は
治

と
躍
と
を
待
ち
て
、
而
る
後
に
定
ま
る
」
と
い
う
。
法
の
必
要
性
は
認
め
な
が

ら
、
よ
り
理
想
的
な
あ
り
方
は
法
よ
り
も
躍
で
あ
り
、
穫
さ
え
も
用
い
る
必
要

の
な
い
卒
安
の
世
界
こ
そ
理
想
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
い
わ

ゆ
る
仁
義
雄
祭
な
る
者
、
み
な
法
よ
り
出
づ
」
(
任
法
篇
)
と
す
る
立
場
と
は

異
な
る
の
で
あ
る
。
君
臣
篇
に
は
「
道
法
」
と
い
う
こ
と
ば
が
み
え
、
「
道
と

は
高
物
の
要
な
り
。
人
君
た
る
者
、
要
を
執
り
て
こ
れ
を
待
て
ば
、
則
ち
下
は

ao怠
ν

姦
僑
の
心
あ
り
と
雌
も
、
敢
え
て
式
い
ず
:
:
:
。
是
を
以
て
明
君
こ
れ
を
知

り
、
道
法
を
重
ん
じ
て
そ
の
園
を
軽
ん
ず
」
と
い
う
。
「
道
法
を
重
ん
じ
て
園

を
軽
ん
ず
」
と
い
う
の
は
、
韓
非
流
の
法
家
の
主
張
と
は
異
な
る
。
ま
た
こ
こ

で
の
道
は
「
一
園
の
君
と
な
る
の
も
、
天
下
の
王
と
な
る
の
も
、
み
な
道
が
な

ら
せ
る
の
だ
」
と
い
っ
て
、
普
遍
的
な
大
き
な
力
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
「
天
に
常
象
あ
り
地
に
常
刑
あ
り
人
に
常
雄
あ
り
:
・
:
、
粂
ね
て
こ
れ
を
一

に
す
る
は
人
君
の
遁
な
り
」
と
か
「
天
の
道
・
人
の
情
」
と
も
あ
っ
て
、
道
は

自
然
に
か
か
わ
る
這
で
、
道
家
的
な
道
で
あ
る
と
と
も
に
儒
家
的
な
道
義
の
基

礎
と
も
な
る
よ
う
な
、
自
然
法
的
な
道
で
あ
っ
た
。

古
侠
書
の
「
経
法
」
等
四
篇
の
中
に
は
、
天
地
自
然
の
秩
序
に
模
範
を
と
る

こ
と
ば
が
多
く
、
自
然
界
の
秩
序
を
あ
げ
て
、
こ
れ
を
法
度
の
根
本
に
す
え
て

い
る
。
そ
れ
は
『
管
子
』
の
版
法
解
や
形
勢
解
の
立
場
と
一
致
す
る
。
そ
し
て

「
経
法
」
四
度
篇
の
と
よ
く
似
た
こ
と
ば
が
「
外
言
」
の
重
令
篇
に
見
え
、

「
短
語
」
勢
篇
で
は
古
侠
一
蓄
の
「
穂
」
に
見
え
る
の
と
同
じ
こ
と
ば
で
自
然
と

人
と
の
協
調
が
読
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
然
の
秩
序
に
中
心
を
お
く
一
種

の
天
人
相
閥
的
な
思
想
が
、
古
倹
書
と
『
管
子
』
と
を
貫
い
て
そ
こ
に
密
接
な

関
係
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
然
秩
序
に
法
の
根
嬢
を
求
め

よ
う
と
す
る
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
、
著
者
は
「
道
法
思
想
」
と
呼
ぶ
。
そ

し
て
い
う
。

「
こ
の
思
想
は
『
医
言
』
の
任
法
篇
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
客
観
法
の
至

上
を
設
く
韓
非
的
な
立
場
と
は
遠
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
韓
非
子
』
の
な
か
の

解
老

・
喰
老
や
主
道
・
揚
権
の
四
篤
と
合
わ
せ
て
、
道
法
折
衷
の
資
料
が
こ
の

よ
う
に
集
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
が
韓
非
の
思
想
と
は
別
箇
の
停
承
を
も
っ
一

娠
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
」
、
そ
の
成
立
は
「
古
侠
書
の
中
で
は

『
経
法
』
の
成
立
が
古
く
、
戦
園
末
期
の
も
の
と
す
る
と
、
『
管
子
』
中
の
こ

れ
ら
の
資
料
も
ほ
ぼ
験
圏
中
期
の
終
り
か
末
期
の
初
め
ご
ろ
か
ら
秦
漢
の
際
に

及
ぶ
も
の
と
し
て
よ
い
。
」

以
上
か
ら
『
管
子
』
の
法
思
想
は
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
は

「
令
」
の

必
行
を
中
心
と
し
て
寅
際
の
政
治
の
運
用
に
卸
し
た
素
撲
な
段
階
と
し
て
の

「
経
言
」
諸
篇
、
第
二
は
這
法
折
衷
の
立
場
で
法
に
制
到
す
る
自
覚
的
反
省
を
加

え
た

「
外
言
」

法
法
篇
な
ど
、
第
三
は
韓
非
流
の
法
至
上
主
義
を
と
る
「
医

言
」
明
法
信
同
等
で
あ
る
。

第
五
節
強
兵
思
想
山
東
省
臨
祈
耐
怖
か
ら
出
土
し
た
竹
筒
兵
書
の
「
王

丘
(
」
篤
と
『
管
子
』
中
の
軍
事
を
い
う
諸
篤
と
は
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

兵
法

・地
園
・
参
患

・七
法
の
四
篇
の
文
は
「
王
兵
」
と
重
な
り
、
な
か
で
も

地
圏
第
と
七
法
篇
の
選
陳
の
章
と
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
全
文
が
「
王
兵
」
の
一
部

と
な
っ
て
い
る
。
文
章
は
「
王
兵
」
に
よ
り
筒
古
な
趣
き
が
あ
っ
て
、
よ
り
古

い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
「
王
兵
」
篇
と
の
関
係
を
離
れ
て
軍
事
を
い
う
兵
法

・

地
図
・
参
怠
・
制
分

・九
繁
・
七
法
・
幼
官
の
七
篇
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
互

い
に
関
連
し
た
資
料
で
、
そ
の
思
想
史
的
特
色
は
、
丘
(
は
時
慨
す
べ
か
ら
ず
で
あ
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る
が
、
至
善
は
戦
わ
ず
と
し
て
道
義
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
、
及
び
計
必
ず
先

ず
定
む
べ
し
と
し
て
、
戦
前
の
諸
準
備
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
要
は
軍
事

の
基
礎
と
し
て
の
軍
政
の
重
視
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
こ
れ
以
外
に
軍
事
を
説

く
、
た
と
え
ば
大
匡

・
小
匡
篇
等
の
内
政
重
視
、
「
内
政
を
作
こ
し
て
軍
令
を

寓
す
」
の
立
場
、
す
な
わ
ち
軍
事
を
政
治
の
一
環
と
捉
え
る
政
策
と
共
通
す

る。

第
五
章

『

管
子
』
の
思
想
(
下
)

第
一
節
時
令
思
想
時
令
と
は
時
節
ご
と
の
政
令
の
謂
で
あ
る
。
『
呂
氏

春
秋
』
十
二
紀
や
『
雄
記
』
月
令
に
典
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
『
管

子
』
中
で
も
、
「
経
言
」
の
幼
官
、
「
短
語
」
の
四
時
と
五
行
、
「
雑
」
の
七

臣
七
主

・
禁
磁
・
度
地
、
そ
し
て
「
軽
重
」
の
己
篇
と
つ
ご
う
七
篇
存
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
五
行
の
配
列
、
法
刑
の
位
置
づ
け
、
あ
る
い
は
「
幕
授
」
と
い

っ
た
特
殊
な
用
語
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
そ
の
成
立
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。一

幼

官
筋
の
時
令
が
最
も
古
く
、
戦
闘
中
期
末
の
成
立
、
四
時
篇
の
中
心

部
が
こ
れ
に
次
ぎ
戟
園
末
期
の
初
め
ご
ろ
の
成
立
。

二
禁
蔵
篇
・
七
臣
七
主
の
時
令
は
、
職
園
最
末
期
か
ら
秦
漢
の
際
に
く
だ

る
頃
の
成
立
。

三

軽

重
己
篇
と
五
行
篇
は
新
し
く
、
楽
漢
期
以
後
撲
初
の
成
立。

四
度
地
篇
は
特
殊
で
時
代
は
定
め
が
た
い
が
、
戟
園
末
よ
り
湖
る
こ
と
は

な
L
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
七
篇
も
の
時
令
が
存
在
し
、
ま
た
そ
の
思
想
史
的
意
味
と
は

い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
著
者
は
い
う
。
『
管
子
』
牧
民
第
一
の
巻
頭
の
こ
と

ば
は
、

「
九
そ
地
を
有
し
民
を
牧
す
る
者
は
、
務
め
は
凶
時
に
在
り
、
守
り
は

倉
康
に
在
り
」
で
あ
っ
た
。
四
時
が
四
季
の
め
ぐ
り
で
、
こ
こ
に
農
業
生
産
と

関
係
す
る
時
令
が
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
や
が
て
そ
れ
が

農
業
以
外
の
諸
政
策
を
包
掻
し
五
行
設
と
も
関
係
し
た
時
令
と
し
て
、

『
管
子
』

中
に
散
見
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
七
篇
も
の
時
令
の
存
在
理
由
で
あ

る
。
し
か
も
時
令
は
基
本
的
に
天
人
相
闘
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
『
管

子
』
全
蓄
を
支
え
る
哲
皐
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
時
令
の
存
在
は
ま
さ
に
『
管

子
』
の
基
本
的
な
性
格
と
も
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節
哲
拳
思
想
形
勢
篇
な
ど
に
設
か
れ
る
思
想
は
、
天
地
自
然
の
あ

り
方
を
模
範
と
す
る
も
の
で
、
一
種
の
天
人
相
関
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
は

『
管
子
』
に
庚
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
天
人
関

係
の
背
景
に
あ
る
神
秘
的
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を

利
用
は
し
て
も
、
そ
こ
に
入
り
こ
ま
な
い
と
い
う
合
理
的
立
場
で
あ
る
。
た
と

え
ば
牧
民
篇
で
「
鬼
神
を
明
ら
か
に
し
」
「
山
川
を
紙
し
む
」
と
い
っ
て
も
、

お

し

み

ち

そ
れ
が
「
民
を
順
う
る
の
経
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
「
怨
言
」
類
の
哲
皐

と
は
、
牧
民
篇
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
農
業
生
産
の
重
視
か
ら
要
請
さ
れ
た
自
然

へ
の
順
悠
が
、
一
方
で
は
時
令
設
と
結
び
つ
い
て
展
開
し
(
幼
官
〉、
他
面
で

は
道
家
思
想
の
助
け
を
得
て
自
然
の
掻
理
を
傘
重
す
る
哲
皐
へ
と
深
化
も
し
た

(
形
勢
篇
)
。
し
か
し
こ
こ
に
共
通
す
る
も
の
は
「
現
質
的
な
足
場
に

立
脚
し

た
一
種
特
別
な
天
人
相
関
の
哲
皐
」
(
二
五
九
頁
)
で
あ
っ
た
。

で
は
こ
の
「
一
種
特
別
な
天
人
相
関
」
の
哲
皐
は
「
外
言
」
以
下
で
は
ど
の

よ
う
に
展
開
し
た
か
。
『
管
子
』
中
で
最
も
哲
皐
的
と
さ
れ
る
諸
篇
は
「
外
雪
E

の
宙
合
、
「
短
語
」
の
心
術
上
下

・
白
心
、
そ
し
て
「
匡
言
」
の
内
業
等
で
あ

る
。
と
く
に
心
術
上
篇
以
下
の
四
篇
は
古
く
か
ら
哲
翠
的
な
ま
と
ま
り
が
指
摘

さ
れ
、
近
年
も
劉
節
・
郭
沫
若
氏
ら
に
よ
っ
て
「
宋
研
罪
文
遺
著
設
」
が
唱
え

ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
管
子
四
篇
」
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
著

者
は
こ
の
四
篇
の
ま
と
ま
り
も
、
貨
は
心
術
上
下
と
内
業
の
三
篇
に
は
内
容
的
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に
緊
密
な
関
連
性
が
あ
る
も
の
の
、
白
心
篇
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
と
し
、
と
く

に
「
管
子
四
篇
」
と
し
て
他
篤
と
切
り
離
し
て
考
察
す
べ
き
必
然
性
は
な
い
と

す
る
。き

て
内
業
篇
で
は
道
は
、
精
・
紳
・
短
気
な
ど
と
気
的
な
も
の
と
設
か
れ
、

そ
れ
は
心
術
上
篇
で
は
紳
・
紳
明
と
表
現
さ
れ
る
。
し
か
も
心
術
上
篇
に
気
の

概
念
が
未
だ
い
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
内
業
篇
の
道
は
、
心
術
上

篇
の
一
刊
の
概
念
を
ふ
ま
え
て
こ
れ
に
気
の
思
想
、
「
精
気
の
極
」
あ
る
い
は

「
心
の
中
に
叉
心
あ
り
」
を
加
味
し
て
深
化
さ
れ
て
生
ま
れ
た
と
思
え
る
。
そ

し
て
こ
の
精
気
と
し
て
の
道
が
人
の
心
に
宿
る
と
い
う
思
想
は
、
『
老
子
』
に

は
な
く
『
妊
子
』
の
人
閲
世
篇
の
一
部
と
関
連
す
る
。

心
術
上
篇
は
「
経
」
と
そ
の
「
解
」
と
か
ら
成
り
、
「
経
」
で
は
紳
を
宿
す

た
め
の
心
の
工
夫
が
設
か
れ
る
が
、
「
解
」
の
部
分
で
は
政
治
思
想
的
な
色
彩

た
だ

が
濃
く
な
る
。
た
と
え
ば
「
法
」
を
「
故
に
事
は
法
に
督
さ
れ
、
法
は
権
よ
り

出
で
、
権
は
道
よ
り
出
づ
」
と
根
源
的
な
道
に
お
い
て
説
明
す
る
。
こ
れ
は
先

述
し
た
よ
う
に
馬
王
堆
の
古
侠
書
「
経
法
」
の
法
の
理
解
と
同
旨
で
あ
る
。
そ

の
う
え
同
じ
「
解
」
に
設
か
れ
る
因
循
の
思
想
は
、
『
妊
子
』
に
よ
り
は
、
よ

り
「
経
法
」
な
ど
の
古
侠
書
の
主
張
に
近
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
心
術
上
篇
も

ま
た
紛
れ
も
な
く
「
経
法
」
等
と
同
じ
「
道
法
家
」
の
資
料
で
あ
る
こ
と
を
思

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
心
術
下
篇
・
白
心
篇
ま
た
同
然
で
あ
る
。

ま
た
「
道
法
思
想
」
を
い
う
「
経
法
」
等
四
篇
の
古
侠
書
と
『
管
子
』
中
の

内
業
・
白
心
・
九
守
・
極
言
・
重
令
・
勢
等
の
諸
篇
は
類
似
し
た
語
句
を
も
ち

内
一
容
的
に
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

『管
子
』
内
に
あ
っ
て
も
勢
篤
と
九
守
篤

が
関
連
し
、
九
守
篇
が
心
街
篇
や
内
業
篇
と
連
結
す
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の

『
管
子
』
中
で
の
哲
皐
的
な
誇
篇
は
、
「
道
法
家
」
と
し
て
『
管
子
』
の
全
鐙

に
ひ
ろ
げ
て
考
察
す
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
い
う
「
遣
法

家
」
の
道
と
は
、
現
質
的
な
刑
名
法
家
の
政
術
を
支
え
る
道
家
的
な
自
然
法
の

秩
序
原
理
で
あ
っ
て
、
本
来
が
形
而
上
皐
的
な
説
明
を
目
ざ
し
た
も
の
で
は
な

く
、
時
に
養
生
や
政
術
と
も
結
び
つ
い
た
貧
践
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し

て
『
管
子
』
に
お
け
る
哲
皐
は
、
道
法
思
想
と
し
て
の
現
貧
的
責
践
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。

終
章
思
想
史
上
に
お
け
る
『
管
子
』
の
地
位

第
一
節
稜
下
の
皐
と
『
管
子
』
『
管
子
』
の
内
容
が
い
か
に
も
雑
駁
に
み

え
な
が
ら
、
貨
は
折
衷
的
に
混
融
し
て
い
て
全
鐙
と
し
て
は
統
一
性
も
あ
り
、

し
か
も
時
代
を
異
に
し
て
成
立
し
た
作
品
群
が
大
き
な
逸
脱
も
せ
ず
ま
と
ま
っ

た
形
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
作
者
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
稜
下
に
や

っ
て
き
た
一
人
一
人
の
思
想
家
の
波
別
の
問
題
で
は
な
く
て
、
嘗
然
の
こ
と
稜

下
の
皐
の
全
世
的
な
性
格
の
問
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
そ
う
思
わ

れ
る
。
そ
れ
で
は
い
か
な
る
人
々
が
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
同
一
傾
向
を
も
っ

『
管
子
』
書
を
繍
成
し
て
い
っ
た
の
か
。

著
者
は
は
じ
め
に
稜
下
の
皐
の
歴
史
を
考
え
、
そ
の
盛
時
を
「
皐
土
復
た
盛

ん
に
し
て
ほ
と
ん
ど
数
百
千
人
」
と
い
わ
れ
る
宣
王
か
ら
潜
王
に
至
る
時
代
と

措
定
す
る
。
そ
し
て
「
雑
」
類
中
の
一
篇
で
あ
る
「
弟
子
職
」
を
、
稜
下
の
皐

宮
の
拳
則
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
皐
宮
は
、
斉
の
土
着
の
士
を
封
象
と
し
た

数
育
の
園
家
機
関
で
、
「
弟
子
職
」
の
皐
則
に
従
っ
て
皐
ん
だ
も
の
こ
そ
斉
の

英
雄
管
仲
を
晶
井
出
向
す
る
湾
人
の
拳
人
グ
ル
ー
プ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
管
仲
準
緩
」

と
で
も
稽
す
べ
き
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
。
『
管
子
』
は
無
名
に
し
て
無
数
の
こ

れ
ら
の
皐
士
た
ち
に
よ
っ
て
績
成
さ
れ
た
。

第
二
節
『
管
子
』
諸
篇
の
恩
怨
史
的
展
開
著
者
は
は
じ
め
に
斉
の
偉
人

と
し
て
の
管
仲
の
思
想
を
継
承
す
る
こ
と
で
一
致
し
た
人
々
が
、
『
原
管
子
』

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
編
成
し
た
と
す
る
。
そ
れ
は
現
寅
に
即
し
た
素
撲
な
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思
想
を
諸
皐
波
の
思
想
に
よ
っ
て
修
飾
し
た
て
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。
融
制
圏
中

期
の
は
じ
め
、
稜
下
の
皐
宮
の
設
立
に
よ
っ
て
地
位
の
安
定
を
え
た
湾
の
土
着

の
管
仲
摩
波
の
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
の
俸
承
を
ふ
ま
え
、
ま
た
嘗
時
の
流
行
思

想
を
も
と
り
入
れ
な
が
ら
『
原
管
子
』
の
再
編
集
を
行
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ

は
年
を
追
っ
て
膨
張
L
て
い
っ
た
。
戟
圏
中
期
の
後
半
に
な
る
と
法
思
想
の
設

展
が
頼
る
し
く
、
客
観
法
の
思
想
は
三
E

日
以
西
に
特
に
展
開
し
た
と
は
い
え
、

東
方
の
斉
も
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の
受
容
は
斉
に
特
殊
で
、
恐

ら
く
恨
到
が
西
方
の
法
知
識
を
も
と
に
斉
の
風
土
を
勘
案
し
つ
つ
新
し
い
一
一
阪

を
作
り
出
し
て
い
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
思
想
の
後
を
う
け
て
「
外

言
」
の
法
法
・
法
禁
・
重
令
な
ど
の
道
法
思
想
も
湾
の
稜
下
に
渡
鮮
し
た
。
宣

王
・
滑
玉
以
降
の
管
仲
翠
波
の
充
寅
と
展
開
は
さ
ら
に
多
方
面
に
わ
た
る
。
哲

鼠
中
的
な
面
で
は
田
耕
の
存
在
も
あ
り
、
ま
た
心
術
篇
等
の
「
気
の
思
想
」
の
展

開
も
あ
り
、
養
生
家
の
思
想
も
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

時
令
思
想
も
こ
れ
ら
と
の
関
係
で
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
度
い
意
味

で
の
こ
れ
が
天
人
相
関
の
思
想
で
あ
り
、
自
然
法
的
な
秩
序
の
概
念
に
包
節
さ

れ
て
『
管
子
』
全
番
と
緊
密
な
脈
絡
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
管
仲
皐
汲

の
目
笠
商
業
に
向
け
ら
れ
た
。
修
臨
肺篇
の
経
済
活
性
化
の
主
張
や
「
軽
重
」
諸

篇
の
園
家
経
済
政
策
が
そ
れ
で
、
い
う
と
こ
ろ
は
全
中
園
を
封
象
と
し
た
庚
域

経
済
で
あ
り
そ
の
流
通
政
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
段
階
に
至
れ
ば
、
も
は

や
そ
の
主
唱
者
を
「
湾
人
」
と
限
る
必
然
性
も
な
い
。

結

語

要
す
る
に
『
管
子
』
の
全
書
は
お
お
よ
そ
戦
闘
中
期
の
初
め
か
ら
漢
の
武

-帝

・
昭
-
帝
期
の
こ
ろ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
三
百
年
に
わ
た
っ
て
書
き
縫
が
れ
た
も

の
で
、
「
管
仲
そ
の
人
の
こ
と
と
し
て
俸
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
綾
と
し
て
最

初
に
成
立
し
(
原
管
子
ど
そ
の
後
異
閣
を
加
え
新
替
の
知
識
を
増
補
し
て
で

き
上
っ
た
。
し
た
が
っ
て
内
容
は
雑
多
で
あ
る
が
、

「
そ
れ
な
り
に
一
貫
し
た

思
想
性
」
を
も
ち
「
現
貫
主
義
的
な
政
治
と
経
済
の
書
で
あ
り
、
自
然
法
的
秩

序
を
傘
重
す
る
道
法
思
想
を
基
底
」
と
す
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
作
者
は
「
斉
の
土
着
の
思
想
家
た
ち
」
で
あ
る
。
『
管
子
』
は
ま
さ
に
斉
の

風
土
に
根
ざ
し
た
濁
特
の
書
で
あ
っ
た
。

以
上
『
管
子
の
研
究
』
を
順
を
逐
っ
て
紹
介
し
て
き
た
。
版
本
の
系
統
か
ら

は
じ
ま
っ
て
研
究
史
、
八
類
の
ま
と
ま
り
、

「
経
言
」
類
の
分
析
、
そ
こ
か
ら

見
出
さ
れ
た
各
種
の
問
題
勲
、
こ
れ
を
「
外
言
」
以
下
の
全
書
に
照
射
し
て
そ

の
特
色
、
思
想
性
、
展
開
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
と
り
わ
け
政
治
経
済
思
想
と

道
法
思
想
に
槻
黙
を
据
え
な
が
ら
戦
闘
か
ら
秦
漢
に
至
る
思
想
史
の
全
世
の
流

れ
を
勘
案
し
て
『
管
子
』
の
意
義
を
闘
明
す
る
。
こ
う
し
て
総
合
的
な
硯
野
が

周
密
に
組
み
立
て
ら
れ
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
章
節
を
通
過
す
る
ご
と
に
い
っ
そ

う
確
貨
な
目
見
通
し
ゃ
論
詮
と
な
っ
て
、
讃
者
の
納
得
を
促
す
も
の
と
な
る
。
見

事
な
構
成
で
あ
る
。
ま
た
従
来
『
管
子
』
研
究
が
停
滞
し
た
主
因
は
、
『
管
子
』

書
の
資
料
と
し
て
の
不
安
定
性
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
研
究
は

『管
子
』
八

十
六
篇
の
文
献
皐
的
な
整
理
、
位
置
づ
け
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
著
者
得
意
の
分
野
で
あ
り
、
そ
の
手
ぎ
わ
の
よ
さ
は
庖
了
解
牛
の

趣
き
が
あ
り
、
讃
む
が
わ
か
ら
す
れ
ば
文
献
整
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
寅
地
に
教
え

ら
れ
る
思
い
で
あ
る
。
と
り
わ
け
新
出
の
出
土
資
料
の
操
作
は
参
考
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
「
こ
の
ご
ろ
考
え
る
こ
と
」
と
し
て

「古
典
の
重
層
的
成
立
」
(
一

六
四
頁
〉
を
説
く
一
段
も
大
い
に
啓
愛
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
戦
園
末
期
の
思
想
界
は
、
個
別
的
地
滅
的
な
問
題
と
と
も
に
時
代

が
か
か
え
る
共
通
の
問
題
を
多
く
も
っ
て
い
た
。
分
裂
園
家
牧
東
の
政
治
思
想

-168ー



的
課
題
、
君
臣
の
階
級
秩
序
の
確
立
、
法
律
制
度
や
庚
域
経
済
圏
、
一
家
の
皐

か
ら
諸
家
粂
修
へ
、
そ
し
て
寓
象
を
統
御
す
る
道
や
天
の
探
究
等
々
で
あ
る
。

『
管
子
』
も
こ
の
時
代
の
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
と
関
係
し
て
一
、
二
本

書
に
私
見
を
提
出
し
て
お
き
た
い
。

本
書
の
歴
巻
は
「
道
法
思
想
」
の
解
明
に
あ
る
が
、
貨
は
疑
問
黙
も
こ
こ
に

あ
る
。
「
道
法
」
を
い
う
出
土
「
経
法
」
等
の
成
立
が
戟
園
末
期
(
前
二
八

O

年
以
降
〉
に
あ
り
、
『
管
子
』
「
外
言
」
を
中
心
と
し
た
法
を
説
く
諸
篇
が
「
道

法
」
を
い
っ
て
韓
非
流
の
法
寅
定
主
義
と
は
異
な
っ
た
自
然
法
秩
序
を
傘
重
す

る
法
解
樗
の
一
波
で
、
そ
れ
は
東
方
諸
園
に
停
わ
っ
た
も
の
だ
と
し
た
な
ら

ば
、
車
純
に
い
っ
て
な
ぜ
こ
の
期
の
『
萄
子
』
や
『
韓
非
子
』
等
の
文
献
資
料

に
姿
を
現
わ
さ
な
い
の
か
。
『
萄
子
』
に
見
え
る
「
道
法
」
の
語
は
、
「
道
理

や
秩
序
」
の
謂
で
あ
っ
て
法
思
想
と
は
関
係
が
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
『
韓

非
子
』
は
な
ぜ
法
解
律
上
の
こ
の
立
場
を
批
剣
し
な
い
の
か
、
取
る
に
足
ら
ぬ

集
圏
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
元
来

『
管
子
』
の
核
で
あ
る
「
経
言
」
グ
ル
ー
プ
に
哲
皐
的
な
傾
向
は
薄
弱
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
『
管
子
』
の
特
色
で
も
あ
っ
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
れ

を
継
承
し
た
「
外
言
」
以
下
の
グ
ル
ー
プ
に
じ
て
も
、
深
刻
な
道
の
哲
皐
は
受

け
容
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
「
道
か
ら
法
が
生
ま
れ
る
」
と

い
っ
て
も
、
そ
の
道
は
本
来
の
道
家
の
き
び
し
さ
巌
密
さ
を
棚
上
げ
に
し
た
、

い
わ
ば
候
主
語
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
園
末
期
、
高
象
を
取
り
ま
と
め

る
「
道
」
「
天
」
「
自
然
」
に
つ
い
て
は
ど
の
思
想
家
も
ロ
に
す
る
。
た
ま
た
ま

道
を
語
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
「
道
家
」
な
の
で
は
な
い
。

一こ
う
考
え

る
と
、
こ
こ
で
い
う
「
道
法
思
想
」
な
る
も
の
も
、
道
|
法
秩
序
の
根
嬢
を
そ

う
カ
設
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
韓
非
の
貸
定
法
至
上
主
義
と
そ
こ
か
ら
源
生

す
る
厳
刑
主
義
に
劉
抗
し
あ
る
い
は
そ
の
緩
和
を
圏
ろ
う
と
す
る
寅
際
的
な
法
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解
樟
の
主
張
及
び
そ
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
本
来
が
法
家
の
一
波
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
基
本
的
に
そ
う
だ
か
ら
『
韓
非
子
』
は
遠
和
成
ヤ
も
な
く
「
解
老
」

「
轍
老
」
等
の
諸
篇
を
包
婚
す
る
こ
之
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
ま

で
論
じ
て
く
る
と
、
問
題
の
核
心
は
、
新
出
の
資
料
に
頼
る
以
上
に
「
道
」
や

「
法
」
の
概
念
を
も
っ
と
時
代
の
朕
況
に
即
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と

気
づ
か
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
自
然
秩
序
の
傘
重
を
い
う
も
の
は
、
時
令
で
あ
る
。
『
管
子
』
'中

に
は
幼
官
を
は
じ
め
と
し
て
七
種
の
時
令
を
い
う
篇
章
が
あ
る
。
決
し
て
少
な

い
数
で
は
な
い
。
各
時
令
の
成
立
や
構
造
に
つ
い
て
は
本
書
で
精
し
く
述
べ
ら

れ
る
が
、
問
題
は
な
ぜ
七
篇
も
存
在
し
、
幼
官
篇
と
軽
重
己
篇
の
時
令
が
、
と

も
に
「
経
言
」
「
軽
重
」
の
類
の
終
り
に
置
か
れ
て
い
る
か
の
理
由
で
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
呂
氏
春
秋
』
が
十
二
紀
時
令
に
よ
っ
て
全
篇
を
統

一
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
「
経
言
」
「
軽
重
」
も
そ
の
末
尾
に
時
令
を
お
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
全
種
を
ま
と
め
、
あ
る
い
は
そ
う
期
待
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
著
者
は
ま
た
「
弟
子
職
」
篇
を
斉
の
皐
宮
の
皐
則
と
捉
え
る
が
、
寅
は

そ
の
記
述
の
形
式
は
雲
夢
秦
簡
の
「
篤
吏
之
道
」
に
似
、
し
か
も
そ
の
内
容
も

初
歩
的
で
、
規
模
こ
そ
大
き
そ
う
で
あ
る
が
い
っ
こ
う
に
皐
土
た
ち
の
高
等
拳

術
機
関
を
思
わ
せ
る
込
の
が
な
い
。
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
全
鐙
と
し
て
合
理
的
な
『
管
子
』
を
生
ん
だ
湾
の
土
壊
は
、
や
が
て

数
多
の
東
方
海
上
の
方
土
や
紳
秘
め
い
た
天
人
相
関
を
い
う
「
公
主
ご
波
を
も

生
み
だ
す
こ
と
と
な
る
。
ど
う
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
考
を
倹
ち
た

、hv
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一
九
五

0
年
代
の
終
り
か
た
、
私
は
東
北
大
皐
の
大
皐
院
に
い
た
。
た
ま
た

ま
刊
行
さ
れ
た
郭
沫
若
ら
の
『
管
子
集
校
』
を
た
よ
り
に
掘
削
江
書
局
版
の
『
管
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子
』
の
一
篇
々
々
を
自
分
な
り
に
校
訂
し
つ
つ
讃
み
す
す
め
て
い
た
。
そ
れ
は

週
末
に
「
金
谷
研
究
室
」
に
お
い
て
行
わ
れ
る
マ
ン
ツ
ウ
マ
ン
の
演
習
に
備
え

て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
三
十
年
徐
の
管
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、

著
者
は
そ
の
以
前
か
ら
『
管
子
』
に
惹
か
れ
興
味
を
も
た
れ
て
い
た
と
い
う
。

長
年
の
ご
碗
績
で
あ
る
。
心
か
ら
の
敬
意
を
も
っ
て
本
書
の
上
梓
を
慶
祝
す
る

失
第
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
創
見
に
満
ち
た
本
書
が
、
今
後
多
く
の
研
究
者
に

熟
讃
玩
味
さ
れ
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
稿
を
了
え
た
い
。

一
九
八
七
年
七
月
東
京
岩
波
書
庖

A
5
版

三

八

六

頁

五

O
O
O園

田
中
廓
紗
巴
著

雨
漢
思
想
の
研
究

池

田

秀

近
年
、
漢
代
思
想
に
関
す
る
研
究
著
作
が
次
々
と
出
版
さ
れ
て
い
る
。
町
田

三
郎
『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
(
一
九
八
五
年
一
月
〉
、
日
原
利
園
『
漢
代
思
想

の
研
究
』
(
一
九
八
六
年
二
月
)
、
本
書
、
そ
し
て
内
山
俊
彦
『
中
園
古
代
思
想

史
に
お
け
る
自
然
認
識
』
(
一
九
八
七
年
一
月
〉
で
あ
る
。
評
者
が
研
究
を
始

め
た
こ
ろ
の
家
々
た
る
状
況
を
思
え
ば
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
り
、
斯
良
平
に

従
事
す
る
者
と
し
て
ま
こ
と
に
喜
び
に
勝
え
な
い
。
本
書
の
著
者
団
中
氏
を
は

じ
め
と
し
て
、
困
難
な
環
境
の
中
で
す
ぐ
れ
た
成
果
を
摩
げ
ら
れ
た
諸
氏
に
射

し
て
ま
ず
敬
意
と
祝
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
。
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さ
て
、
こ
れ
ら
著
作
の
中
に
お
い
て
、
本
書
の
特
色
の
第
一
と
し
て
寧
ぐ
べ

き
は
、
書
名
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
漢
・
後
漢
雨
期
を
考
察
の
封

象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
も
の
も
含
め
て

従
来
の
類
書
の
ほ
と
ん
ど
が
武
帝
一
期
な
い
し
前
漢
末
ま
で
し
か
取
扱
わ
な
い
の

に
射
し
、
本
書
で
は
後
漢
に
も
前
漢
と
同
等
の
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
後
漢
思
想
研
究
が
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
個
別
的
論
文
は
い
ま
置
く
と
し
て
も
、
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
古
く
は

狩
野
直
喜
『
雨
漢
皐
術
考
』
が
あ
り
、
ま
た
日
原
氏
の
書
で
も
後
漢
部
分
に
か

な
り
の
量
が
割
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
狩
野
氏
の
も
の
は
も
と
も
と
講
義
原

稿
で
あ
っ
て
、
前
中
十
が
前
漢
、
後
半
が
後
漢
を
ま
と
す
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え


