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一
、
前
期
、
使
能
と
政
術
の
時
代

　

諸
子
と
い
ふ
槪
念
は
﹃
史
記
﹄
の
賈
誼
の
傳
に
﹁
賈
生
年
少
に
し
て
頗
る
諸
子
百
家
の
書
に
通
ず
﹂
と
あ
る
の
が
、
最
も
古
い
用
例
で

あ
る
ら
し
い
か
ら
、
漢
代
に
な
つ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
ら
う
︒
ま
た
、﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
の
諸
子
略
に
載
せ
る
諸
子
書
が
一
應
、
諸
子
を

定
義
づ
け
る
た
め
に
檢
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
ら
の
諸
子
書
の
記
述
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
こ
れ
を
省
略
し
、
本
稿
で

は
便
宜
上
こ
の
時
代
の
賢
能
者
、
辯
論
者
を
諸
子
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒
ま
た
、
九
流
十
家
の
う
ち
儒
墨
の
二
流
の
み
が
戰
國
時
代
に
實

在
し
た
學
派
で
、
他
は
藝
文
志
に
よ
り
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
こ
の
九
流
の
名
稱
を
用
ゐ
る
︒

　

賢
能
の
登
庸
は
い
つ
の
時
代
で
も
あ
り
得
よ
う
が
、
親
親
主
義
︵
親
近
か
ら
の
人
選
︶
の
春
秋
時
代
に
あ
つ
て
は
、
能
力
者
を
求
め
る

對
象
範
圍
も
限
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
へ
る
︒
親
親
の
範
圍
か
ら
外
れ
て
、
よ
り
外
部
へ
賢
能
を
求
め
る
や
う
に
な
る
の
は
、
い
つ
た
い
い
つ

か
ら
か
︒
歷
史
に
は
轉
機
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
あ
る
機
會
を
境
に
狀
況
が
變
化
す
る
︒
た
と
へ
ば
、
何
ら
か
の
異
變
や
政
變
が
起
り
、

舊
體
制
が
崩
れ
た
と
き
に
廣
汎
な
賢
能
の
登
庸
が
始
ま
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
見
や
す
い
こ
と
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
、
諸
子
の
活
動
と

は
、
そ
の
賢
能
の
登
庸
に
應
ず
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
へ
る
︒

　

そ
の
や
う
な
觀
點
で
春
秋
時
代
を
眺
め
る
と
、
ま
づ
は
齊
に
お
い
て
、
公
子
糾
と
公
子
小
白
︵
桓
公
︶
と
の
跡
目
爭
ひ
に
よ
り
混
亂
し
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四

た
と
き
に
、
庶
人
ま
た
は
下
級
の
士
で
あ
つ
た
は
ず
の
管
仲
が
桓
公
の
宰
相
と
な
つ
た
事
例
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

　

齊
の
桓
公
の
時
代
は
、
今
日
そ
の
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
有
能
者
、
管
仲
、
鮑
叔
、
隰
朋
な
ど
が
登
場
し
た
が
、
こ
の
あ
た
り
が
諸

子
の
先
驅
と
見
な
せ
る
︒
な
か
で
も
管
仲
は
、
藝
文
志
で
も
著
録
さ
れ
た
そ
の
名
を
冠
し
た
書
籍
が
あ
る
か
ら
、
後
世
、
諸
子
の
一
人
と

認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
ら
う︵
₁
︶︒
か
く
し
て
、
諸
子
百
家
思
想
史
に
お
け
る
諸
子
解
説
は
、
そ
の
始
め
を
や
は
り
管
仲

あ
た
り
に
定
め
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
︒

　

管
仲
の
思
想
に
つ
い
て
は
、﹃
管
子
﹄
牧
民
篇
の
記
述
が
、
管
仲
の
現
實
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
も
あ
ら
う
︒
そ
れ
は
管
晏

列
傳
に
牧
民
篇
の
語
句
が
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
ら
う
が
、
牧
民
篇
の
、
大
學
八
條
目
を
批
判
す
る
箇
所
な
ど
は
、
到
底
管
子
時
代

の
思
想
と
は
思
は
れ
な
い
︒

　
﹃
論
語
﹄
に
見
え
る
管
仲
に
對
す
る
孔
子
の
評
に
よ
れ
ば︵
₂
︶經
濟
的
外
交
的
施
策
に
お
い
て
優
れ
た
業
績
を
上
げ
た
こ
と
は
確
か
な
こ

と
と
考
へ
ら
れ
る
︒
そ
の
や
う
な
業
績
を
本
と
し
て
、
後
世
の
辯
者
が
そ
の
業
績
を
傳
承
し
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
を
作
つ
た︵
₃
︶︒

﹃
管
子
﹄
書
が
作
ら
れ
て
、
諸
子
の
先
驅
の
位
置
を
占
め
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
︒

　

管
仲
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
齊
の
隣
國
魯
に
も
曹
沫
が
出
る
︒
曹
沫
に
つ
い
て
は
、﹃
史
記
﹄
に
お
い
て
は
刺
客
列
傳
に
記
述
さ
れ
る
人

物
で
あ
る
が
、﹃
左
傳
﹄
で
は
有
能
な
兵
略
家
の
や
う
に
描
か
れ
、
近
年
の
出
土
文
書
﹁
曹
沫
之
陣
﹂︵₄
︶に
よ
れ
ば
、
や
は
り
、﹃
左
傳
﹄

同
樣
の
人
物
と
し
て
、
戰
略
に
長
け
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
︒
ま
た
、
彼
は
魯
の
人
で
は
あ
つ
て
も
、
も
と
魯
侯
の
臣
下
で
は
な
く
、

あ
る
時
期
か
ら
魯
侯
に
仕
へ
た
人
物
の
や
う
で
あ
る
か
ら
、
能
者
と
し
て
登
庸
さ
れ
た
點
を
見
て
も
、
こ
れ
ま
た
諸
子
の
先
驅
と
し
て
の

人
物
と
し
て
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
︒

　

す
な
は
ち
、
春
秋
中
期
の
こ
の
時
代
に
諸
子
の
發
生
の
萌
芽
を
見
る
︒
管
仲
も
曹
沫
も
、
と
も
に
自
著
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
戰
國

期
の
諸
子
の
や
う
な
論
者
で
も
な
い
が
、
君
主
に
よ
つ
て
登
庸
さ
れ
、
そ
の
功
績
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
事
實
が
後
世

の
知
識
人
に
よ
つ
て
さ
ま
ざ
ま
に
脚
色
さ
れ
て
傳
は
る
人
物
と
な
る
︒

　

管
仲
の
登
庸
が
齊
の
内
亂
︵
公
子
成
と
公
子
小
白
の
爭
ひ
︶
の
後
に
お
い
て
、
有
能
者
の
登
庸
が
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
や
う
に
、
い

な
、
そ
れ
以
上
の
嚴
し
い
狀
況
の
な
か
で
任
能
︵
能
者
の
任
用
︶
が
行
は
れ
た
の
が
衛
の
國
で
あ
つ
た
︒
衛
は
一
旦
は
狄
に
滅
ぼ
さ
れ
、
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亡
國
の
憂
き
目
に
遭
ふ
の
で
あ
る
︒
齊
の
桓
公
の
援
助
に
よ
つ
て
生
き
殘
り
の
民
に
餘
所
の
住
民
を
加
へ
て
、
や
う
や
う
再
建
さ
れ
た
が
、

そ
の
と
き
舊
來
の
政
治
勢
力
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
能
者
の
登
庸
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た

の
で
あ
る
︒

　

春
秋
の
こ
の
齊
の
桓
公
の
時
代
以
降
、
次
第
に
賢
能
の
登
庸
が
行
は
れ
る
狀
況
に
な
つ
て
行
つ
た
︒
ま
た
、
政
治
は
有
能
者
の
登
庸
と

同
時
に
、
鄭
の
子
産
に
よ
る
刑
鼎
の
作
成
以
降
、
鄭
の
み
な
ら
ず
中
原
の
大
國
の
晉
に
お
い
て
も
鐵
製
刑
鼎
が
行
は
れ
、
ま
た
、
鄭
に
お

い
て
は
鄧
析
の
竹
刑
が
行
は
れ
る
な
ど
、
法
治
が
進
展
す
る
情
勢
に
あ
り
、
政
治
の
あ
り
方
が
變
化
す
る
時
代
で
あ
つ
た
︒
つ
ま
り︵
₅
︶

封
建
の
國
が
統
合
さ
れ
、
都
市
國
家
か
ら
大
規
模
な
領
域
國
家
と
な
る
時
期
で
あ
つ
た
か
ら
、
爲
政
者
も
春
秋
時
代
の
や
う
な
親
親
主
義

か
つ
人
治
主
義
で
の
政
治
で
は
濟
ま
な
く
な
り
、
下
級
士
族
や
庶
民
で
あ
つ
て
も
、
有
能
者
を
登
庸
す
る
必
要
が
生
じ
て
ゐ
た
︒
孔
子
は

そ
の
や
う
な
時
代
に
出
現
し
、
孔
子
の
教
團
は
そ
の
や
う
な
要
請
に
應
へ
る
も
の
で
あ
つ
た
︒

　

孔
子
の
弟
子
は
司
馬
牛
を
除
く
の
他
、
ほ
と
ん
ど
が
庶
民
の
出
身
で
あ
る︵
₆
︶︒
彼
ら
の
多
く
は
諸
侯
や
大
夫
家
に
仕
へ
た
の
で
あ
る
︒

孔
子
の
教
育
は
政
治
的
能
力
の
養
成
に
あ
り
、
當
時
の
使
能
の
要
請
に
應
へ
る
も
の
で
あ
つ
た
︒
新
官
僚
の
養
成
の
意
味
で
孔
子
の
教
育

は
そ
の
後
に
大
き
な
影
響
を
與
へ
た
︒

　

孔
子
の
他
に
も
こ
の
時
期
に
同
じ
や
う
に
弟
子
を
教
へ
て
自
身
も
弟
子
と
も
ど
も
官
僚
と
な
り
、
政
治
に
參
畫
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

者
は
多
く
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
︒
孔
子
に
魯
の
政
治
に
參
畫
す
る
や
う
に
求
め
た
陽
虎
も
、
そ
の
や
う
な
人
物
の
一
人
で
あ
つ
た
の
で

あ
ら
う
︒
た
だ
、
今
日
孔
子
の
み
が
、
萬
世
の
師
表
と
し
て
語
り
繼
が
れ
た
の
は
、
そ
の
時
代
の
要
請
に
最
も
適
切
に
應
へ
得
た
人
物
で

あ
る
こ
と
、
そ
の
魅
力
的
な
人
格
と
、
弟
子
た
ち
の
活
躍
に
よ
る
も
の
と
思
は
れ
る
︒

 　
﹁
儒
﹂
は
、
古
く
は
諸
侯
の
國
學
に
お
い
て
子
弟
に
教
育
す
る
人
の
名
號
で
あ
つ
た
と
さ
れ
る
が
、
の
ち
民
間
の
學
者
を
い
ふ
や
う
に

な
り
、
そ
し
て
孔
門
の
徒
が
そ
の
名
を
獨
占
す
る
や
う
に
な
る︵
₇
︶︒
孔
門
弟
子
、
孫
弟
子
と
、
儒
家
の
教
授
の
行
動
は
、
多
く
の
人
を

教
へ
て
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
︒
そ
し
て
受
業
生
が
必
ず
し
も
儒
家
の
教
へ
を
信
奉
す
る
者
の
み
で
は
な
い
こ
と
が
、
興
味
あ
る

こ
と
で
あ
る
︒
韓
非
子
が
荀
子
の
弟
子
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
そ
の
顯
著
な
例
で
あ
る
︒
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﹃
史
記
﹄
儒
林
傳
に
は
﹁
田
子
方
、
段
干
木
、
呉
起
、
禽
滑
釐
の
屬
、
皆
、
子
夏
の
倫
に
受
業
す
︒﹂
と
あ
り
﹁
漢
書
﹂
儒
林
傳
も
同
樣

に
記
す
が
、
こ
の
記
述
に
は
多
少
問
題
が
あ
る
︒
と
い
ふ
の
は
、﹃
呂
氏
春
秋
﹄
當
染
篇
に
は
﹁
子
貢
、
子
夏
、
曾
子
は
孔
子
に
學
び
、

田
子
方
は
子
貢
に
學
び
、
段
干
木
は
子
夏
に
學
び
、
呉
起
は
曾
子
に
學
ぶ
︒﹂
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

田
子
方
は
富
貴
な
る
者
よ
り
貧
賤
な
る
者
こ
そ
人
に
驕
る
こ
と
が
出
來
る
と
し
て
、
賢
者
の
禮
遇
を
求
め
た
こ
と
が
有
名
で
あ
る
が
、

︵﹃
史
記
﹄
魏
世
家
、
並
び
に
﹃
韓
詩
外
傳
﹄
巻
九
︶
彼
は
齊
か
ら
魏
に
行
つ
た
人
物
で
︵﹃
韓
非
子
﹄
外
儲
説
左
下
︶
あ
る
し
、
子
貢
は

晩
年
齊
に
居
り
、
齊
に
生
涯
を
終
へ
た
人
で
あ
る
︵﹁
儒
林
傳
﹂︶
か
ら
、
田
子
方
は
子
貢
に
學
ん
だ
と
い
ふ
記
述
が
正
し
い
や
う
に
思
は

れ
る︵
₈
︶︒
ま
た
、
呉
起
に
つ
い
て
は
、﹃
史
記
﹄
列
傳
に
は
、
呉
起
は
衛
の
人
で
あ
り
、
曾
子
に
學
ぶ
と
あ
る
︒﹃
劉
向
別
録
﹄
で
は
﹃
左

傳
﹄
の
傳
授
に
つ
き
、﹁
左
丘
明
が
曾
申
に
授
け
、
曾
申
が
呉
起
に
授
け
た
﹂
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
曾
子
は
曾
申
で
あ
ら
う
か
︒
さ
う
し

て
み
る
と
田
子
方
の
場
合
も
呉
起
の
場
合
も
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
の
記
述
の
方
が
信
憑
性
が
高
い
や
う
に
思
ふ
︒

　

い
づ
れ
に
し
ろ
、
か
う
し
た
傳
承
は
儒
家
が
教
授
の
役
を
務
め
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
教
を
受
け
た
人
物
が
、
必

ず
し
も
儒
家
の
徒
と
は
な
ら
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
分
か
る
︒
儒
家
以
外
の
諸
學
派
を
含
め
て
諸
子
一
般
の
一
つ
の
源
流
と
し
て
儒
家

が
あ
つ
た
と
考
へ
る
こ
と
が
出
來
さ
う
で
あ
る
︒

　

春
秋
末
か
ら
戰
國
初
期
に
優
れ
た
政
治
を
演
出
し
た
魏
文
侯
の
政
策
の
特
徴
は
禮
賢
す
な
は
ち
賢
者
の
禮
遇
に
あ
つ
た
と
さ
れ
る︵
₉
︶︒

こ
の
政
策
の
成
功
に
よ
り
實
質
的
な
能
士
登
庸
政
策
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
、
次
第
に
士
の
禮
遇
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
り
戰
國
の
養
士

の
風
を
開
い
た
︒

　

魏
世
家
に
所
載
の
﹁
卜
相
説
話
﹂
に
よ
れ
ば
、
魏
文
侯
が
尊
師
と
し
て
、
ま
さ
に
禮
遇
し
た
と
こ
ろ
の
卜
子
夏
、
田
子
方
、
段
干
木
と
、

文
侯
が
臣
下
と
し
て
使
用
し
た
呉
起
、
西
門
豹
、
樂
羊
、
李
克
、
屈
侯
鮒
と
が
禮
遇
登
庸
さ
れ
た
諸
子
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の

う
ち
、
臣
下
と
遇
し
た
人
々
の
功
績
は
明
ら
か
で
、
呉
起
は
西
河
を
守
つ
て
秦
を
一
歩
も
入
れ
な
か
つ
た
︒
西
門
豹
は
鄴
の
地
を
治
め
、

ま
た
、
治
水
に
功
績
が
あ
つ
た
︒
樂
羊
は
中
山
を
攻
め
て
下
し
た
將
で
あ
り
、
李
克
は
宰
相
と
し
て
文
侯
の
信
任
を
受
け
、
ま
た
中
山
を

治
め
た
と
も
い
ひ
、
あ
る
い
は
盡
地
力
︵
土
地
の
効
用
を
高
め
る
策
︶
に
務
め
た
と
さ
れ
る︵

10
︶︒
屈
侯
鮒
は
太
子
の
傅
で
あ
る
︒
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一
方
、
尊
師
と
遇
し
た
三
名
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
卜
子
夏
は
文
侯
の
師
と
な
つ
た
と
の
傳
承
は
あ
る
が
、
段
干
木
は
文
侯
に
乞
は
れ

た
が
面
會
を
拒
絶
し
た
と
孟
子
な
ど
に
出
る
人
物
だ
し
、
田
子
方
は
文
侯
の
太
子
か
ら
﹁
富
貴
な
る
者
が
人
に
驕
る
か
、
そ
れ
と
も
貧
賤

な
る
者
が
人
に
驕
る
か
﹂
と
問
は
れ
て
﹁
貧
賤
な
る
者
こ
そ
人
に
驕
り
得
る
︒
な
ぜ
な
ら
諸
侯
が
驕
れ
ば
自
國
を
失
ふ
が
、
貧
賤
な
る
者

は
失
ふ
も
の
が
な
い
か
ら
だ
︒﹂
と
應
へ
る
説
話
が
あ
り
、
諸
侯
に
驕
る
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
反
つ
て
遇
さ
れ
た
人
物
で
は
あ
る

が
、
い
づ
れ
も
具
體
的
な
功
績
が
な
い
︒

　

魏
文
侯
が
養
士
の
風
を
開
い
た
と
い
ふ
場
合
、
實
際
の
興
業
の
役
に
立
つ
た
臣
下
こ
そ
が
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
諸
子
の

活
動
の
初
期
は
能
力
者
の
登
庸
に
よ
る
も
の
で
あ
る︵

11
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こ
の
や
う
な
能
力
者
の
登
庸
に
よ
る
諸
侯
の
現
實
政
治
の
顯
著
な
成
功
例
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
に
商
鞅
の
事
例
が
あ
る
︒
商
鞅
は
孔
子

や
墨
子
の
出
現
よ
り
後
、
孟
子
よ
り
少
し
前
の
人
で
あ
る
が
、
登
庸
さ
れ
た
形
は
春
秋
以
來
の
登
庸
の
型
に
適
合
す
る
︒

　

諸
子
は
能
者
だ
と
い
ふ
點
は
、
い
つ
の
時
代
も
同
じ
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
以
降
も
戰
國
末
に
至
る
ま
で
、
政
策
的
能
力
を
以
て

登
庸
さ
れ
る
人
物
は
多
く
あ
る
︒
た
と
へ
ば
從
橫
家
の
多
く
は
、
そ
の
例
に
該
當
す
る
で
あ
ら
う
し
、
始
皇
帝
の
宰
相
と
な
つ
た
李
斯
な

ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
、
全
體
的
な
諸
子
思
想
史
の
流
れ
で
見
る
と
、
戰
國
中
期
以
降
の
諸
子
は
單
な
る
政
治
能
者
か

ら
脱
皮
し
、
直
接
の
政
治
的
論
議
で
は
な
く
、
變
化
に
富
ん
だ
思
想
内
容
を
持
つ
論
者
で
あ
る
面
を
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
︒

　

と
こ
ろ
で
、
商
鞅
の
法
治
、
變
法
と
は
き
は
め
て
現
實
主
義
の
施
策
で
あ
り
、
そ
の
施
策
を
實
行
す
る
こ
と
が
能
力
者
と
し
て
の
商
鞅

の
意
味
で
あ
る
︒
商
鞅
の
法
治
の
特
徴
は
個
人
と
國
家
が
直
接
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
る
全
體
主
義
國
家
の
出
現
に
あ
つ
た
︒
商
鞅
の
變
法

は
第
一
次
に
お
い
て
﹁
民
に
二
男
以
上
あ
り
て
分
異
せ
ざ
る
者
は
そ
の
賦
を
倍
に
す
﹂
と
い
ふ
の
が
あ
る
が
、
第
二
次
の
變
法
に
お
い
て

は
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
徹
底
し
て
﹁
民
の
父
子
兄
弟
に
し
て
室
を
同
じ
く
し
内
息
す
る
者
に
令
し
て
禁
ず
﹂
と
す
る
︒
成
年
男
子
は
一
人

一
人
皆
一
家
を
成
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
一
般
的
に
は
徴
税
の
便
宜
と
さ
れ
る
が
、
封
建
宗
族
を
單
家
族
制
に
し
、
家
族
の
細
分
化

に
よ
つ
て
、
個
人
を
直
接
支
配
し
、
全
體
主
義
國
家
と
し
て
の
運
営
が
容
易
に
な
る
と
い
ふ
大
き
な
意
味
が
こ
こ
に
は
あ
る
︒

　

ま
た
、
商
鞅
の
法
制
は
權
力
の
意
志
を
そ
の
ま
ま
に
罰
則
を
脅
し
と
し
、
法
と
し
て
定
め
て
實
行
さ
せ
る
と
い
ふ
も
の
で
、
過
去
の
習



一
八

慣
に
縛
ら
れ
な
い
新
た
な
取
り
決
め
と
し
て
の
法
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
法
の
制
定
と
い
ふ
の
は
、
必
ず
し
も
恣
意
的
に
定
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
顯
著
な
や
う
に
從
來
の
習
慣
の
法
制
化
と
い
ふ
在
り
方
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
、
支
那
古
代
の
社

會
で
は
從
來
の
習
慣
と
し
て
の
禮
の
規
範
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
法
の
主
張
は
禮
に
對
抗
し
、
も
つ
ぱ
ら
禮
の
保
守
性
を
打
破
す
る
た
め

に
主
張
さ
れ
た
︒
商
鞅
の
變
法
も
そ
の
や
う
な
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
徹
底
的
に
支
配
的
な
道
具
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
實
用
主
義
の
施

策
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
商
鞅
の
能
力
者
と
し
て
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
つ
た
︒

二
、
中
期
、
尊
賢
と
議
論
の
時
代

　

前
期
の
諸
子
と
は
、
も
つ
ぱ
ら
能
力
を
持
つ
者
、
そ
れ
は
と
り
も
な
ほ
さ
ず
政
治
上
の
知
識
技
術
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
端
的
に
い
へ
ば

富
國
强
兵
の
術
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
︒
し
か
し
次
第
に
能
者
の
登
庸
か
ら
能
者
を
蓄
へ
る
こ
と
の
政
治
的
な
意
味
が
生
じ
、
能
者
を
賢

者
と
認
め
て
尊
賢
を
求
め
る
思
想
が
盛
ん
に
な
る
︒

　

孟
子
の
遊
説
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
戰
國
中
期
か
ら
は
、
單
な
る
政
論
の
み
で
は
な
く
て
、
孟
子
の
や
う
に
王
者
の
顧
問
と
な
る
こ
と

を
求
め
た
士
が
出
て
く
る
︒
こ
れ
は
孟
子
一
人
に
と
ど
ま
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
︒
孟
子
は
﹁
賢
を
尊
び
能
を
使
ひ
、
俊
傑
位
に
在
れ
ば
、

天
下
の
士
、
皆
悦
び
て
そ
の
朝
に
立
つ
を
願
ふ
﹂︵
公
孫
丑
上
︶
と
述
べ
、
さ
ら
に
は
﹁
上
を
用
つ
て
下
を
敬
す
る
、
之
を
尊
賢
と
謂
ふ
﹂

︵
萬
章
下
︶
と
云
ひ
、
君
主
や
公
卿
こ
そ
が
、
下
士
を
敬
ふ
べ
き
で
あ
る
と
、﹁
尊
賢
使
能
﹂
を
要
求
す
る
や
う
に
な
る
︒
こ
れ
は
先
述
の

田
子
方
の
禮
遇
の
要
求
と
な
ん
と
類
似
す
る
で
は
な
い
か
︒
田
子
方
が
尊
賢
要
求
の
先
驅
な
の
か
、
あ
る
い
は
孟
子
的
尊
賢
思
想
が
田
子

方
の
説
話
を
生
み
出
し
た
の
か
は
俄
に
判
斷
で
き
な
い
が
︒
と
も
あ
れ
、
こ
の
尊
賢
の
主
張
の
延
長
上
に
お
い
て
孟
子
自
身
は
王
者
の
顧

問
た
ら
ん
と
し
た
︒

　

尊
賢
の
要
求
は
﹃
墨
子
﹄
に
も
﹁
尚
賢
事
能
﹂︵
事
は
使
の
意
︶
と
云
つ
て
を
り
、
戰
國
中
期
以
降
の
多
く
の
遊
説
家
の
共
通
し
た
主

張
と
な
つ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
︒
こ
こ
に
至
つ
て
、
諸
子
の
性
格
に
變
化
が
起
り
、
諸
子
は
單
な
る
政
策
擔
當
者
で
は
な
く
な
つ
た
︒
士

に
下
る
君
主
公
卿
は
賢
能
を
多
く
受
納
す
る
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
戰
國
の
四
君
︵
齊
の
孟
嘗
君
、
趙
の
平
原
君
、
魏
の
信
陵
君
、
楚
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の
春
申
君
︶
が
食
客
三
千
人
も
し
く
は
數
千
人
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
が
國
力
を
誇
示
す
る
こ
と
に
も
な
つ
た
︒
そ
の
や

う
な
風
潮
の
な
か
で
、
遊
説
者
は
君
主
に
驕
る
態
度
が
ま
す
ま
す
養
は
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
ら
う
︒

　

尊
賢
は
も
う
一
つ
の
方
向
を
生
む
︒
齊
で
は
優
れ
た
士
を
集
め
て
稷
下
之
學
を
作
つ
た
︒
宣
王
の
時
代
に
は
盛
ん
と
な
り
、
數
百
人
か

ら
千
人
の
學
校
と
な
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
︒
教
授
は
稷
下
先
生
あ
る
い
は
稷
下
學
士
と
い
は
れ
、﹁
治
せ
ず
し
て
議
論
す
﹂
と
あ
る
や
う
に
、

直
接
政
治
に
關
は
ら
ず
、
各
々
一
家
言
を
以
て
俸
禄
と
邸
宅
を
得
て
、
弟
子
に
教
へ
、
そ
し
て
學
士
同
士
は
互
ひ
の
意
見
を
戰
は
せ
た
の

で
あ
る
︒
稷
下
之
學
と
い
ふ
の
は
、
ま
さ
に
今
日
の
大
學
の
や
う
な
組
織
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る︵

12
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當
初
、
諸
子
の
目
的
は
政
治
に
參
畫
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
は
ず
だ
が
、
か
う
な
る
と
、
そ
の
目
的
も
分
化
進
展
し
た
と
思
は
れ
る
︒

　

そ
も
そ
も
戰
國
期
に
入
る
と
、
政
治
的
意
見
を
有
し
、
遊
説
な
ど
に
よ
り
主
張
し
よ
う
と
す
る
辯
論
者
の
人
數
が
相
當
に
增
え
た
と
思

は
れ
る
︒
ま
た
、
諸
子
間
の
交
涉
が
頻
繁
に
起
り
、
議
論
を
通
じ
て
各
思
想
も
變
化
を
す
る
︒
諸
子
の
思
想
に
は
主
題
の
擴
が
り
が
あ
り
、

議
論
の
深
ま
り
が
見
ら
れ
る
︒
人
か
ら
外
へ
の
深
化
と
内
へ
の
深
化
の
二
方
向
が
あ
る
が
、
深
化
の
内
容
と
し
て
は
、
自
然
へ
の
洞
察
で

あ
つ
た
︒
外
へ
の
深
化
と
は
萬
物
萬
事
の
在
り
方
へ
の
考
察
に
よ
る
も
の
、
た
と
へ
ば
、
個
人
倫
理
か
ら
社
會
倫
理
へ
向
ふ
思
考
で
あ
り
、

ま
た
、
人
事
か
ら
萬
物
へ
向
ふ
も
の
で
あ
る
︒
内
へ
の
そ
れ
は
精
神
、
特
に
心
や
性
に
關
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
言
語
に
對
す
る
考
察
な

ど
で
あ
る︵

13
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物
に
對
す
る
考
察
が
最
も
顯
著
な
の
は
、
陰
陽
や
五
行
の
思
想
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
物
の
基
盤
で
あ
る
氣
の
槪
念
で
あ
る
︒
こ
の
や

う
な
自
然
、
萬
物
の
考
察
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
法
則
性
な
り
根
元
性
を
考
へ
る
や
う
に
な
り
、
秩
序
や
原
理
と
い
つ
た
抽
象
槪
念
を
思
考

す
る
や
う
に
な
る
︒
そ
れ
が
道
の
思
想
の
生
み
出
さ
れ
る
道
筋
で
あ
ら
う
︒
そ
し
て
人
と
物
と
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
兩
者
を
貫
通

す
る
原
理
が
あ
る
と
感
得
さ
れ
、
人
知
に
は
測
り
が
た
い
そ
の
根
本
の
眞
理
な
る
も
の
が
想
定
さ
れ
、
ま
た
萬
物
萬
事
の
本
體
が
思
惟
さ

れ
る
︒
太
一
や
﹁
道
﹂
な
ど
が
そ
れ
に
與
へ
ら
れ
た
名
稱
で
あ
つ
た
︒

　

萬
物
の
法
則
性
な
ど
か
ら
道
理
を
得
よ
う
と
す
る
事
に
つ
い
て
、
た
と
へ
ば
、
水
の
性
質
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
に

使
用
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
︒



二
〇

　
﹁
孟
子
﹂
に
は
孟
子
と
告
子
と
の
問
答
に
水
が
使
は
れ
、﹃
老
子
﹄
に
は
﹁
道
﹂
の
姿
を
水
に
擬
へ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
は
れ
て
ゐ
る
︒

近
年
の
發
掘
文
書
で
あ
る
﹁
郭
店
楚
簡
﹂
の
う
ち
に
も
﹁
大
一
生
水
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
文
章
が
あ
る
︒
こ
れ
は
大
一
と
い
ふ
根
元
が
水

を
生
み
、
そ
こ
か
ら
天
地
を
生
ず
る
と
述
べ
る
︒
水
が
根
元
に
最
も
近
い
物
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る︵

14
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天
地
の
見
方
も
變
化
す
る
︒
孔
子
の
こ
ろ
に
は
天
は
人
格
的
な
天
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
界
を
最
終
的
に
統
括
す
る
宗
教
的
天
觀
が
一

般
的
で
あ
つ
た
︒
天
地
萬
物
を
貫
通
す
る
理
法
と
し
て
の
﹁
道
﹂
と
い
ふ
觀
念
が
成
立
す
る
と
、
天
が
萬
物
を
生
じ
、
地
が
こ
れ
を
載
せ

て
養
ふ
と
述
べ
て
も
、
そ
れ
は
理
法
と
し
て
の
天
で
あ
り
宗
教
的
天
か
ら
は
變
質
し
て
來
た
︵﹃
荀
子
﹄
の
天
論
篇
の
﹁
天
﹂
は
、
直
接

的
に
は
陰
陽
家
の
所
説
の
延
長
上
に
あ
る
か
と
思
は
れ
る
が
、
天
を
た
だ
、
そ
の
ま
ま
の
天
と
認
識
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
は
普
通

で
は
な
い
︒
漢
代
に
至
つ
て
荀
子
の
思
想
は
全
體
的
に
は
繼
承
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
天
觀
は
消
え
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
︶︒

　

ま
た
、
こ
の
﹁
道
﹂
を
體
す
る
こ
と
が
、
個
人
と
し
て
は
安
心
立
命
、
社
會
と
し
て
は
爲
政
の
決
定
的
要
件
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
︒﹁
道
﹂

を
體
し
て
、
そ
れ
を
實
際
に
發
揮
す
る
場
合
に
、
そ
の
﹁
道
﹂
を
道
術
と
か
心
術
と
か
呼
ぶ
の
で
あ
る
︒

　

春
秋
後
期
に
孔
子
に
よ
る
儒
學
が
始
ま
り
、
つ
い
で
墨
翟
の
學
派
が
起
る
︒
戰
國
時
代
を
通
じ
て
、
こ
の
儒
墨
の
み
が
學
派
と
し
て
大

き
な
勢
力
を
保
つ
た
︒
こ
の
二
つ
の
學
派
の
議
論
に
つ
い
て
見
て
も
、
議
論
の
展
開
の
な
か
に
變
化
が
見
ら
れ
る
︒

　

た
と
へ
ば
、
儒
家
が
個
人
の
倫
理
を
爲
政
者
の
基
礎
的
條
件
と
し
て
重
視
し
た
こ
と
は
孔
子
以
來
の
、
き
は
め
て
重
要
な
項
目
で
あ
る

が
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
人
の
性
︵
本
來
の
性
格
︶
に
つ
い
て
問
題
に
な
つ
た
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ
つ
た
︒
孔
子
は
性
の
善
惡
に
つ
い
て
、
ほ

と
ん
ど
述
べ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
孔
子
の
死
後
に
は
人
の
性
の
善
惡
に
つ
い
て
議
論
が
生
じ
た
の
で
あ
る
︒
弟
子
の
宓
子

賤
、
漆
雕
開
、
公
孫
尼
子
の
徒
が
、
情
性
を
論
じ
、
性
に
は
善
な
る
も
の
と
惡
な
る
も
の
と
が
あ
る
な
ど
と
論
じ
合
つ
た
と
い
ふ︵

15
︶︒

　

孔
子
の
仁
の
主
張
に
對
し
て
、
仁
は
人
間
ら
し
さ
、
理
想
的
人
間
の
謂
で
あ
る
こ
と
は
、
弟
子
た
ち
は
承
知
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

孔
子
の
歿
後
、
現
前
の
師
と
い
ふ
人
格
目
標
を
失
ひ
、
弟
子
た
ち
の
間
に
、
そ
の
人
間
ら
し
さ
と
は
、
眞
の
人
間
と
は
い
か
な
る
も
の
か

と
い
ふ
論
題
が
發
生
し
、
そ
こ
か
ら
、
性
の
善
惡
の
問
題
が
議
論
さ
れ
だ
し
た
も
の
と
思
は
れ
る︵

16
︶︒

　

し
か
し
て
孟
子
は
性
の
善
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
孟
子
の
性
の
議
論
は
四
端
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
︵
公
孫
丑
上
︶
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そ
の
証
明
を
行
は
う
と
し
て
ゐ
る
︒
孺
子
が
井
に
入
ら
ん
と
す
る
の
を
見
れ
ば
、
何
人
も
怵
惕
惻
隱
の
心
を
起
す
で
あ
ら
う
、
そ
れ
は
利

害
名
譽
の
故
で
は
な
い
と
い
ふ
一
事
を
以
て
、
人
の
性
は
善
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
︒
こ
こ
で
は
善
惡
の
定
義
は
な
い
が
、
孟
子
に
お
い
て
は

個
人
倫
理
の
觀
點
か
ら
の
善
惡
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
述
べ
る
ま
で
も
な
い
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
つ
た
︒

　

そ
の
後
、
數
十
年
を
經
て
、
戰
國
末
の
﹃
荀
子
﹄
で
は
性
惡
篇
に
お
い
て
、
孟
子
の
性
善
を
批
判
す
る
︒
そ
こ
で
は
、
人
の
性
と
は
﹁
天

之
就
﹂、
つ
ま
り
は
自
然
に
與
へ
ら
れ
た
も
の
で
學
ぶ
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
と
定
義
さ
れ
て
ゐ
る
︒
そ
の
﹁
性
﹂
に
は
利
を
好
む
こ
と

が
あ
り
、
疾
惡
す
る
こ
と
が
あ
り
、
耳
目
の
欲
が
あ
る
が
故
に
爭
奪
、
殘
賊
、
淫
亂
を
生
じ
、
人
の
性
に
從
へ
ば
犯
分
亂
理
と
な
り
暴
に

歸
す
る
が
故
に
性
は
惡
で
あ
る
と
述
べ
る
︒

　

禮
論
篇
に
お
い
て
も
、
人
の
欲
が
物
を
求
め
る
の
だ
が
、
そ
の
欲
求
に
規
範
が
な
け
れ
ば
、
必
ず
﹁
爭
ひ
が
起
る
、
爭
へ
ば
亂
れ
る
、

亂
れ
れ
ば
窮
す
、
先
王
は
そ
の
亂
れ
を
惡
む
﹂
と
述
べ
て
ゐ
る
︒
犯
分
亂
理
と
い
ひ
、
爭
奪
に
よ
る
混
亂
、
引
い
て
窮
乏
と
い
ひ
、
こ
こ

で
は
社
會
の
爭
亂
こ
そ
が
惡
で
あ
る
と
い
ふ
觀
點
か
ら
論
じ
て
ゐ
る
︒

　

も
と
よ
り
荀
子
は
禮
の
主
張
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
禮
を
學
ば
せ
行
は
せ
る
た
め
に
は
、
素
朴
な
ま
ま
の
狀
態
を
良
し
と
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
︒
禮
の
實
行
の
た
め
に
敢
へ
て
素
朴
な
ま
ま
の
人
は
惡
な
る
狀
態
に
帰
結
す
る
と
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
︒

　

と
も
あ
れ
、
孟
子
は
個
人
倫
理
の
觀
點
か
ら
述
べ
た
の
に
對
し
、
荀
子
は
社
會
倫
理
の
觀
點
か
ら
論
じ
て
ゐ
る
︒ 

　

墨
家
の
論
に
お
い
て
も
同
樣
の
個
人
的
觀
點
か
ら
社
會
的
觀
點
へ
の
推
移
が
見
ら
れ
る
︒
一
例
を
擧
げ
れ
ば
、
墨
家
の
最
も
主
要
な
主

張
で
あ
る
兼
愛
に
つ
い
て
以
下
の
や
う
な
變
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
﹃
墨
子
﹄
の
兼
愛
篇
は
上
中
下
の
三
篇
が
あ
る
︒
上
中
下
と
い
つ
て
も
そ
の
三
篇
は
獨
立
し
た
文
章
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
各
篇
が
書
か

れ
た
時
と
所
、
書
き
手
が
異
な
る
の
で
あ
ら
う
︒
そ
こ
で
三
篇
の
先
後
が
問
題
に
な
る
が
、
兼
愛
篇
の
場
合
は
、
上
中
下
の
順
で
古
い
文

章
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
る
︒
こ
の
三
篇
は
も
ち
ろ
ん
、
兼
愛
と
い
ふ
主
題
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
樣
の
趣
旨
を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
兼
愛
の

意
義
づ
け
に
お
い
て
異
な
る
叙
述
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
︒

　

上
篇
で
は
﹁
亂
の
何
よ
り
起
る
か
を
察
す
る
に
、
相
愛
せ
ざ
る
よ
り
起
る
﹂
と
述
べ
、
さ
ら
に
﹁
子
自
ら
愛
し
て
父
を
愛
せ
ず
、
故
に
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父
を
虧か

い
て
自
ら
利
す
︒
︙
臣
自
ら
愛
し
て
君
を
愛
せ
ず
、
故
に
君
を
虧
い
て
自
ら
利
す
︒
此
れ
所
謂
亂
な
り
﹂
と
云
ひ
、
自
己
を
も
つ

ぱ
ら
愛
利
す
る
こ
と
が
、
社
會
の
亂
れ
の
根
本
で
あ
る
と
説
く
︒
最
後
に
﹁
天
下
兼
相
愛
す
れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
交
相
惡
す
れ
ば
則
ち
亂

る
﹂
と
一
言
﹁
兼
相
愛
﹂
と
兼
を
い
ふ
が
、
全
體
的
に
は
單
に
相
愛
せ
ず
自
利
す
る
の
を
亂
と
し
て
否
定
す
る
の
み
で
あ
る
︒

　

す
な
は
ち
、
上
篇
の
强
調
す
る
と
こ
ろ
は
兼
で
は
な
く
て
相
愛
に
重
點
が
あ
り
、
兼
の
主
張
は
な
ほ
希
薄
と
い
へ
よ
う
︒
こ
れ
は
、
や

は
り
個
人
の
立
場
か
ら
、
い
か
に
倫
理
的
行
動
を
と
る
べ
き
か
を
説
く
と
い
ふ
意
味
で
、
個
人
倫
理
方
面
か
ら
の
思
考
で
あ
る
︒

　

中
篇
に
な
る
と
﹁
仁
人
の
事
と
す
る
所
以
の
も
の
は
、
必
ず
天
下
の
利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
く
、
此
を
以
て
事
と
爲
す
者
な
り
﹂

か
ら
説
き
起
し
、
天
下
の
害
が
相
愛
せ
ざ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
述
べ
る
︒
相
愛
の
理
由
づ
け
に
﹁
天
下
の
利
害
﹂
を
も
ち
だ
し
て
ゐ
る
︒

上
篇
で
は
利
を
否
定
し
た
が
、
そ
れ
は
利
己
的
な
利
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
つ
て
、
天
下
の
利
を
圖
る
こ
と
の
正
し
さ
を
主
張
し
て
、
利
を

肯
定
的
に
捉
へ
て
ゐ
る
︒
そ
し
て
﹁
兼
相
愛
、
交
相
利
の
法
﹂
を
如
何
に
爲
す
べ
き
か
、
こ
の
天
下
の
利
を
以
て
せ
よ
と
い
ふ
の
で
あ
る

か
ら
、
つ
ま
り
は
、
天
下
の
利
、
す
な
は
ち
社
會
全
體
の
利
益
効
用
を
善
惡
判
斷
の
指
標
に
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒

　

愛
に
加
へ
て
利
を
目
的
と
し
て
主
張
し
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
功
利
主
義
的
傾
向
を
强
め
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
點
、
先
學
の
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
、
個
人
か
ら
社
會
に
視
點
が
異
動
し
て
ゐ
る
こ
と
を
特
に
指
摘
し
た
い
と
思
ふ︵

17
︶︒

　

兼
愛
下
篇
で
は
中
篇
と
ほ
ぼ
同
樣
に
﹁
天
下
の
利
﹂、
ま
た
﹁
兼
相
愛
、
交
相
利
﹂
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
﹁
天
下
の
人
を
惡
み
、

人
を
賊
ふ
も
の
を
分
名
す
る
に
、
兼
か
別
か
︒
必
ず
曰
は
ん
別
な
り
と
﹂
ま
た
﹁
天
下
の
人
を
愛
し
、
人
を
利
す
る
者
を
分
名
す
る
に
、

別
か
、
兼
か
︒
必
ず
曰
は
ん
兼
な
り
と
﹂
の
や
う
に
、
兼
の
精
神
と
別
の
精
神
と
を
辨
別
し
、
兼
は
天
下
の
大
利
を
生
ず
る
が
、
別
は
天

下
の
大
害
を
生
ず
る
の
で
あ
り
、
從
つ
て
兼
こ
そ
が
正
し
い
の
だ
と
主
張
す
る
︒
こ
の
篇
で
は
兼
士
と
別
士
、
あ
る
い
は
兼
君
と
別
君
と

い
ふ
や
う
な
君
主
や
士
人
に
つ
い
て
も
、
兼
と
別
と
で
分
類
し
て
、
兼
君
兼
士
を
稱
揚
す
る
︒

　

し
ば
し
ば
﹁
兼
を
非
と
す
る
人
﹂
な
ど
の
語
も
出
る
が
、
こ
れ
は
儒
家
の
言
論
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ら
う
︒
荀
子
は
禮
論
篇
で

﹁
禮
は
養
な
り
︒
君
子
其
の
養
を
得
れ
ば
、
又
其
の
別
を
好
む
﹂
と
述
べ
て
を
り
、
別
と
は
、
貴
賤
や
長
幼
に
差
等
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

貧
富
軽
重
が
其
の
宜
し
き
に
當
た
る
こ
と
で
あ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
︒
墨
家
は
こ
の
や
う
な
差
等
と
そ
れ
に
伴
ふ
處
遇
の
相
違
を
否
定
す

る
︒
要
す
る
に
、
下
篇
で
は
愛
利
に
加
へ
て
、
兼
と
別
の
槪
念
を
用
ひ
て
兼
愛
の
有
用
性
を
根
據
づ
け
て
ゐ
る
︒
こ
こ
に
至
つ
て
、
兼
愛
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は
む
し
ろ
兼
の
主
張
を
强
調
す
る
こ
と
に
變
化
し
た
の
で
あ
る
︒

　

兼
愛
三
篇
の
論
述
の
變
化
も
ま
た
、
個
人
倫
理
か
ら
社
會
倫
理
へ
の
視
點
の
異
動
を
示
し
て
ゐ
る
︒

　

そ
れ
な
り
に
均
衡
の
と
れ
た
戰
國
時
代
に
あ
つ
て
中
期
か
ら
後
期
に
至
り
、
い
ち
じ
る
し
く
現
實
主
義
的
で
功
利
的
と
い
ふ
意
味
で
合

理
的
な
考
へ
方
が
支
配
し
て
い
つ
た
こ
と
が
判
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
も
無
味
乾
燥
な
社
會
で
は
な
か
つ
た
か
︒
道
家
的
思
考
は
そ
の
や
う

な
情
勢
が
進
む
に
つ
れ
流
行
扶
植
さ
れ
て
い
つ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　

道
家
の
道
は
考
察
の
對
象
が
擴
が
つ
て
、
自
然
に
も
目
を
向
け
、
人
と
物
と
の
關
係
と
そ
の
間
に
想
定
さ
れ
る
秩
序
性
に
着
目
す
る
こ

と
か
ら
考
案
さ
れ
た
槪
念
で
あ
る
と
考
へ
る
︒

　

道
家
の
思
考
は
、
自
然
と
人
爲
と
の
對
比
に
お
い
て
自
然
を
旨
と
す
る
︒
ま
た
、
人
生
に
つ
い
て
は
養
生
を
至
上
の
目
的
と
す
る
︒
價

値
や
評
價
と
い
ふ
人
爲
を
否
定
し
て
、
絶
對
的
な
る
も
の
は
根
元
た
る
道
で
あ
り
、
そ
の
他
の
萬
物
は
相
對
的
な
存
在
で
あ
り
、
價
値
は

等
し
い
と
考
へ
る
︒

　

道
家
の
議
論
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
發
生
し
た
か
、
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
養
生
の
精
神
は
古
く
か
ら
あ
る
に
違
ひ
な
い
し
、
壽
の
尊

重
、
老
者
の
尊
重
と
い
ふ
こ
と
も
同
樣
で
あ
る
︒
し
か
し
、
そ
の
や
う
な
事
實
と
、
そ
れ
を
思
想
上
の
考
察
の
對
象
と
す
る
こ
と
と
は
、

別
次
元
の
話
で
あ
る
︒
諸
子
の
時
代
に
な
つ
て
、
そ
れ
が
、
議
論
の
主
題
に
な
る
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ら
う
か
︒

　

孔
子
の
弟
子
の
曾
子
が
身
體
の
保
全
に
努
め
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
話
柄
で
あ
る
︒
越
寇
を
避
け
た
り︵

18
︶、
生
命
身
體
の
損
傷

を
極
端
に
嫌
つ
た
人
で
あ
つ
た
︒
か
う
し
た
曾
子
の
身
體
保
全
は
、
お
そ
ら
く
は
曾
子
の
後
に
孝
の
一
環
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
て
説
か

れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ふ
︒
曾
子
の
父
の
曾
點
が
﹁
舞
雩
に
風
し
、
詠
じ
て
歸
ら
ん
﹂︵﹃
論
語
﹄
先
進
︶
と
言
つ
て
、
政
治
的
抱

負
か
ら
超
脱
し
た
境
地
を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
曾
子
の
家
風
と
し
て
、
そ
の
や
う
な
氣
風
が
あ
つ
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
︒

　

春
秋
か
ら
戰
國
に
か
け
て
孔
子
が
弟
子
を
教
へ
、
そ
の
弟
子
た
ち
が
ま
た
教
へ
て
知
識
人
の
數
は
次
第
に
增
え
て
い
つ
た
︒
彼
ら
は
あ

り
あ
ま
る
抱
負
と
報
は
れ
ぬ
嘆
き
を
抱
く
︒
自
意
識
と
疎
外
感
と
は
裏
腹
な
複
雜
感
情
で
あ
つ
て
、
政
治
の
現
實
か
ら
逃
れ
た
あ
と
に
は
、

自
己
の
養
生
を
目
指
す
こ
と
は
、
自
己
の
存
在
の
意
味
づ
け
と
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
︒
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孟
子
が
嫌
つ
た
楊
朱
は
、
孟
子
に
よ
れ
ば
、﹁
一
毛
を
拔
い
て
天
下
を
利
す
る
も
爲
さ
ず
﹂
と
い
ふ
全
性
保
身
の
利
己
主
義
者
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
論
の
詳
細
は
述
べ
ら
れ
て
ゐ
な
い
︒

　
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
に
は
子
華
子
の
話
が
六
條
あ
り
、
内
容
は
い
づ
れ
も
楊
朱
の
意
見
に
相
應
し
い
も
の
か
、
少
な
く
と
も
齟
齬
し
な
い
意

見
で
あ
る
︒
こ
の
子
華
子
の
言
を
楊
朱
の
意
見
と
考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
︒

　

錢
穆
は
、
こ
の
子
華
子
は
楊
朱
一
派
を
承
け
る
者
で
あ
り
、
子
華
子
は
楊
朱
の
後
で
莊
周
よ
り
前
の
人
と
し
、
沈
尹
華
を
子
華
子
で
あ

ら
う
か
と
云
つ
て
ゐ
る
︵﹁
子
華
子
攷
﹂﹃
先
秦
諸
子
繋
年
﹄
所
收
︶︒
し
か
し
、
孔
子
の
弟
子
の
公
西
赤
の
字
が
子
華
で
あ
る
こ
と
を
見

る
と
、
赤
と
朱
と
は
同
意
で
あ
る
か
ら
、
子
華
子
と
は
楊
朱
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
︒

　

ま
た
、﹃
列
子
﹄
楊
朱
篇
は
、
後
世
の
書
で
あ
ら
う
が
、
こ
こ
に
楊
朱
の
思
想
は
相
當
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
︒
世
俗
の
聲
譽
の
賴

り
な
さ
を
述
べ
、
さ
う
し
た
、
い
は
ば
虛
名
を
棄
て
て
本
性
の
ま
ま
に
自
由
に
行
動
す
べ
き
だ
、
そ
れ
は
耳
目
口
鼻
の
欲
を
滿
足
さ
せ
、

生
を
樂
し
む
こ
と
だ
、
性
に
順
ふ
と
は
逸
樂
す
る
こ
と
で
あ
り
、
豊
屋
美
服
厚
味
姣
色
、
こ
の
四
者
が
あ
れ
ば
何
ぞ
外
に
求
め
ん
と
い
ふ

わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
や
う
な
生
き
方
を
肯
定
し
、
理
論
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
相
應
の
知
識
と
頭
腦
を
必
要
と
す
る
︒

　

そ
し
て
、
こ
の
や
う
な
思
想
の
實
際
の
擔
當
者
と
は
、
下
級
の
官
吏
で
あ
つ
た
り
、
在
野
の
士
で
あ
つ
た
だ
ら
う
︒

　

莊
子
は
蒙
の
漆
園
の
吏
で
あ
つ
た
と
傳
に
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
道
家
言
の
發
言
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
︒
老
子
は
周
の
守
藏
室
の
史

と
い
ふ
か
ら
、
や
は
り
官
吏
の
下
役
と
い
へ
よ
う︵

19
︶︒
莊
子
や
老
子
の
傳
に
於
け
る
彼
ら
の
身
分
は
道
家
的
發
言
が
下
級
官
吏
的
立
場

か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
の
妥
當
性
を
物
語
つ
て
ゐ
る
︒

　
﹃
莊
子
﹄
に
は
南
郭
子
綦
︵
齊
物
論
篇
︶
と
か
東
郭
順
子
︵
田
子
方
篇
︶
と
い
ふ
人
物
が
出
る
︒
こ
の
や
う
な
名
か
ら
連
想
さ
れ
る
の

は
城
郭
都
市
周
邊
に
住
む
知
識
人
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
り
、
各
々
自
由
に
政
治
的
あ
る
い
は
社
會
的
な
、
旺
盛
な
發
言
を
行
つ
た
の
で

あ
ら
う
︒
道
家
的
思
想
の
發
言
者
と
し
て
、
こ
の
や
う
な
民
間
の
知
識
人
も
想
定
で
き
る
で
あ
ら
う
︒

　

唐
の
韓
愈
は
﹁
子
夏
の
學
は
、
そ
の
後
に
田
子
方
あ
り
、
子
方
の
後
は
流
れ
て
莊
周
と
な
る
︒
故
に
周
の
書
、
喜
び
て
子
方
の
人
と
な

り
を
稱
す
﹂
と
述
べ
て
ゐ
る
が︵

20
︶、
韓
愈
の
想
定
を
是
と
す
れ
ば
、
子
夏
か
ら
田
子
方
へ
、
そ
し
て
そ
の
流
れ
は
莊
子
に
至
る
こ
と
に

な
る
︒
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史
實
と
し
て
は
、
い
ざ
知
ら
ず
、
總
合
的
な
觀
點
か
ら
養
生
家
知
識
人
が
儒
家
の
流
れ
か
ら
も
出
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
、

韓
愈
の
こ
の
學
統
の
推
定
は
慧
眼
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
︒

　

曾
子
の
養
生
尊
重
の
家
風
が
、
莊
子
的
道
家
の
一
派
を
導
い
た
と
す
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
か
と
も
思
ふ
︒

　

莊
子
書
に
は
孔
子
や
顔
回
、
子
路
、
子
貢
と
い
つ
た
弟
子
を
對
話
の
話
者
と
し
て
描
く
こ
と
が
多
い
︒
墨
子
書
に
は
こ
の
や
う
な
例
は

ほ
と
ん
ど
な
い︵

21
︶の
と
對
比
す
る
と
、
莊
子
書
の
作
者
た
ち
は
儒
者
に
關
は
る
知
識
に
つ
い
て
極
め
て
良
く
承
知
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら

れ
る
︒

　

し
て
み
る
と
、
道
家
の
養
生
派
の
一
派
は
儒
家
の
教
養
を
持
つ
た
處
士
を
師
と
し
て
儒
家
系
の
知
識
を
得
た
人
々
が
志
を
得
な
い
場
合

に
、
こ
の
や
う
な
﹃
莊
子
﹄
に
見
え
る
話
柄
を
作
つ
た
の
で
は
な
い
か
︒
た
し
か
に
孟
子
は
楊
朱
を
考
へ
方
の
遠
く
隔
つ
た
、
相
容
れ
な

い
論
敵
と
み
な
し
て
ゐ
る
︒
し
か
し
、
前
述
の
や
う
に
儒
家
の
教
育
を
受
け
た
者
が
儒
家
の
徒
と
な
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
︒

　
﹃
孟
子
﹄
に
は
﹁
神
農
の
言
を
爲
す
者
﹂
と
い
ふ
、
集
團
生
活
者
が
出
る
︒
こ
れ
は
宗
教
的
な
團
體
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
點
で
一

般
庶
人
と
は
少
し
違
ふ
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
農
業
生
活
者
と
い
ふ
こ
と
で
は
庶
人
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
︒
こ
の
人
々
は
孟
子
と
の
論

爭
を
み
る
と
農
業
一
尊
の
立
場
を
と
り
、
勞
働
價
値
説
的
言
説
を
述
べ
て
ゐ
る
︒
ゆ
ゑ
に
の
ち
に
藝
文
志
に
お
い
て
農
家
と
分
類
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
か
う
し
た
處
士
も
あ
り
、
ま
た
、
蘇
秦
や
張
儀
の
師
と
さ
れ
る
鬼
谷
子
の
や
う
な
人
物
も
、
民
間
の
隱
者
的
人

物
像
を
以
て
論
説
の
主
張
者
と
し
て
存
在
す
る
︒

　

か
う
し
た
狀
況
に
對
し
て
、
孟
子
は
﹁
處
士
橫
議
﹂
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
︒

　

莊
子
は
逍
遙
遊
に
お
い
て
小
知
は
大
知
を
知
ら
ず
、
世
事
に
拘
は
ら
ず
、
無
用
の
用
を
知
れ
と
い
ふ
や
う
な
世
俗
知
か
ら
の
超
脱
を
述

べ
る
︒
齊
物
論
で
は
諸
子
の
雜
論
を
相
對
化
す
る
︒
彼
此
辨
別
の
不
確
か
さ
、
そ
れ
を
越
え
る
と
こ
ろ
に
道
樞
が
あ
り
、
無
窮
に
應
ず
る

こ
と
が
で
き
る
と
説
く
︒
養
生
主
で
は
自
然
に
順
ふ
こ
と
が
養
生
を
得
る
本
で
あ
る
と
い
ふ
︒
こ
の
や
う
に
莊
子
の
議
論
は
思
辨
的
な
深

ま
り
を
來
し
て
し
て
ゐ
る
が
、
世
俗
を
超
脱
し
て
自
然
の
ま
ま
に
、
精
神
と
身
體
の
自
由
を
得
る
こ
と
が
生
の
充
足
と
し
て
述
べ
ら
れ
て

ゐ
る
︒

　

道
家
は
自
然
︵
あ
る
が
ま
ま
︶
を
尊
重
し
、
視
野
を
外
物
に
及
ぼ
し
、
萬
物
の
根
本
に
﹁
道
﹂
を
措
定
し
た
︒
こ
れ
は
養
生
思
想
の
思
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で
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三
、
後
期
、
混
淆
と
總
合
の
時
代

　

戰
國
の
晩
期
に
至
り
、﹃
荀
子
﹄
は
、
荀
子
を
中
心
に
し
た
集
團
で
、
儒
學
の
再
構
築
を
目
指
し
、
そ
れ
を
廣
く
世
に
示
す
た
め
に
作

ら
れ
た
︵﹁
呂
不
韋
傳
﹂、﹁
荀
卿
之
徒
、
著
書
布
天
下
﹂︶︒
呂
不
韋
は
そ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
、﹃
呂
氏
春
秋
﹄
を
作
つ
た
が
、
こ
れ
は
純
然

た
る
諸
子
思
想
の
混
淆
的
總
合
の
書
で
あ
つ
た
︒
雜
家
と
い
ふ
分
類
は
藝
文
志
に
よ
れ
ば
、﹃
伍
子
胥
﹄
や
﹃
尉
繚
﹄
な
ど
が
擧
げ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
雜
家
の
定
義
を
﹁
儒
墨
を
兼
ね
名
法
を
合
し
﹂
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、﹃
呂
氏
春
秋
﹄
か
ら
始
ま
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
︒

つ
ま
り
は
雜
家
と
は
戰
國
晩
期
の
諸
子
總
合
の
時
代
を
表
す
顯
著
な
分
類
で
あ
る︵

23
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﹃
荀
子
﹄
は
儒
家
の
稱
揚
の
た
め
の
書
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
他
學
派
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て
自
己
の
論
理
を
磨
い
て
ゐ
る
︒
解
蔽

篇
に
は
道
を
論
じ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
道
は
、﹃
荀
子
﹄
に
お
い
て
は
、
道
理
と
か
人
道
と
い
ふ
意
味
の
儒
家
的
内
容
を
意
味
し
よ
う
が
、

た
と
へ
ば
﹁
道
な
る
も
の
は
常
を
體
し
て
變
を
盡
す
﹂
な
ど
と
述
べ
る
や
う
に
、
普
遍
的
か
つ
根
元
的
道
を
本
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
、
あ

る
い
は
、﹁
虛
一
に
し
て
靜
﹂
を
説
く
と
こ
ろ
な
ど
、
道
家
系
の
思
考
が
あ
る
こ
と
は
一
讀
感
得
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る︵

24
︶︒

　

正
名
篇
は
名
家
の
議
論
を
踏
ま
へ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
︒
天
論
篇
の
見
方
は
陰
陽
思
想
的
自
然
觀
の
所
産
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る

な
ど
、
す
な
は
ち
荀
子
書
も
儒
家
の
立
場
に
よ
る
百
家
の
學
の
總
合
で
あ
つ
た
︒

　

荀
子
の
弟
子
で
あ
る
韓
非
も
法
家
思
想
の
集
大
成
者
で
あ
る
︒
商
鞅
の
法
、
申
不
害
の
術
、
愼
到
の
勢
な
ど
の
先
行
法
家
の
槪
念
を
利

用
し
つ
つ
自
己
の
法
思
想
を
述
べ
て
ゐ
る
︒
ま
た
、
そ
の
人
間
觀
に
つ
い
て
も
、
人
の
行
動
は
自
己
の
利
益
に
依
る
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
ゑ

賞
罰
の
權
を
以
て
法
を
執
行
せ
よ
と
述
べ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
、
荀
子
が
利
欲
の
存
在
を
認
め
た
う
へ
で
、
從
つ
て
、
禮
と
い
ふ
規
範

が
必
要
で
あ
る
と
説
く
の
と
、
同
じ
構
圖
で
あ
る
︒
韓
非
は
荀
子
の
禮
が
實
社
會
の
統
制
上
の
不
十
分
さ
に
飽
き
足
ら
ず
、
よ
り
規
範
性
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の
强
い
法
に
依
據
し
よ
う
と
し
た
︒

　

諸
子
時
代
の
法
家
は
、
君
主
を
中
心
と
し
た
國
家
の
利
害
を
標
準
に
し
た
法
を
、
恣
意
的
に
賞
罰
に
訴
へ
て
定
め
る
も
の
で
あ
つ
た
︒

禮
は
傳
統
的
行
動
樣
式
で
あ
つ
て
、
權
力
者
の
恣
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
罰
則
を
伴
へ
ば
法
と
な
る
︒
實
際
、
前
述
し
た

ご
と
く
、
傳
統
を
制
度
化
し
た
法
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
諸
子
時
代
の
法
家
は
商
鞅
を
初
め
と
し
て
禮
を
打
破
す
べ
き
も
の
と
し

て
の
法
の
威
力
に
着
目
し
、
實
踐
し
た
わ
け
で
あ
る
︒

　

荀
子
の
後
王
思
想
と
は
先
王
の
定
め
た
禮
が
當
世
に
合
は
な
く
な
つ
た
現
實
を
見
て
、
新
た
な
禮
の
制
定
者
を
考
へ
た
も
の
で
、
禮
の

傳
統
性
の
問
題
點
を
意
識
し
つ
つ
も
、
禮
の
改
變
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ら
う
︒
韓
非
は
そ
の
禮
の
傳
統
性
を
打
破
し
て
、

新
た
に
意
の
ま
ま
に
基
準
を
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
法
の
魅
力
を
思
つ
た
に
違
ひ
な
い
︒

　

そ
の
や
う
に
考
へ
る
と
、
韓
非
の
思
想
も
荀
子
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
︒

　

韓
非
書
も
諸
子
總
合
の
時
代
の
著
作
の
一
つ
に
相
違
な
い
︒

　

さ
う
し
た
視
點
か
ら
み
れ
ば
、﹃
韓
非
子
﹄
の
忠
孝
篇
も
ま
た
、
韓
非
學
派
の
著
作
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
︒

　

な
る
ほ
ど
忠
孝
は
儒
家
の
主
題
で
あ
る
︒
そ
し
て
、
墨
家
も
ま
た
お
そ
ら
く
は
儒
家
の
議
論
を
踏
ま
へ
て
惠
忠
慈
孝
は
相
愛
よ
り
生
ず

る
と
述
べ
て
ゐ
る
︒
儒
墨
は
世
の
顯
學
で
あ
る
と
認
め
る
韓
非
に
と
つ
て
、
そ
の
二
大
學
派
が
主
題
と
す
る
以
上
、
そ
れ
は
普
遍
的
主
題

で
あ
り
、
特
に
荀
子
に
教
へ
を
受
け
た
韓
非
に
と
つ
て
、
こ
の
主
題
で
論
を
立
て
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
必
須
の
營
爲
で
あ
つ
た
と
思
は

れ
る︵

25
︶︒

　
﹃
韓
非
子
﹄
の
忠
孝
篇
の
忠
は
、﹁
人
臣
は
堯
舜
の
賢
を
稱
へ
る
毋な

く
、
湯
武
の
伐
を
譽
む
る
毋
く
、
烈
士
の
高
き
を
言
ふ
毋
く
、
力
を

盡
く
し
法
を
守
り
、
心
を
主
に
事
ふ
る
に
専
ら
に
す
る
者
を
、
忠
臣
と
爲
す
﹂
と
あ
る
や
う
に
、
専
ら
法
を
守
つ
て
君
主
に
仕
へ
る
こ
と

を
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
儒
墨
の
忠
と
は
實
質
的
に
異
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

　

呂
不
韋
は
荀
子
の
徒
が
荀
子
書
を
著
作
し
て
天
下
に
布
い
た
の
に
觸
發
さ
れ
て
、
そ
の
麾
下
の
客
士
た
ち
を
使
つ
て
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
を

編
纂
し
た
︒
こ
れ
よ
り
先
、
呂
氏
は
戰
國
四
君
に
倣
つ
て
客
士
を
集
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
︒﹃
呂
氏
春
秋
﹄
は
客
士
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が



二
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聞
く
と
こ
ろ
を
著
せ
し
め
て
作
ら
れ
、
八
覽
、
六
論
、
十
二
紀
の
三
部
構
成
に
し
、
す
べ
て
百
六
十
篇
に
よ
つ
て
成
る
︒
各
篇
ご
と
に
一

篇
は
一
定
の
論
が
展
開
さ
れ
る
も
の
の
、
篇
と
篇
と
は
主
張
が
異
な
り
相
矛
盾
す
る
場
合
も
あ
る
︒
そ
れ
は
各
人
の
所
聞
す
る
も
の
で
あ

る
し
、
諸
子
を
網
羅
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
當
然
の
こ
と
で
あ
ら
う
︒
そ
の
人
々
の
思
想
は
、
全
體
と
し
て
諸
子
の
思
想
の
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
を
網
羅
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
成
書
に
あ
た
つ
て
咸
陽
の
市
門
に
布
い
て
、
一
字
で
も
增
損
で
き
る
者
が
あ
れ
ば
千
金
を
與
へ

よ
う
と
云
つ
て
、
誇
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
分
か
る
︒

　

こ
の
書
の
一
部
は
お
そ
ら
く
は
相
當
前
か
ら
書
か
れ
て
ゐ
て
、
當
初
は
ま
だ
若
か
つ
た
秦
王
政
︵
後
の
始
皇
帝
︶
の
た
め
に
書
か
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
量
す
る
が︵

26
︶、
最
後
に
成
書
し
た
際
に
は
、
呂
不
韋
傳
の
述
べ
る
ご
と
く
天
下
に
誇
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ

は
秦
が
天
下
の
言
論
の
す
べ
て
を
掌
握
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
、
一
種
の
文
化
的
霸
權
政
策
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
︒

　

ま
さ
し
く
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
は
諸
子
總
合
の
書
で
あ
つ
た
︒
そ
の
や
う
な
總
合
で
あ
る
か
ら
、
統
一
的
見
解
を
打
出
し
た
も
の
で
は
あ
り

得
な
い
︒
眞
の
意
味
で
の
雜
家
で
あ
つ
た
︒

　

呂
氏
は
總
合
に
あ
た
つ
て
、
上
述
の
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
書
か
れ
た
文
章
を
十
二
紀
八
覽
六
論
と
い
ふ
枠
組
の
な
か
に
配
列
し

た
わ
け
だ
が
、
こ
の
枠
組
は
お
そ
ら
く
天
地
人
の
三
才
を
意
味
し
た
も
の
で︵

27
︶、
こ
の
形
式
を
以
て
、
こ
の
な
か
に
一
切
の
言
論
も
包

攝
包
括
さ
れ
る
と
い
ふ
意
圖
を
寓
し
た
の
で
あ
ら
う
︒

　

た
だ
、
呂
不
韋
の
政
治
的
意
見
に
合
は
せ
て
、
諸
子
中
の
意
見
の
扱
ひ
に
差
違
が
あ
る
︒
名
家
や
從
橫
家
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
か
な

り
否
定
的
な
言
辭
が
多
い
の
は
、
呂
氏
の
好
み
や
、
當
時
の
思
潮
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ら
う
︒
ま
た
、
主
要
な
思
想
と
し
て
は
儒
墨
道

の
三
派
の
議
論
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
麾
下
に
そ
の
論
者
が
多
か
つ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ら
う
し
、
そ
れ
は
と
り
も
な
ほ
さ
ず
、
こ
の

三
派
が
當
時
の
主
要
で
勢
力
が
あ
つ
た
言
論
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
︒

　

そ
し
て
、
こ
の
相
矛
盾
す
る
主
題
に
つ
い
て
、
呂
氏
は
多
少
選
擇
し
て
を
り
、
儒
墨
の
主
張
を
折
衷
す
る
な
ど
の
調
停
を
行
つ
て
ゐ
る

が
、
そ
れ
は
呂
氏
の
政
治
的
意
圖
を
表
す
も
の
で
あ
ら
う︵

28
︶︒

　

戰
國
末
か
ら
漢
武
ま
で
の
時
代
、
諸
子
の
論
法
に
は
、
前
代
よ
り
一
層
、
議
論
を
よ
り
確
實
な
も
の
に
、
ま
た
説
得
的
な
も
の
に
し
よ

う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
︒
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そ
の
方
法
と
し
て
は
、﹃
荀
子
﹄
に
見
る
や
う
に
言
葉
の
定
義
を
し
て
精
緻
な
議
論
に
努
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
︒
ま
た
、
務
本

︵
本
を
務
め
る
︶
と
い
ふ
主
張
が
な
さ
れ
る
の
も
さ
う
で
あ
ら
う
︒
こ
れ
は
主
張
命
題
を
、
こ
れ
こ
そ
が
根
本
で
あ
る
と
規
定
す
る
論
法

で
あ
る
が
、
た
と
へ
ば
、﹃
呂
氏
春
秋
﹄
の
孝
行
覽
で
は
﹁
天
下
を
爲を

さ

め
國
家
を
治
む
る
に
は
、
必
ず
本
を
務
め
末
を
後
に
す
︒
所
謂
本

と
は
耕
耘
種
殖
に
謂
に
あ
ら
ず
、
其
の
人
を
務
む
る
な
り
︒
其
の
人
を
務
む
と
は
、
︙
に
あ
ら
ず
、
其
の
本
を
務
む
る
な
り
、
本
を
務
む

る
は
孝
よ
り
貴
き
は
な
し
﹂
と
い
ふ
や
う
な
論
法
を
執
る
︒
つ
ま
り
段
階
的
に
根
本
を
尋
ね
、
最
も
根
元
的
根
本
こ
そ
、
吾
が
主
張
の
命

題
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
、
自
己
の
主
張
を
根
元
的
な
事
實
に
基
づ
け
て
述
べ
よ
う
と
す
る
傾
向
も
見
て
取
れ
る
︒
た
と
へ
ば
、﹃
呂
氏
春
秋
﹄
の
音
樂

論
に
お
い
て
、﹁
音
樂
の
由
り
て
來
た
る
所
は
遠
し
、
度
量
に
生
じ
、
太
一
に
本
づ
く
﹂
な
ど
と
云
ふ
︒﹁
由
り
て
來
た
る
所
は
遠
し
﹂
と

い
ふ
の
は
歴
史
的
由
來
を
示
し
て
ゐ
る
し
、﹁
度
量
に
生
じ
、
太
一
に
本
づ
く
﹂
と
は
、
音
階
の
物
理
的
な
法
則
性
の
な
か
に
自
然
の
動

か
し
が
た
い
理
を
見
て
、
萬
物
を
生
み
出
す
根
本
で
あ
る
﹁
太
一
﹂
に
結
び
つ
く
も
の
だ
と
考
へ
、
こ
の
や
う
に
音
樂
の
有
用
性
を
﹁
太

一
﹂
に
本
づ
け
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
主
張
の
説
得
的
强
化
を
圖
つ
た
も
の
と
い
へ
る
︒

　
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
は
義
兵
を
主
張
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
﹁
兵
の
自
り
て
來
る
所
久
し
﹂
あ
る
い
は
﹁
民
の
威
力
あ
る
は
性
な
り
、

性
と
は
天
よ
り
受
く
る
所
な
り
、
人
の
能
く
爲
す
所
に
非
ざ
る
な
り
﹂
な
ど
と
述
べ
て
ゐ
て
、
歴
史
的
由
來
あ
る
い
は
﹁
天
﹂
と
か
﹁
太

一
﹂
な
ど
の
根
元
的
本
體
に
由
來
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
︒

　

道
家
の
﹁
道
﹂
を
述
べ
る
こ
と
も
、
こ
の
人
と
物
の
究
極
の
根
元
と
し
て
提
示
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
﹁
道
﹂
の

世
界
觀
は
實
に
廣
汎
に
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
る
︒
秦
末
漢
初
の
世
界
觀
は
黃
老
思
想
の
盛
行
と
と
も
に
、
こ
の
﹁
道
﹂
の
槪
念
が
、
い

は
ば
科
學
的
な
世
界
認
識
と
な
つ
た
︒
そ
の
結
果
、
儒
家
の
思
想
に
お
い
て
も
、
こ
の
槪
念
を
利
用
し
て
仁
義
を
主
張
す
る
よ
う
に
も
な

る
わ
け
で
あ
る
︒

　

た
と
へ
ば
漢
初
の
陸
賈
の
著
述
と
さ
れ
る
﹃
陸
賈
新
語
﹄
の
や
う
な
儒
家
系
人
物
の
書
の
な
か
に
も
﹁
道
徳
﹂
と
い
ふ
言
葉
が
上
位
槪

念
と
し
て
入
つ
て
き
て
ゐ
る
︒﹃
新
語
﹄
で
は
最
初
に
道
基
篇
と
い
ふ
篇
を
置
く
が
、
そ
の
篇
名
の
通
り
﹁
道
﹂
が
根
本
の
世
界
觀
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
其
本
槪
念
と
し
て
道
術
、
道
徳
、
原
道
と
い
ふ
術
語
が
用
ゐ
ら
れ
る
︒
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ま
た
、﹁
君
子
は
道
を
握
り
て
治
め
、
德
に
據よ

り
て
行
ひ
、
仁
を
席し

き
て
立
ち
、
義
に
杖よ

り
て
彊
し
﹂︵
道
基
︶
あ
る
い
は
﹁
治
む
る
に

道
徳
を
以
て
上
と
爲
し
、
行
ふ
に
仁
義
を
以
て
本
と
爲
す
﹂︵
本
行
︶
な
ど
と
、
し
ば
し
ば
道
徳
を
仁
義
と
併
稱
さ
せ
て
説
き
、
多
く
道

徳
を
上
に
述
べ
て
ゐ
る
︒
道
術
と
い
ふ
の
も
陸
賈
の
場
合
は
、
治
術
の
な
か
に
普
遍
的
な
道
が
あ
る
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

道
徳
も
普
遍
的
人
道
と
し
て
の
謂
で
、
直
接
的
に
道
家
の
道
そ
の
も
の
と
は
云
へ
な
い
が
、
道
家
の
道
の
影
響
を
受
け
て
、
道
徳
の
内
實

と
し
て
仁
義
を
位
置
づ
け
て
ゐ
る
と
は
い
へ
よ
う︵

29
︶︒

　
﹃
賈
誼
新
書
﹄
な
ど
も
、
漢
文
帝
期
の
賈
誼
の
倫
理
思
想
の
其
本
が
﹁
道
術
﹂﹁
六
術
﹂﹁
道
徳
説
﹂
な
ど
の
篇
に
見
え
る
が
、
道
、
德
、

性
、
神
、
明
、
命
の
語
を
倫
理
の
根
據
と
し
て
提
示
し
て
ゐ
る︵

30
︶︒
こ
れ
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ
﹁
道
﹂
の
作
用
を
示
す
﹁
道
﹂
の
解
説

で
あ
つ
て
、
道
家
的
道
槪
念
の
受
容
に
よ
る
と
見
な
せ
よ
う
︒

　

道
が
自
然
と
人
爲
を
總
合
す
る
根
本
で
あ
り
、
道
理
で
あ
る
と
す
る
世
界
觀
が
優
勢
に
な
つ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　

こ
の
世
界
觀
に
よ
つ
て
、
各
種
の
諸
子
思
想
を
總
合
し
よ
う
と
し
た
の
が
、﹃
淮
南
子
﹄
で
あ
る
︒
編
者
の
淮
南
王
劉
安
は
文
學
を
好

む
王
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
宮
廷
に
は
士
が
多
く
集
ま
つ
た
︒﹃
淮
南
子
﹄
も
ま
た
、
劉
安
の
配
下
の
客
に
よ
つ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

客
士
の
著
の
編
纂
物
で
あ
る
點
と
、
諸
子
思
想
を
總
合
し
よ
う
と
し
た
點
に
お
い
て
は
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
と
﹃
淮
南
子
﹄
と
は
共
通
す
る
が
、

﹃
呂
氏
春
秋
﹄
が
、
い
は
ば
羅
列
的
總
合
で
あ
る
の
に
對
し
、﹃
淮
南
子
﹄
に
お
い
て
は
﹁
道
﹂
を
世
界
の
根
本
に
据
ゑ
て
、
萬
物
が
道
か

ら
派
生
し
た
も
の
と
い
ふ
世
界
觀
を
總
合
の
基
礎
に
置
い
て
ゐ
る
點
が
異
な
る
︒﹃
呂
氏
春
秋
﹄
に
は
部
分
的
に
は
そ
れ
を
説
く
文
章
が

あ
る
が
、﹃
淮
南
子
﹄
で
は
書
の
構
成
に
、
そ
の
意
圖
が
は
る
か
に
强
く
表
出
さ
れ
て
ゐ
る
︒

　

各
種
の
意
見
が
あ
る
も
の
を
一
定
の
世
界
觀
の
も
と
に
編
纂
で
き
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
當
時
の
思
潮
が
そ
の
や
う
な
世
界
觀
を
多
く
共

有
し
て
ゐ
た
こ
と
の
反
映
と
考
へ
ら
れ
る
わ
け
で
、
自
然
と
人
爲
を
貫
通
し
、
そ
こ
に
理
法
と
本
體
を
想
定
し
て
道
を
説
い
た
黃
老
道
家

の
世
界
觀
が
支
配
的
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る︵

31
︶︒

　

戰
國
末
か
ら
漢
武
帝
初
期
に
か
け
て
、
諸
子
の
議
論
が
折
衷
さ
れ
、
用
語
が
混
淆
す
る
例
が
あ
る
︒
今
一
例
を
擧
げ
て
み
よ
う
︒

　

墨
家
口
號
中
の
象
徰
的
用
語
で
あ
る
﹁
兼
愛
﹂
の
語
が
、﹁
堯
は
賢
に
讓
り
、
以
て
民
の
爲
に
し
、
汎
利
兼
愛
し
て
、
德
施
均
し
﹂︵
成
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相
篇
︶
と
い
ふ
や
う
に
、
墨
子
を
批
判
す
る
儒
家
で
あ
る
﹃
荀
子
﹄
に
見
え
る
︒﹃
韓
非
﹄
五
蠹
に
も
﹁
儒
墨
皆
稱
す
、
先
王
、
天
下
を

兼
愛
す
と
︒﹂
と
あ
る
か
ら
、
早
く
も
戰
國
末
に
は
儒
家
の
一
部
に
兼
愛
の
語
を
使
用
す
る
者
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
︒
總
合
の
時
代
に

あ
つ
て
は
、
儒
墨
の
對
立
も
次
第
に
解
消
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
︒

　
﹃
賈
誼
新
書
﹄
の
壹
通
篇
に
は
﹁
兼
愛
無
私
の
道
﹂
と
あ
り
、
道
術
篇
に
も
﹁
心
に
人
を
兼
愛
す
る
之
を
仁
と
謂
ふ
、
仁
に
反
す
る
を

戻
と
爲
す
︒﹂
な
ど
と
い
ふ
︒
墨
家
集
團
は
秦
の
統
一
の
こ
ろ
に
壞
滅
し
た
が
、
反
つ
て
そ
の
主
張
で
あ
つ
た
兼
愛
は
、
こ
こ
に
至
つ
て
、

儒
家
的
思
想
家
で
あ
る
賈
誼
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
︒
そ
し
て
、
な
ん
と
儒
家
の
最
も
尊
ぶ
德
で
あ
る
仁
の
定
義
に
、
兼
愛
の
語

を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒

　

賈
誼
は
諸
子
百
家
の
説
に
通
曉
し
た
人
物
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
諸
家
の
説
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
ら
う
し
、
す
で
に
兼

愛
の
語
を
敵
對
思
想
と
し
て
見
る
狀
況
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
︒

　

兼
愛
無
私
と
い
ふ
語
は
成
語
と
し
て
通
用
し
た
の
で
あ
ら
う
か
、﹃
漢
書
﹄
の
公
孫
弘
傳
に
は
、
策
問
に
應
へ
て
﹁
臣
聞
く
、
仁
は
愛

な
り
︒
︙
利
を
致
し
害
を
除
き
、
兼
愛
無
私
、
之
を
仁
と
謂
ふ
﹂
と
述
べ
て
ゐ
る
︒

　

こ
の
や
う
な
語
彙
の
融
合
つ
ま
り
思
想
の
融
合
も
、
こ
の
總
合
の
時
代
ゆ
ゑ
の
一
つ
の
現
象
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う︵

32
︶︒

　
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
の
成
書
の
あ
と
、
す
ぐ
に
呂
不
韋
は
失
脚
し
、
秦
始
皇
帝
の
天
下
統
一
と
な
る
︒
李
斯
の
建
言
に
よ
る
秦
の
始
皇
帝
の

所
謂
焚
書
の
策
に
よ
つ
て
、
諸
子
の
活
動
は
一
旦
は
亡
く
な
つ
た
は
ず
で
あ
る
︒
諸
子
の
時
代
は
こ
こ
で
終
る
の
が
通
常
の
考
へ
方
で
あ

ら
う
︒
し
か
し
、
現
實
に
は
諸
子
的
人
物
は
形
を
變
へ
て
存
在
し
た
︒
陸
賈
な
ど
は
そ
の
一
人
で
あ
る
︒

　

ま
た
、
漢
代
に
入
つ
て
か
ら
、
郡
國
制
を
採
用
す
る
が
、
こ
の
﹁
國
﹂
に
お
い
て
戰
國
の
國
と
同
じ
や
う
に
士
を
養
ふ
こ
と
が
あ
る
た

め
、
諸
子
は
ま
だ
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒
で
は
、
い
つ
ま
で
諸
子
は
存
在
し
得
た
の
で
あ
ら
う
か
︒

　

淮
南
王
劉
安
の
宮
廷
に
は
上
述
の
通
り
多
く
の
文
學
の
士
が
集
ま
つ
た
が
、
彼
ら
が
﹃
淮
南
子
﹄
を
編
輯
し
た
あ
と
、
武
帝
の
集
權
化

政
策
の
障
碍
と
み
な
さ
れ
、
淮
南
王
は
謀
反
の
廉
で
處
罰
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
降
は
、
漢
に
お
け
る
郡
國
の
﹁
國
﹂
が
消
滅
に
向
か
ふ
の
で
、

諸
子
を
養
ふ
基
盤
が
な
く
な
つ
た
︒
從
つ
て
諸
子
の
活
動
も
無
く
な
つ
た
の
で
あ
る
︒
諸
子
思
想
史
の
終
り
を
﹃
淮
南
子
﹄
に
置
く
所
以



三
二

で
あ
る
︒

　
　

注

︵
₁
︶　
﹃
管
子
﹄
は
、
管
仲
の
自
著
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
後
の
齊
の
學
者
た
ち
の
論
著
を
集
成
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
︒
そ
れ
は
齊

學
諸
子
に
よ
つ
て
管
仲
は
始
祖
的
な
人
物
と
認
め
ら
た
人
物
と
い
ふ
意
味
で
諸
子
と
遇
し
て
よ
い
︒

　
　
　

な
ほ
、
管
仲
以
前
の
諸
子
略
中
の
書
籍
の
う
ち
最
古
と
思
は
れ
る
の
は
﹃
孔
甲
盤
盂
﹄
で
黃
帝
の
史
の
著
と
し
、
つ
い
で
﹃
大
禹
﹄
で
あ
る
が
、

さ
す
が
に
藝
文
志
で
も
本
注
で
僞
物
と
し
て
ゐ
る
︒﹃
伊
尹
﹄
五
十
一
篇
と
か
﹃
伍
子
胥
﹄
八
篇
な
ど
が
一
應
考
察
の
對
象
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
と

て
も
假
託
で
あ
ら
う
︒

︵
₂
︶　
﹃
論
語
﹄
中
に
四
箇
所
に
見
え
る
︒
八
佾
篇
の
一
條
は
管
仲
が
三
歸
の
邸
や
樹
や
反
坫
の
使
用
を
以
て
、
禮
を
知
ら
な
い
と
稱
し
て
ゐ
る
が
、
こ

れ
は
分
を
超
え
た
贅
澤
を
意
味
し
、
そ
れ
は
經
濟
的
な
成
功
を
暗
示
す
る
︒
憲
問
篇
に
三
條
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
政
治
上
の
成
功
、
桓
公
が
諸
侯
を

九
合
し
た
の
は
管
仲
の
力
で
あ
り
、
桓
公
の
相
と
し
て
天
下
に
霸
を
と
な
へ
た
と
譽
め
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
政
治
、
特
に
外
交
軍
事
面
で
の
功
業
を
示

す
で
あ
ら
う
︒

︵
₃
︶　

そ
の
や
う
な
説
話
の
一
つ
と
し
て
、﹃
韓
詩
外
傳
﹄
巻
四
に
は
、
客
が
春
申
君
に
説
く
言
葉
に
な
か
に
﹁
管
仲
、
魯
を
去
り
て
齊
に
入
り
、
魯
弱

く
し
て
、
齊
强
し
﹂
の
語
が
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
賢
者
の
在
る
所
、
そ
の
國
未
だ
嘗
て
安
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
﹂
と
述
べ
る
文
脈
上
で
の
言
葉
で
、
事

實
と
は
考
へ
が
た
い
が
、
後
世
の
遊
説
家
の
成
功
例
か
ら
推
し
て
、
そ
れ
を
管
仲
に
あ
て
は
め
た
説
話
と
い
へ
る
︒

︵
₄
︶　

上
海
博
物
館
藏
、
戰
國
楚
簡
︒
大
西
克
也
﹁
曹
沫
之
陣
譯
注
﹂﹃
出
土
文
獻
と
秦
楚
文
化
﹄
第
三
號
︒

︵
₅
︶　
﹁
春
秋
時
代
の
登
庸
は
﹁
任
能
﹂﹁
使
能
﹂﹁
有
能
者
﹂﹁﹁
擇
能
而
使
之
﹂
な
ど
の
語
が
端
的
に
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
使
能
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹂

拙
稿
﹁
諸
子
以
前
﹂
注
︵
11
︶︒

︵
₆
︶　

藤
塚
鄰
﹃
論
語
總
説
﹄
四
一
頁
︒

︵
₇
︶　

宇
野
哲
人
﹃
儒
學
史
上
﹄
三
～
七
頁
︒

︵
₈
︶　
﹃
莊
子
﹄
田
子
方
篇
で
は
田
子
方
は
道
家
的
發
言
を
し
て
を
り
、
彼
の
師
は
東
郭
順
子
で
あ
る
と
い
ふ
︒

　
　
　

な
ほ
、
儒
林
傳
で
子
夏
に
學
ん
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
禽
滑
釐
は
墨
家
の
重
要
人
物
で
あ
る
︒
儒
林
傳
は
不
確
か
だ
が
、
眞
實
な
ら
墨
家
者
に
も
儒
家

に
學
ん
だ
者
が
ゐ
た
こ
と
に
な
る
︒
墨
子
に
つ
い
て
も
、
儒
家
の
業
、
孔
子
の
術
を
學
ん
だ
が
、
そ
の
禮
の
煩
瑣
を
批
判
し
た
︵﹃
淮
南
子
﹄
要
略
︶

と
の
説
が
あ
る
︒
ま
た
、
墨
子
は
史
角
に
學
ん
だ
と
の
説
も
あ
る
︒
史
角
は
、
周
の
桓
王
が
魯
に
郊
廟
の
禮
を
教
へ
る
た
め
に
遣
は
し
た
人
物
で
、
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︵﹃
呂
氏
春
秋
﹄
當
染
篇
︶
い
づ
れ
の
説
が
正
し
い
か
不
明
で
あ
る
が
、
春
秋
末
か
ら
戰
國
初
ま
で
の
諸
子
が
禮
を
學
ぶ
必
要
が
あ
つ
た
こ
と
を
示
す

と
は
い
へ
よ
う
︒

︵
₉
︶　

錢
穆
﹃
先
秦
諸
子
繋
年
﹄
魏
文
侯
禮
賢
考
﹁
魏
文
以
大
夫
僭
國
、
禮
賢
下
士
、
以
收
人
望
、
邀
譽
於
諸
侯
、
遊
士
依
以
發
迹
、
實
開
戰
國
養
士
之

風
﹂︒

︵
10
︶　
﹃
史
記
﹄
貨
殖
傳
と
平
準
書
︒
孟
荀
列
傳
で
は
李
悝
盡
地
力
之
教
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
李
悝
と
李
克
と
は
同
一
人
物
と
さ
れ
る
︒

︵
11
︶　

以
上
の
詳
細
は
、
拙
稿
﹁
諸
子
以
前
﹂
中
央
大
學
文
學
部
紀
要
、
通
巻
一
九
二
號
に
論
じ
た
︒

　
　
　

筆
者
は
上
記
に
お
い
て
、
管
仲
な
ど
春
秋
の
能
者
の
登
庸
を
、﹁
諸
子
以
前
﹂
と
扱
つ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
の
時
期
を
諸
子
の
萌
芽
と
み
る
べ
き

だ
と
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
︒

　
　
　

な
ほ
、
こ
こ
に
拙
稿
﹁
諸
子
以
前
﹂
の
訂
正
を
行
ふ
︒

　
　
　

一
二
七
頁
一
三
行
目
﹁
ま
た
、
火
災
が
起
る
と
﹂
の
あ
と
﹁
人
物
と
し
て
﹂
の
前
ま
で
を
削
除
、﹁
裨
竃
は
自
分
の
言
を
容
れ
な
い
と
更
に
火
災

が
起
る
と
言
つ
た
が
、
子
産
は
、
裨
竃
は
多
辯
な
の
で
た
ま
た
ま
當
る
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
、
彼
に
天
道
が
分
か
る
は
ず
は
な
い
と
述
べ
て
、
再
び

聴
き
入
れ
な
か
つ
た
︒
そ
の
後
、
火
災
は
起
ら
ず
、
子
産
の
言
葉
は
正
し
か
つ
た
こ
と
に
な
る
︒
子
産
は
天
文
觀
察
に
よ
る
豫
見
を
可
能
と
し
た
も

の
の
﹂
と
改
め
る
︒

　
　
　

一
三
五
頁
最
終
行
の
の
ち
に
﹁
な
ほ
ま
た
、
脅
か
し
て
成
し
た
盟
で
も
、
一
旦
盟
し
た
以
上
は
効
力
が
生
ず
る
と
い
ふ
の
は
神
威
を
畏
れ
る
故
で

あ
り
、
よ
り
春
秋
期
の
意
識
に
ふ
さ
は
し
い
や
う
に
思
は
れ
る
︒﹂
を
附
加
︒
一
四
一
頁
後
か
ら
二
行
目
﹁
兵
書
略
の
梗
槪
﹂
か
ら
次
頁
二
行
目
﹁
漢

書
で
諸
子
略
に
入
れ
な
か
つ
た
の
は
﹂
ま
で
を
削
除
す
る
︒

　
　
　

ま
た
、﹁
曹
沫
﹂
に
つ
い
て
は
、
上
海
博
楚
簡
の
﹁
曹
蔑
之
陣
﹂
の
出
土
に
よ
り
、
や
は
り
ソ
ウ
バ
ツ
が
正
し
い
や
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
箇
所

は
訂
正
を
要
す
る
︒

︵
12
︶　

四
君
の
最
初
人
物
で
あ
る
孟
嘗
君
が
齊
に
相
た
る
の
は
湣
王
二
十
六
年
の
と
き
、
Ｂ
Ｃ
二
九
八
年
で
あ
る
︒
ま
た
、
稷
下
之
學
は
威
王
の
こ
ろ
に

創
建
さ
れ
た
と
い
ひ
、
宣
王
の
時
代
に
盛
ん
に
な
つ
た
︒
威
王
が
勢
力
を
伸
張
し
た
こ
ろ
、
鄒
忌
が
威
王
に
鼓
琴
を
以
て
見
ゆ
る
こ
と
が
あ
つ
た
︒

Ｂ
Ｃ
三
七
八
年
こ
ろ
に
な
る
︒
ま
た
、
齊
宣
王
即
位
は
Ｂ
Ｃ
三
四
二
年
で
あ
る
か
ら
、
時
代
順
と
し
て
は
稷
下
之
學
の
方
が
四
君
よ
り
早
い
︒

︵
13
︶　

外
的
自
然
、
内
的
自
然
と
い
ふ
説
明
は
、
内
山
俊
彦
﹃
中
國
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然
認
識
﹄
に
よ
る
︒

︵
14
︶　

池
田
知
久
監
修
、﹃
郭
店
楚
簡
の
研
究
﹄︵
一
︶
大
東
文
化
大
學
郭
店
楚
簡
研
究
班
︒

︵
15
︶　
﹃
論
衡
﹄
本
性
篇
︒
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︵
16
︶　

宇
野
精
一
﹁
古
代
儒
家
性
説
に
關
す
る
私
見
﹂﹃
宇
野
精
一
著
作
集
﹄
第
四
巻
所
收
、
一
四
八
～
一
五
一
頁
︒ 

︵
17
︶　

渡
邊
卓
﹁
墨
子
諸
篇
の
著
作
年
代
﹂﹃
古
代
中
國
思
想
の
研
究
﹄
四
七
四
～
四
七
九
頁
︒
赤
塚
忠
﹁
墨
子
の
天
志
に
つ
い
て
﹂﹃
諸
子
思
想
研
究
﹄︵
著

作
集
四
︶
五
四
九
～
五
五
一
頁
︒

︵
18
︶　
﹃
孟
子
﹄
離
婁
下
篇
、
武
城
に
居
て
越
の
寇
あ
り
、
避
難
す
る
︒
子
思
が
衛
に
居
て
、
齊
の
寇
を
防
ぐ
の
と
對
比
し
て
述
べ
ら
れ
る
︒
拙
稿
﹁
曾

子
の
人
物
像
に
つ
い
て
﹂﹃
中
央
大
学
文
學
部
紀
要
﹄
一
七
八
號
︒

︵
19
︶　

藝
文
志
で
﹁
道
家
者
流
は
蓋
し
史
官
よ
り
出
づ
﹂
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
老
子
の
傳
の
影
響
で
あ
ら
う
か
︒
も
と
よ
り
、
藝
文
志
は
す
べ
て
諸
子
九

流
十
家
が
、
古
代
官
制
の
官
職
に
由
來
す
る
と
す
る
虛
構
か
ら
出
發
し
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
實
と
は
認
め
が
た
い
の
は
い
ふ
ま
で
も

な
い
︒

︵
20
︶　
﹃
韓
昌
黎
文
集
﹄
巻
二
十
﹁
送
王
塤
秀
才
序
﹂︒

︵
21
︶　

孔
子
と
子
貢
と
子
路
が
非
儒
篇
に
、
孔
子
が
公
孟
篇
で
話
題
に
な
つ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
︒
非
儒
篇
は
、
そ
の
名
の
通
り
儒
者
を
非
難
す
る
︒
孔

子
は
そ
こ
で
は
﹁
孔
某
﹂
な
ど
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
︒
面
白
い
こ
と
に
顔
回
が
出
な
い
︒
公
孟
篇
で
は
、
儒
を
非
難
す
る
が
、﹁
孔
子
﹂
と
記
述
さ
れ

て
ゐ
る
し
、﹁
墨
子
が
程
子
と
辯
じ
て
、
孔
子
を
稱
し
た
︒﹂
と
い
ふ
記
述
も
あ
り
、
幾
分
融
和
的
で
あ
る
︒

︵
22
︶　

赤
塚
忠
は
、
管
子
心
術
篇
以
下
四
篇
を
道
家
の
文
獻
と
見
て
分
析
し
、
道
家
の
思
辨
の
源
流
は
祭
祀
の
齋
戒
な
ど
の
體
驗
か
ら
發
し
、﹁
神
明
と

交
は
る
﹂
と
い
ふ
信
仰
體
驗
か
ら
虛
靜
の
必
要
や
否
定
を
通
じ
て
の
知
の
飛
躍
な
ど
の
思
辨
法
が
説
か
れ
る
や
う
に
な
つ
た
と
す
る
︒﹁
道
家
思
想

の
原
初
の
形
態
﹂︒
こ
の
や
う
に
考
へ
る
と
、
祭
祀
者
が
そ
の
源
流
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
や
う
な
道
家
者
の
在
り
方
も
あ
つ
た

で
あ
ら
う
が
、
道
家
の
基
本
は
養
生
で
あ
り
、
養
生
思
想
が
廣
ま
る
の
は
、
民
間
知
識
人
の
擴
大
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
ふ
︒
あ
る
い
は
道
家

の
思
想
も
い
く
つ
も
の
源
流
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
︒

︵
23
︶　

藝
文
志
に
は
、﹃
呂
氏
春
秋
﹄
よ
り
古
い
、
た
と
へ
ば
﹃
孔
甲
盤
孟
﹄
な
る
黃
帝
の
史
と
さ
れ
る
人
物
の
書
だ
と
か
、
あ
る
い
は
﹃
伍
子
胥
﹄
の

や
う
な
春
秋
末
期
の
呉
將
の
書
な
ど
も
見
え
る
︒
内
容
は
今
日
不
傳
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
假
託
に
相
違
な
い
︒
諸
子
の
各
派
が
出
る
以
前
の
時
代

か
ら
、
諸
子
思
想
を
合
せ
た
も
の
が
あ
る
は
ず
が
な
い
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
︒

︵
24
︶　

赤
塚
忠
、﹁
道
家
思
想
の
原
初
の
形
態
﹂
解
蔽
篇
の
論
述
は
特
に
﹁
虛
壹
而
靜
﹂
の
思
想
な
ど
、
管
子
心
術
篇
系
統
の
説
で
あ
る
と
す
る
︒

︵
25
︶　

忠
孝
篇
を
、
韓
非
の
著
述
か
ら
は
遠
い
も
の
と
す
る
考
へ
は
、
た
と
へ
ば
、
陳
啓
天
﹃
韓
非
子
校
釋
﹄
で
は
、
從
來
の
韓
非
子
の
篇
次
を
換
へ
て
、

重
要
な
る
篇
を
前
に
、
重
要
な
ら
ざ
る
篇
、
疑
ふ
べ
き
篇
を
後
に
配
置
し
て
ゐ
る
が
、
忠
孝
篇
を
全
十
巻
中
の
第
九
巻
に
置
い
て
ゐ
る
︵
篇
と
し
て

は
後
か
ら
六
番
目
︶︒
つ
ま
り
、
こ
の
忠
孝
篇
は
韓
非
の
著
述
と
し
て
疑
は
し
い
重
要
な
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
︒



三
五

諸
子
百
家
思
想
史
素
描
（
宇
野
）

︵
26
︶　

拙
稿
﹁
呂
覽
の
稱
謂
の
由
來
﹂﹃
村
山
吉
廣
教
授
古
希
記
念
中
國
古
典
學
論
集
﹄︒

︵
27
︶　

赤
塚
忠
﹁
呂
氏
春
秋
の
思
想
史
的
意
義
﹂﹁
日
本
中
國
學
會
報
﹂
第
八
集
、﹃
諸
子
思
想
研
究
﹄︵
著
作
集
四
巻
︶
所
收
︒
十
二
紀
が
天
、
八
覽
が
地
、

六
論
が
人
を
意
味
し
、
天
地
人
が
具
備
さ
れ
、
そ
の
結
構
の
な
か
に
萬
物
萬
事
が
備
は
る
こ
と
に
な
る
︒

︵
28
︶　

拙
稿
﹁
呂
氏
春
秋
に
お
け
る
儒
墨
折
衷
の
樣
相
﹂﹃
東
京
支
那
學
報
﹄
一
六
號
︒

︵
29
︶　

拙
稿
﹁
陸
賈
新
語
札
記
﹂﹃
名
古
屋
大
學
文
學
部
研
究
論
集
﹄
哲
學
三
三
︒

︵
30
︶　

重
澤
俊
郎
﹁
賈
誼
新
書
の
思
想
﹂﹃
東
洋
史
研
究
﹄
一
〇
︱
四
︒

︵
31
︶　

拙
稿
﹁
淮
南
子
の
總
合
と
整
合
管
見
﹂﹃
名
古
屋
大
學
文
學
部
研
究
論
集
﹄
哲
學
三
五
︒

︵
32
︶　

董
仲
舒
の
﹃
春
秋
繁
露
﹄
の
深
察
明
號
篇
に
は
﹁
天
覆
無
外
、
地
載
兼
愛
﹂
と
い
ふ
文
章
が
あ
る
が
、
盧
文
弨
は
兼
愛
は
本
、
兼
受
に
作
る
と
す

る
︒

跋
　

本
學
に
赴
任
し
て
諸
子
百
家
の
解
説
を
講
義
し
、
九
流
十
家
を
順
次
述
べ
て
ゐ
た
が
、
す
ぐ
に
飽
き
足
り
な
い
思
ひ
に
驅
ら
れ
、
こ
れ
を
思
想
史
的
に

説
明
で
き
な
い
か
と
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
︒

　

し
か
し
、
諸
子
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
、
た
と
へ
ば
儒
家
思
想
の
變
遷
を
と
ら
へ
て
儒
家
思
想
史
を
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ら
う
が
、
異
な
る
思

想
を
同
じ
土
俵
に
置
き
、
そ
の
變
遷
を
と
ら
へ
て
思
想
史
と
し
て
論
ず
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
ふ
疑
問
が
起
る
︒

　

諸
子
の
思
想
は
そ
れ
ぞ
れ
異
質
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
戰
國
時
代
は
す
で
に
言
語
と
し
て
は
同
一
の
世
界
を
形
成
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら

れ
る
し
、
各
國
間
の
交
流
も
十
分
密
で
あ
つ
た
し
、
な
に
よ
り
諸
子
の
行
動
は
遊
説
が
頻
繁
に
行
は
れ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
つ
に
ま
と

め
て
考
察
す
る
の
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
あ
る
ま
い
と
結
論
づ
け
た
︒

　

諸
子
の
思
想
を
時
代
の
順
に
並
べ
て
、
議
論
の
變
化
を
見
、
そ
の
理
由
と
し
て
の
時
代
の
變
遷
を
見
、
な
に
ゆ
ゑ
に
そ
の
や
う
な
主
張
が
な
さ
れ
た
の

か
、
時
代
の
變
化
を
意
識
し
な
が
ら
、
解
説
を
試
み
る
と
い
ふ
立
場
で
、
諸
子
の
思
想
解
説
を
試
み
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
諸
子
百
家
思
想
史
と
題
す
る

講
義
を
始
め
た
︒
本
稿
に
お
い
て
、
そ
の
大
略
を
札
記
的
隨
筆
的
に
述
べ
て
み
た
の
で
あ
る
︒




