
一

一
︑
は 

じ 

め 
に

　

小
文
は
︑
春
秋
・
戦
国
時
代
を
範
囲
と
し
︑
孔
子
︵
前
五
五
一
~
前
四
七
九
︶
や
孟
子
︵
前
三
七
二
~
前
二
八
九
︶
ら
当
時
の
儒
者
た

ち
の
特
に
徳
治
主
義
︵
に
関
す
る
言
説
に
見
ら
れ
る
華
夷
観
念
︶
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

一
国
の
統
治
者
は
︑
す
ぐ
れ
た
徳
を
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？　

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
す
ぐ
れ
た
徳

を
そ
な
え
て
い
る
人
が
統
治
者
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
│
│
孔
子
や
孟
子
は
︑
統
治
者
の
す
ぐ
れ
た
徳
に
ま
わ
り
の
者
た
ち
が

次
第
に
感
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
世
の
中
が
治
ま
る
と
す
る
徳
治
を
説
い
た
︒
統
治
者
の
徳
が
及
ば
な
く
な
る
地
域
や
そ
こ
で
生
活
す
る

人
々
は
文
化
的
に
劣
っ
て
い
る
︑
と
み
な
さ
れ
た
︒

　

以
下
で
は
︑﹃
論
語
﹄
や
﹃
孟
子
﹄
そ
の
他
の
関
連
文
献
に
即
し
て
︑
こ
の
徳
治
主
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

二
︑﹃
詩
﹄﹃
書
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
徳
﹂

　
﹃
詩
﹄
大た
い

雅が

・
皇こ
う

矣い

に
次
の
よ
う
な
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

徳
治
の
構
造

井　

ノ　

口　
　

哲　

也



二

帝
謂
文
王
︑
予
懐
明
徳
︑
不
大
声
以
色
︑
不
長
夏0

以
革
︑
不
識
不
知
︑
順
帝
之
則
︒

天
帝
が
周
の
文
王
に
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁
私
は
そ
な
た
の
輝
か
し
い
徳
を
大
切
に
思
う
︒
そ
な
た
は
庶
民
に
対
し
て
大
声
を
出

し
て
気
色
ば
む
︵
威
圧
す
る
︶
こ
と
も
な
く
︑
中
国
に
君
臨
し
て
社
会
を
改
革
す
る
こ
と
も
な
く
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
︑
天

帝
の
や
り
方
に
従
う
で
あ
ろ
う
︒﹂

　

こ
こ
で
言
う
﹁
夏
﹂
は
︑﹁
華
﹂
す
な
わ
ち
当
時
の
﹁
中
国
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
詩
で
は
︑
周
の
文
王
に
﹁
明
徳
﹂
が
そ

な
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
大
声
で
命
令
し
た
り
社
会
改
革
に
励
む
こ
と
を
し
な
く
と
も
︑﹁
明
徳
﹂
に
よ
っ
て
天
下
が
治
ま
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
︒
統
治
者
に
す
ば
ら
し
い
徳
さ
え
あ
れ
ば
︑
政
治
を
行
う
こ
と
を
企
図
せ
ず
と
も
︑
い
つ
の
間
に
か
﹁
天
帝
の
や
り
方
に
従
﹂

い
︑
天
下
が
治
ま
る
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

　
﹃
詩
経
﹄
の
研
究
に
従
事
し
た
目
加
田
誠
︵
一
九
〇
四
~
一
九
九
四
︶
は
︑﹁
徳
と
は
元
来
そ
の
も
の
の
内
に
存
す
る
︑
他
を
動
か
し
て

自
ず
と
我
に
率
い
服
さ
せ
る
霊
な
る
力
だ
と
思
わ
れ
る
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
目
加
田
誠
﹃
詩
経
﹄︹
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
一
年
一

月
︺
二
五
一
頁
︶︒

　

一
方
︑﹃
書
﹄
に
は
︑
例
え
ば
︑
堯
典
に
︑
堯
か
ら
舜
へ
﹁
譲
于
徳
﹂
と
あ
る
よ
う
に
帝
位
の
移
譲
︵
禅
譲
︶
が
行
わ
れ
よ
う
と
す
る

く
だ
り
が
あ
る
︒

　

こ
れ
は
︑
統
治
に
当
た
る
者
は
必
ず
徳
を
有
し
て
い
て
当
然
だ
︑
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
︒

　

以
上
か
ら
は
︑
西
周
期
に
は
︑
徳
を
そ
な
え
て
い
る
人
が
統
治
者
と
な
る
べ
き
だ
︑
と
す
る
思
想
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
︒

三
︑﹃ 

論　

語 

﹄

　

で
は
︑
春
秋
時
代
に
活
躍
し
た
孔
子
は
︑
統
治
者
の
﹁
徳
﹂
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

こ
こ
で
は
︑
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﹃
論
語
﹄
に
見
え
る
﹁
徳
﹂
に
つ
い
て
︑
数
例
を
見
て
み
よ
う
︒

子
曰
︑
為
政
以
徳
︑
譬
如
北
辰
居
其
所
︑
而
衆
星
共
之
︒ 

︵﹃
論
語
﹄
為
政
篇
︶

先
生
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁
政
治
を
徳
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
の
は
︑
例
え
る
と
︑
北
極
星
が
定
位
置
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
︑

多
く
の
星
々
が
北
極
星
を
め
ぐ
っ
て
運
行
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
︒﹂

　

こ
れ
は
︑
統
治
者
は
不
動
の
定
位
置
に
い
る
﹁
北
辰
﹂
す
な
わ
ち
北
極
星
に
例
え
ら
れ
︑
そ
の
ま
わ
り
を
同
心
円
を
描
い
て
星
々
が
め

ぐ
る
よ
う
に
︑
統
治
者
の
徳
が
同
心
円
的
に
周
囲
に
及
ん
で
い
く
様
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

　

で
は
次
に
︑
統
治
者
側
と
被
統
治
者
側
に
﹁
徳
﹂
を
分
け
て
記
し
て
い
る
文
章
を
見
て
み
よ
う
︒

季
康
子
問
政
於
孔
子
曰
︑
如
殺
無
道
︑
以
就
有
道
︑
何
如
︒

孔
子
対
曰
︑
子
為
政
︑
焉
用
殺
︑
子
欲
善
而
民
善
矣
︒
君
子
之
徳
風
︑
小
人
之
徳
草
︑
草
上
之
風
︑
必
偃
︒ 

︵﹃
論
語
﹄
顔
淵
篇
︶

季
康
子
が
孔
先
生
に
政
治
に
つ
い
て
こ
う
尋
ね
た
︒﹁
も
し
も
道
に
外
れ
た
者
を
殺
し
て
︑
庶
民
を
道
を
わ
き
ま
え
た
指
導
者
に
従

わ
せ
る
と
い
う
の
は
︑
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
﹂

孔
先
生
は
こ
う
お
答
え
に
な
っ
た
︒﹁
そ
な
た
は
政
治
を
行
う
の
に
︑
ど
う
し
て
殺
す
と
い
う
手
段
を
使
う
の
で
す
か
？　

そ
な
た

が
善
い
統
治
を
望
め
ば
庶
民
は
善
く
な
り
ま
す
︒
君
子
の
徳
は
風か

ぜ

で
あ
り
︑
小
人
の
徳
は
草く

さ

で
す
︒
草
は
風
が
吹
け
ば
︑
必
ず
な
び

き
ま
す
︒﹂

　

本
来
︑﹁
君
子
﹂
は
﹁
立
派
な
人
﹂︑﹁
小
人
﹂
は
﹁
つ
ま
ら
な
い
人
﹂
と
訳
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
あ
え
て
訳
語
に
そ

の
ま
ま
﹁
君
子
﹂
と
﹁
小
人
﹂
を
用
い
た
︒
こ
こ
で
は
︑
立
派
な
徳
を
有
す
る
人
で
あ
る
﹁
君
子
﹂
が
統
治
者
︑﹁
小
人
﹂
が
統
治
さ
れ

る
庶
民
︑
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
︒



四

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑﹁
君
子
﹂
と
﹁
小
人
﹂
を
対
比
し
て
い
る
文
章
を
︑
も
う
一
例
見
て
お
こ
う
︒

子
曰
︑
君
子
懐
徳0

︑
小
人
懐
土
︒
君
子
懐
刑
︑
小
人
懐
恵
︒ 

︵﹃
論
語
﹄
里
仁
篇
︶

先
生
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁
君
子
は
︵
統
治
に
効
果
の
あ
る
︶
徳
を
大
切
に
思
い
ま
す
が
︑
小
人
は
︵
農
業
や
住
居
の
た
め
の
︶

土
地
を
大
切
に
思
う
の
で
す
︒
君
子
は
刑
罰
︵
で
民
心
が
統
制
さ
れ
る
こ
と
︶
を
大
切
に
思
い
ま
す
が
︑
小
人
は
恩
恵
︵
に
あ
ず
か

っ
て
刑
罰
を
逃
れ
る
こ
と
︶
を
大
切
に
思
う
の
で
す
︒﹂

　

こ
こ
で
も
︑﹁
君
子
﹂
は
統
治
者
︑﹁
小
人
﹂
は
庶
民
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
後
半
の
﹁
君
子
﹂
が
﹁
刑
﹂
を
重
ん
じ
て
い
る
点
か
ら

は
︑
こ
の
文
章
は
︑
孔
子
が
徳
治
の
み
な
ら
ず
法
治
に
も
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︵
法
治
に
つ
い
て
は
︑
後
で
触
れ

る
︶︒

　

政
治
家
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
孔
子
は
︑

子
曰
︑
志
於
道
︑
拠
於
徳
︑
依
於
仁
︑
游
於
藝
︒ 

︵﹃
論
語
﹄
述
而
篇
︶

先
生
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁︵
自
ら
の
理
想
的
な
あ
り
方
と
し
て
︑︶
道
の
実
現
に
志
し
︑
自
ら
の
徳
を
基
盤
と
し
︑︵
他
者
と
の

関
係
に
お
い
て
は
︶
仁
を
基
準
と
し
︑
学
問
を
楽
し
む
の
で
す
︒﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
自
ら
の
理
想
的
な
あ
り
方
の
根
拠
の
一
つ
に
﹁
徳
﹂
を
採
用
し
て
い
る
︒

　

木
村
英
一
︵
一
九
〇
六
~
一
九
八
一
︶
は
︑﹃
論
語
﹄
の
﹁
徳
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

普
通
に
徳
の
字
の
訓
詁
は
︑﹁
徳
は
得
な
り
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
得
は
獲
得
で
︑
個
人
が
獲
得
し
て
身
に
つ
い
て
い
る
性
質
が
徳
で
あ

る
︒
と
こ
ろ
で
身
に
つ
い
た
性
質
と
言
え
ば
︑
先
天
的
に
も
っ
て
い
る
性
質
も
あ
れ
ば
︑
後
天
的
に
経
験
・
習
慣
等
に
よ
っ
て
修
得
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さ
れ
た
り
︑
学
習
・
訓
練
等
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
り
し
た
も
の
も
あ
る
︒
も
っ
と
も
ど
こ
ま
で
が
先
天
的
で
︑
ど
こ
ま
で
が
後
天

的
で
あ
る
か
は
容
易
に
は
区
別
し
難
い
が
︑
明
か
に
後
天
的
に
得
ら
れ
た
性
質
で
も
︑
そ
う
な
り
得
た
可
能
性
だ
け
は
先
天
的
に
存

在
し
た
と
見
ね
ば
な
ら
ず
︑
た
し
か
に
先
天
的
と
見
ら
れ
る
性
質
で
も
︑
現
実
に
は
潤
色
・
洗
練
・
完
成
も
し
く
は
歪
曲
さ
れ
て
︑

若
干
特
殊
な
形
で
し
か
現
存
し
て
い
な
い
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
と
も
か
く
現
実
に
人
間
が
も
っ
て
い
る
性
質
を
︑
先
天
的
と
後
天
的

と
問
わ
ず
︑
全
体
と
し
て
把
握
し
て
﹁
徳
﹂
と
名
づ
け
る
︒
だ
か
ら
徳
の
内
容
は
人
に
よ
っ
て
種
種
さ
ま
ざ
ま
で
︑
そ
の
意
味
で
は

﹁
人
が
ら
﹂
と
か
﹁
人
と
為な

り
﹂
と
か
言
う
意
味
に
近
い
︒
そ
し
て
︑﹁
徳
﹂
の
高
下
や
有
無
は
︑﹁
人
が
ら
﹂
も
し
く
は
﹁
人
と
為な

り
﹂
の
高
尚
と
低
劣
︑
豊
か
さ
と
貧
弱
さ
等
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
︒

︵
木
村
英
一
訳
・
注
﹃
論
語
﹄︹
講
談
社
文
庫
︑
一
九
七
五
年
八
月
︺
五
五
一
~
五
五
二
頁
︶

　

木
村
の
言
う
﹁
徳
は
得
な
り
﹂
と
い
う
訓
詁
は
︑
後
漢
時
代
に
許
慎
︵
五
八
~
一
四
一
頃
︶
が
著
し
た
﹃
説
文
解
字
﹄
に
︑﹁
悳と

く

﹂
字

の
説
明
と
し
て
︑

悳
︑
外
得
於
人
︑
内
得
於
己
也
︒ 

︵﹃
説
文
解
字
﹄
十
下
︶

徳
と
は
︑
外
に
は
他
人
に
獲
得
さ
せ
︑
内
に
は
自
分
に
得
る
所
が
あ
る
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

と
あ
る
の
を
指
し
て
い
る
︒﹁
徳
﹂
を
有
し
て
い
れ
ば
︑
相
手
を
得
さ
せ
自
分
も
得
す
る
︑
と
い
う
理
解
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
や
や
時
代

が
進
ん
で
か
ら
の
解
釈
で
あ
ろ
う
︒
筆
者
も
︑﹁
徳
﹂
の
訳
と
し
て
は
︑
木
村
が
﹁
人
が
ら
﹂
と
か
﹁
人
と
為な

り
﹂
と
す
る
の
に
賛
成
し

て
は
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
︑
ど
こ
か
し
っ
く
り
こ
な
い
︒﹁
徳
﹂
と
は
何
か
︑
と
い
う
解
釈
は
難
し
い
︒

　

眼
を
転
じ
て
︑
最
後
に
︑﹃
論
語
﹄
に
見
え
る
夷
狄
に
言
及
す
る
く
だ
り
を
二
例
見
て
み
よ
う
︒

子
曰
︑
夷
狄
之
有
君
︑
不
如
諸
夏
之
亡
也
︒ 

︵﹃
論
語
﹄
八
佾
篇
︶



六

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁
夷
狄
に
君
主
が
い
る
と
し
て
も
︑
中
国
に
君
主
が
い
な
い
こ
と
に
は
及
ば
な
い
の
で
す
︒﹂

　

こ
れ
は
︑
統
治
者
の
い
る
夷
狄
よ
り
も
統
治
者
の
い
な
い
中
国
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
夷
狄
に
統
治
者
が
い

よ
う
と
い
ま
い
と
︑
中
国
に
統
治
者
が
い
よ
う
と
い
ま
い
と
︑
夷
狄
よ
り
も
中
国
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
︑
と
い
う
価
値
判
断
は
変
わ
ら

な
い
の
で
あ
る
︒

子
貢
曰
︑
管
仲
非
仁
者
与
︒
桓
公
殺
公
子
糾
︑
不
能
死
︑
又
相
之
︒

子
曰
︑
管
仲
相
桓
公
︑
霸
諸
侯
︑
一
匡
天
下
︒
民
到
于
今
︑
受
其
賜
︒
微
管
仲
︑
吾
其
被
髪
左
袵
矣
︒
︙
︙
︒ 

︵﹃
論
語
﹄
憲
問
篇
︶

子
貢
が
言
っ
た
︒﹁
管
仲
は
仁
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
︒
斉
の
桓
公
が
公
子
の
糾
を
殺
し
た
時
︑
管
仲
は
︵
公
子
糾
の
臣
下
で
あ

っ
た
の
に
︶
殉
死
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
う
え
桓
公
を
補
佐
し
ま
し
た
︒﹂

先
生
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁
管
仲
は
桓
公
を
補
佐
し
︑
諸
侯
を
征
圧
し
︑
天
下
を
一
つ
に
し
て
正
し
ま
し
た
︒
庶
民
は
今
に
至

る
ま
で
︑
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
ま
す
︒
管
仲
が
い
な
け
れ
ば
︑
私
は
︵
夷
狄
の
風
俗
の
よ
う
に
︶
髪
は
乱
れ
ま
く
り
衣
服
を
左
前

に
着
て
い
た
で
し
ょ
う
︒
︙
︙
︒﹂

　

こ
こ
に
は
︑
特
に
徳
治
に
関
す
る
記
述
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
孔
子
の
華
夷
観
念
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
管
仲
は
仁
者
で
は
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
︑
管
仲
の
お
か
げ
で
自
分
た
ち
が
夷
狄
の
風
俗
に
染
ま
ら
な
い
で
済
ん
だ
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
孔
子
の
価
値
観
が

示
さ
れ
て
い
る
︒

四
︑﹃ 

孟　

子 

﹄

　
﹃
孟
子
﹄
に
は
︑
次
の
と
お
り
︑
徳
治
を
示
す
典
型
的
な
文
章
が
あ
る
︒
二
つ
見
て
お
こ
う
︒
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孟
子
曰
︑
以
力
假
仁
者
霸
︑
霸
必
有
大
国
︒
以
徳
行
仁
者
王
︑
王
不
待
大
︒
湯
以
七
十
里

0

0

0

︑
文
王
以
百
里

0

0

︒
以
力
服
人
者
︑
非
心
服

也
︒
力
不
贍
也
︒
以
徳
服
人
者
︑
中
心
悦
而
誠
服
也
︒
如
七
十
子
之
服
孔
子
也
︒
︙
︙
︒ 

︵﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
篇
上
︶

孟
先
生
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁
武
力
を
用
い
て
仁
政
に
か
こ
つ
け
る
者
は
霸
者
で
あ
り
︑
霸
者
は
き
ま
っ
て
大
国
を
有
し
て
い

ま
す
︒
徳
を
用
い
て
仁
政
を
行
う
者
は
王
者
で
あ
り
︑
王
者
は
大
国
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
︒︵
例
と
し
て
︑︶
殷
の
湯
王
は
七
十
里
四

方
の
広
さ
の
国
を
統
治
し
︑
周
の
文
王
は
百
里
四
方
の
広
さ
の
国
を
統
治
し
ま
し
た
︒
武
力
を
用
い
て
相
手
を
服
従
さ
せ
る
の
は
︑

相
手
が
心
服
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
相
手
の
力
が
及
ば
な
い
か
ら
︵
や
む
な
く
服
従
し
て
い
る
の
︶
で
す
︒
徳
を
用
い
て
相
手
を

服
従
さ
せ
る
の
は
︑
相
手
が
心
の
中
か
ら
悦
ん
で
本
当
に
服
従
し
て
い
る
か
ら
で
す
︒
例
え
ば
︑
七
十
人
の
弟
子
が
孔
子
に
つ
き
従

っ
た
の
が
そ
れ
で
す
︒
︙
︙
︒﹂

孟
子
曰
︑
為
政
不
難
︒
不
得
罪
於
巨
室
︒
巨
室
之
所
慕
︑
一
国
慕
之
︒
一
国
之
所
慕
︑
天
下
慕
之
︒
故
沛
然
徳
教
溢
乎
四
海

0

0

︒

 

︵﹃
孟
子
﹄
離り

婁ろ
う

篇
上
︶

孟
先
生
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒﹁
政
治
を
行
う
こ
と
は
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
国
の
有
力
者
か
ら
怨
ま
れ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
︒

国
の
有
力
者
が
敬
慕
す
る
者
は
︑
国
の
統
治
者
も
そ
れ
を
敬
慕
し
︑
国
の
統
治
者
が
敬
慕
す
る
者
は
︑
天
下
の
人
々
も
そ
れ
を
敬
慕

し
ま
す
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
︑
徳
に
よ
る
教
化
は
こ
の
世
界
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
の
で
す
︒﹂

　

こ
の
二
例
を
読
め
ば
︑
も
う
余
計
な
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
︒
孟
子
は
︑
孔
子
よ
り
も
明
確
に
徳
治
主
義
を
う
た
っ
て
い
る
︒

　

こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
︑
筆
者
が
な
ぜ
五
服
や
九
服
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
な
い
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
文
化

レ
ベ
ル
の
優
劣
を
示
す
理
念
図
は
︑
正
方
形
の
形
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑﹃
論
語
﹄
為
政
篇
の
北
辰
の
例
に
あ
る
よ
う
に

同
心
円
の
形
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︑
と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
の
二
例
に
見
ら
れ
る
﹁
七
十
里
﹂﹁
百
里
﹂
は
︑
七

十
里
四
方
・
百
里
四
方
と
観
念
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
四
海
﹂
も
︑
こ
の
世
界
が
正
方
形
︵
あ
る
い
は
四
角
形
︶
で
あ
る
こ
と
を

想
起
さ
せ
る
語
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
統
治
の
区
域
や
天
下
観
は
︑
正
方
形
︵
四
角
形
︶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
統
治
者
の



八

﹁
徳
﹂
が
周
囲
に
均
等
に
及
ぶ
場
合
︑
そ
れ
は
同
心
円
で
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
正
方
形
で
あ
れ
ば
︑
統
治
者
が
位
置
す
る
中

央
か
ら
四
辺
ま
で
の
距
離
と
︑
中
央
か
ら
四
つ
の
角か

ど

ま
で
の
距
離
︵
対
角
線
︶
と
は
︑
異
な
る
で
は
な
い
か
︒

　

さ
ら
に
︑
戦
国
時
代
︑
楚
の
地
域
が
夷
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
章
が
﹃
孟
子
﹄
に
見
え
る
︒

吾
聞
用
夏0

変
夷0

者
︑
未
聞
変
於
夷0

者
也
︒
陳
良
︑
楚0

産
也
︒
悦
周
公
・
仲
尼
之
道
︑
北
学
於
中
国
︒
北
方
之
学
者
︑
未
能
或
之
先

也
︒
彼
所
謂
豪
傑
之
士
也
︒ 

︵﹃
孟
子
﹄
縢
文
公
篇
上
︶

私
は
夏
︵
華
︶
に
よ
っ
て
夷
を
変
え
る
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
︑︵
華
が
︶
夷
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
︒
陳
良
は
︑
楚
の
生
ま
れ
で
す
︒
周
公
・
孔
子
︵
と
い
っ
た
聖
人
︶
の
道
を
よ
ろ
こ
び
︑
北
上
し
て
中
国
に
学
び
ま
し

た
︒
北
方
︵
=
﹁
楚
﹂
か
ら
み
た
﹁
北
方
﹂
の
﹁
中
国
﹂︶
の
学
習
者
で
︑
彼
に
ま
さ
る
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
彼
は
世
に
言
う

﹁
豪
傑
の
士
︵
才
能
も
徳
も
優
れ
た
人
物
︶﹂
と
い
う
べ
き
者
で
す
︒

　

こ
れ
に
よ
る
と
︑
戦
国
時
代
︑﹁
楚
﹂
は
﹁
夷
﹂
と
し
て
視
ら
れ
︑﹁
夏
︵
華
︶﹂
で
あ
る
﹁
中
国
﹂
と
は
文
化
程
度
が
異
な
る
︑
と
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
夷
﹂
出
身
の
陳
良
は
︑﹁
中
国
﹂
が
﹁
夷
﹂
に
変
え
ら
れ
た
例
と
さ
れ
て
い
る
︒

　

そ
う
す
る
と
︑﹃
老
子
﹄
は
︑
戦
国
時
代
の
楚
の
地
域
か
ら
出
土
し
た
郭
店
楚
墓
竹
簡
に
含
ま
れ
て
い
る
が
︑﹃
老
子
﹄
は
も
と
も
と

﹁
中
国
﹂
の
文
献
で
は
な
か
っ
た
︑
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

五
︑
お
わ
り
に
│
│
徳
治
か
ら
礼
治
へ
︑
そ
し
て
︑
法
治
へ
の
展
開

　

さ
て
︑
戦
国
時
代
の
後
期
に
な
る
と
︑
荀
子
︵
前
三
一
三
~
前
二
三
八
︶
に
よ
っ
て
︑
礼
治
が
説
か
れ
た
︒

　

礼
と
は
︑
何
か
︒
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礼
者
︑
貴
賤
有
等
︑
長
幼
有
差
︑
貧
富
軽
重
皆
有
称
也
︒ 

︵﹃
荀
子
﹄
富
国
篇
︶

礼
と
は
︑
身
分
の
貴
賤
に
等
級
が
あ
り
︑
年
齢
の
長
幼
に
差ち

が
い別
が
あ
り
︑
経
済
的
な
貧
富
や
社
会
的
立
場
の
軽
重
に
バ
ラ
ン
ス
が
あ

る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

礼
と
は
︑
等
級
・
差
別
・
順
序
を
設
け
る
こ
と
で
人
間
関
係
を
秩
序
づ
け
る
社
会
規
範
で
あ
る
︒
で
は
︑
何
の
た
め
に
︑
社
会
に
礼
を

設
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
れ
は
︑
人
間
の
欲
望
の
調
整
の
た
め
で
あ
る
︒

　

荀
子
の
代
表
的
な
弟
子
に
︑
韓
非
︵
？
~
前
二
三
三
︶
と
李
斯
︵
？
~
前
二
〇
八
︶
が
い
る
︒
こ
の
荀
子
か
ら
彼
ら
へ
の
展
開
は
︑
礼

治
か
ら
法
治
へ
︑
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
礼
治
か
ら
法
治
へ
﹂
の
展
開
は
︑
果
た
し
て
良
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
︵
長
い
ス

パ
ン
で
見
れ
ば
︑
徳
治
か
ら
礼
治
へ
︑
そ
し
て
礼
治
か
ら
法
治
へ
︑
と
い
う
展
開
で
あ
る
が
︒︶

　

筆
者
は
街
角
で
︑﹁
マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー
ル
へ
﹂
と
い
う
標
語
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
の

だ
︒
な
ぜ
な
ら
︑
マ
ナ
ー
︵
礼0

儀
︶
の
段
階
で
世
の
中
が
治
ま
る
の
が
最
も
よ
い
で
は
な
い
か
︑
と
思
う
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
人
間

の
社
会
は
︑
ど
う
し
て
も
明
文
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
︵
法0

律
︶
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

こ
の
徳
治
か
ら
礼
治
へ
︑
そ
し
て
法
治
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
︒




