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を
指
摘
す
る
の
で
は
賞
は
未
だ
充
分
で
は
な
く
て
、
そ
の
比
較
を
通
じ
て

先
秦
の
経
済
思
想
の
不
明
な
部
分
を
よ
り
よ
く
探
求
、
発
掘
、
桁
錬
し
て

初
め
て
、
そ
の
比
較
が
充
分
の
意
義
を
発
拝
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
著
者
の
如
き
士
に
し
て
、
わ
づ
か
に
よ
く
成

し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
思
ひ
、
望
蜀
の
念
切
な
る
を
畳
え
る
。

　

以
上
は
曾
つ
て
読
過
の
際
に
抱
い
仁
悠
想
の
一
端
で
あ
る
。
こ
の
他
な

ほ
自
ら
疑
問
と
し
て
敬
へ
を
う
け
仁
い
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ま
編
輯
子
の

督
促
急
に
、
か
つ
身
泌
の
難
事
に
坦
は
れ
て
、
再
読
の
暇
な
き
ま
～
仏
一

雑
な
読
後
感
を
つ
ら
ね
て
責
を
ふ
さ
ぐ
。
も
つ
と
も
時
間
的
に
熊
裕
を
奥

へ
ら
れ
包
と
し
て
も
、
本
書
の
内
容
を
批
評
す
る
如
き
は
冑
は
筆
者
の
よ

く
す
る
所
で
は
な
い
。
著
者
が
［
み
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
も
、
み
る
人
が

僥
れ
ば
、
思
ふ
と
こ
ろ
は
自
づ
か
ら
異
る
な
き
を
得
ま
い
］
と
言
は
れ
る

と
こ
ろ
を
借
り
て
妄
評
を
敢
て
な
す
の
鎚
に
代
へ
仁
い
。
（
大
路
利
こ

　
　

支
那
文
學
蔀
術
考

　
　
　
　

青
木

　

正

　

兄
著

　
　
　

‐

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
七
年
八
月

　
　
　

弘
文
堂
書
９
　
登
行

　
　
　
　
　
　
　

Ａ
５
判
四
七
四
頁
岡
版
十
五

　

定
刎
五
回
五
拾
銭

　

青
木
先
生
は
近
頃
矢
維
ぎ
早
や
に
本
を
出
さ
れ
る
。
一
昨
年
は
隨
筆
集

『
江
南
春
』
を
、
昨
年
は
こ
の
論
纂
を
、
ま
た
近
く
『
支
那
文
學
思
想
史
』

を
出
版
さ
れ
る
と
承
つ
て
ゐ
る
ご
健
康
あ
ま
り
勝
れ
さ
せ
ら
れ
ぬ
先
蚕
に

し
て
、
か
く
一
年
に
一
本
と
い
ふ
工
合
に
絞
々
と
薯
書
を
出
さ
れ
る
旺
ん

な
御
精
力
に
は
、
我
々
化
乙
塔
し
く
も
ま
･
t
に
驚
倒
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

失
緩
な
こ
と
を
言
ふ
や
う
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
先
生
の
御
気
質
（
勿
論
筆

者
が
自
ら
想
像
す
る
も
の
に
す
￥
λ
）
か
ら
推
し
て
、
本
を
出
す
と
・
い
ふ

や
う
な
こ
と
は
除
り
好
ま
れ
ぬ
か
の
や
う
に
思
っ
て
ゐ
仁
筆
者
は
、
先
生

の
こ
の
盛
ん
な
名
山
事
業
を
見
る
に
及
ん
で
、
賞
は
全
く
意
外
な
感
に
打

包
れ
仁
の
で
め
っ
仁
。
筆
者
の
伺
り
合
鮎
は
ど
う
も
間
違
ひ
だ
っ
仁
ら
し

い
。
読
者
は
先
生
の
そ
の
心
意
気
を
此
の
書
の
序
文
か
ら
窺
ひ
知
る
こ
と

が
で
き
よ
う
Ｊ
先
生
の
御
本
領
は
、
筆
者
如
き
が
驚
か
う
と
驚
く
ま
い
と

頓
著
な
く
、
愈
々
琢
勺
が
か
？

渇
を
癒
や
し
て
頂
け
る
で
あ
ら
う
と
、
近
来
こ
れ
ほ
ど
心
楽
し
い
期
待
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
に
の
名
著
を
、
次
學
し
か
も
疏
㈲
な
筆
者
如
き
が
到
底
批
評
す
る

な
ん
ど
の
霞
桁
の
な
い
こ
と
は
、
誰
よ
り
も
先
づ
自
分
が
知
っ
て
を
り
、

で
は
紹
介
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
逃
げ
よ
う
に
も
、
今
さ
ら
紹
介
す
る
ま
で
も

な
く
、
本
誌
を
撹
む
程
の
人
な
ら
ば
、
陛
に
御
承
知
河
み
の
こ
と
で
あ
ら

う
。
仁
Ｖ
筆
者
が
此
の
書
に
限
ら
す
先
生
の
著
書
を
人
一
倍
愛
漬
し
て
必

る
こ
と
が
事
穴
で
あ
る
以
上
、
ど
う
い
ふ
拡
を
「
愛
」
頂
す
る
か
に
就
い

て
な
ど
何
か
Ｉ
こ
と
言
へ
な
い
で
も
ふ
る
ま
い
と
思
ひ
、
自
分
ひ
と
り
の

頂
鋭
感
的
な
も
の
を
書
き
連
ね
る
次
第
、
濁
り
決
め
な
と
こ
ろ
や
、
と
ん

だ
感
述
ひ
が
欲
々
あ
ら
う
加
、
前
も
っ
て
御
赦
し
を
お
願
ひ
し
て
置
き
仁

い
。

　

先
生
の
文
章
を
頃
ひ
こ
と
は
楽
し
い
。
勿
論
先
生
の
桁
妙
７
論
誼
や
綱

密
な
考
設
か
ら
も
、
我
々
の
啓
腱
さ
れ
る
も
の
は
非
常
に
多
い
が
、
と
皿
ハ

に
筆
者
の
瑛
く
心
牽
か
れ
る
も
の
は
、
土
岐
善
回
氏
の
評
語
を
借
れ
ば
、

　

「
豊
潤
」
刄
そ
の
文
章
で
あ
る
。
１
　
て
『
江
南
春
』
が
世
に
細
仁
時
、
そ

　

一

　
　

ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　

χ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／
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０
　
中
の
春
の
江
南
紀
行
五
篇
を
取
っ
て
天
下
第
一
０
　
文
章
と
訃
し
仁
人
が

　
　
　

め
っ
た
。
こ
れ
ら
は
大
正
十
一
年
の
作
で
あ
る
が
、
本
書
に
収
め
ら
れ
応

　
　
　

諸
篇
す
べ
て
學
術
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
行
文
の
昧
ひ
は
や
は

　
　
　

り
前
者
と
相
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
な
る
ほ
ど
「
豊
潤
」
と
い
ふ
言
葉
で
現

　
　
　

は
せ
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
揚
州
に
在
１
　
’
７
し
日
の
孔
付
任
」
の
如
き
細
か

　
　
　

な
考
誼
に
於
て
も
然
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
と
言
は
ね
ば
な

　
　
　

ら
ぬ
。
い
か
に
參
差
錯
綜
し
応
事
柄
の
考
詮
で
も
、
治
者
を
し
て
興
味
坦

　
　
　

々
と
し
て
誼
み
進
ま
せ
す
に
措
か
ぬ
の
は
、
一
つ
に
は
此
の
豊
潤
に
し
て

　
　
　

雅
勁
、
か
っ
枯
淡
な
昧
ひ
を
持
つ
文
章
の
た
め
と
言
へ
よ
う
。
何
と
形
容

　
　
　

す
べ
き
か
遠
富
な
言
葉
を
知
ら
凶
が
、
轡
ふ
れ
ば
ふ
っ
く
り
と
雨
手
で
鯉

　
　
　

を
抱
へ
こ
む
や
う
な
先
生
の
筆
致
は
何
と
言
っ
て
も
大
き
な
魅
力
の
一
つ

　
　
　

で
あ
ら
う
ｏ
こ
の
こ
と
は
ま
応
概
況
的
な
文
章
に
於
て
も
さ
う
で
あ
る
。

　
　
　

本
書
に
は
「
固
文
學
と
支
那
文
學
」
で
那
人
の
自
然
竺
等
の
概
説
的

　
　
　

な
論
文
も
牧
め
ら
れ
て
を
り
、
そ
の
中
に
は
洋
山
な
文
献
が
次
々
と
引
か

　
　
　

れ
、
か
な
り
詰
ま
っ
化
歴
史
的
叙
這
で
あ
る
加
、
概
説
書
に
有
り
勝
ち
な

　
　
　

あ
の
干
乾
び
応
素
っ
気
な
さ
は
微
塵
も
無
い
。
ま
さ
に
逢
人
’
の
文
章
と
言
‘

　
　
　

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
先
生
の
薔
著
『
支
那
文
學
概
説
』
『
元
人
雑
劇
序
説
』

　
　
　

を
讃
ん
で
筆
者
が
先
づ
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
仁
の
も
こ
の
鮎
に
め
っ
た
。

　
　
　

勿
論
そ
の
名
作
仁
る
所
以
は
文
章
だ
け
に
在
る
の
で
な
く
、
多
く
の
雅

　
　

料
に
對
す
る
鮮
か
な
處
理
、
精
到
な
論
誼
な
ど
、
先
生
褐
政
の
勝
れ
応
手

　
　

法
に
依
る
こ
と
も
固
よ
り
大
き
い
。
一
々
の
例
を
畢
げ
る
こ
と
は
し
な
い

５

　

が
、
こ
れ
ら
概
説
的
な
諸
篇
に
於
て
、
何
で
も
な
い
や
う
な
叙
述
の
中
か

む

　

ら
先
生
の
犀
利
な
批
評
阻
い
片
鱗
が
窺
は
れ
る
こ
と
さ
｀
多
く
ヽ
・
殊
に
筆

力
洽
っ
て
や
ゝ
岐
路
へ
諭
を
進
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
な
ど
、
愈
々
そ
の
光
彩

陸
離
た
る
を
賢
え
る
の
で
あ
る
。
世
の
所
謂
概
説
書
な
る
も
の
に
、
著
者

の
肉
盤
を
感
ぜ
し
め
る
底
の
も
の
は
殆
ん
ど
無
い
。
先
生
の
書
は
然
ら

す
。
そ
こ
に
は
先
生
の
人
格
が
浸
潤
せ
し
め
ら
れ
、
そ
れ
は
或
は
読
者
の

面
を
括
っ
程
に
剥
き
出
し
に
露
は
れ
、
或
は
行
間
に
そ
れ
と
な
く
掩
映
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

前
に
皐
げ
た
「
支
那
人
の
自
然
槻
」
（
昭
和
十
年
変
表
）
は
、
こ
の
種
の

も
の
と
し
て
は
他
に
類
す
る
も
の
無
く
、
名
著
だ
る
こ
と
學
界
既
に
定
説

が
あ
る
が
、
こ
れ
が
概
説
的
な
も
・
り
で
あ
る
に
對
し
て
、
精
密
な
考
詮
で

あ
る
「
劉
知
遠
諸
宿
訓
考
」
も
、
昭
和
七
半
の
作
で
は
あ
る
が
、
新
出
の

文
献
を
縦
投
に
分
析
解
明
し
、
此
の
方
面
の
新
し
い
分
野
に
始
め
て
開
拓
、

の
鍬
を
入
れ
ら
れ
仁
劃
期
的
な
名
篇
で
あ
る
鮎
に
於
て
、
そ
の
持
つ
歴
史

的
な
意
味
は
大
き
い
。
そ
こ
に
は
他
の
追
隨
を
許
さ
ぬ
先
生
稿
自
の
考
謐

手
法
加
徐
す
所
な
く
変
揮
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
非
常
に
困
雖
な
考
詮
を
、

先
生
は
根
屈
く
し
か
も
慎
重
に
、
そ
し
て
極
め
て
楽
し
さ
う
に
進
め
て
行

か
れ
る
。
こ
の
苦
し
い
作
業
を
か
く
も
察
し
気
に
皿
ん
で
ゆ
か
れ
る
の
を

見
て
、
。
先
生
は
考
詮
も
相
常
お
好
き
だ
な
と
感
じ
た
こ
と
で
４
　
る
。
先
年

大
學
で
近
世
蘇
州
の
蔀
苑
に
就
い
て
の
特
殊
誹
義
を
聴
誹
し
た
時
も
、
錯

雑
し
仁
数
多
く
の
開
係
灸
料
を
蒐
集
し
處
理
せ
ら
れ
っ
ゝ
諭
を
迦
め
ら
れ

る
の
が
如
何
に
も
心
渠
し
さ
う
で
、
私
か
に
姜
望
の
情
に
垠
へ
な
か
っ
仁

の
で
あ
っ
た
。
本
書
に
は
ほ
か
に
も
考
設
か
敷
篇
牧
め
ら
れ
て
を
り
、
ど

れ
も
讃
者
を
し
て
些
か
も
煩
煩
を
感
ぜ
し
め
す
、
飽
か
し
め
る
こ
と
な
く

絡
始
興
昧
印
ぐ
読
了
せ
し
め
る
。
特
に
綸
擾
に
関
す
る
も
の
は
、
、
鮮
明
な

-53-
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寫
前
版
が
教
多
ぐ
ヽ
抑
入
さ
れ
て
沿
る
Ｏ
で
、
文
を
敲
み
吐
つ
は
汲
を
眺
め

　
　
　

つ
Ｉ
、
考
へ
つ
Ａ
味
２
　
つ
ゝ
、
時
の
紅
つ
の
も
忘
れ
る
程
で
あ
る
。
蔵
１
　

　
　
　

の
愉
し
み
と
い
、
牛
日
の
清
興
と
か
は
、
ま
こ
と
に
こ
れ
を
言
ふ
も
の
で

　
　
　

あ
ら
う
か
。
『
支
那
文
學
概
説
や
の
・
序
に
、
光
生
は
「
文
學
は
須
ら
く
味
ふ

　
　
　

べ
き
で
あ
る
、
陶
酔
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
食
へ
ど
も
共
の
味
ひ
を
知
ら

　
　
　

す
、
酔
へ
ば
則
も
足
名
と
云
ふ
や
う
な
牛
飲
馬
食
の
徒
で
あ
っ
て
は
な
ら

　
　
　

ぬ
。
一
寸
し
仁
凱
加
減
、
微
妙
な
風
味
に
も
蜜
悠
す
る
味
畳
を
養
は
ね
ば

　
　
　

な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
夕
‐
つ
れ
る
。
楽
し
み
つ
ゝ
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ

　
　
　

れ
は
筆
者
に
収
っ
て
一
つ
の
理
想
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
‐
研
究
の
中
に

　
　
　

支
‥
び
を
見
出
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
別
な
こ
と
の
や
う
な
気
も
す
る
。
畢
竟

　
　
　

こ
の
「
味
畳
」
を
養
ひ
得
て
こ
そ
始
砂
で
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
境
地
で

　
　
　

あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
入
矢
義
高
）

　
　

近
世
支
那
経
済
史
研
究
ｙ

　
　

小

　

竹

　

文

　

夫
著

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
七
年
十
月

　
　
　

弘
文
堂
書
房
政
行

　
　
　
　
　
　
　

Å
う
割
二
九
三
頁

　
　
　

定

　

削

　

參
圓
式
拾
銭

　

較
近
紅
桝
學
に
於
け
る
民
族
的
特
殊
性
と
い
ふ
こ
と
が
頻
り
に
吐
籍
せ

ら
れ
て
ゐ
る
。
１
　
て
リ
ス
ト
が
、
皿
‥
沿
的
現
象
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
紅
済

現
象
に
民
族
的
特
殊
性
を
掻
岡
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
正
統
學
派
に
對
し
稿

逸
紅
涛
學
を
成
立
せ
し
め
仁
と
同
様
、
現
時
此
の
ｍ
韓
期
に
際
分
せ
る
我

が
國
に
於
て
、
日
本
紀
済
學
の
成
立
、
日
本
経
済
法
則
の
樹
立
が
特
に
唱

逍
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
従
来
○
西
洋
緩
済
學
が
、
そ
の
思
想
的
根
祇

に
於
て
、
日
本
人
の
有
す
る
人
生
槻
と
根
本
的
に
異
な
る
が
篤
め
で
為
る

と
主
張
せ
ら
れ
る
土
方
成
美
剛
士
の
所
論
『
日
本
緩
流
學
へ
０
出
公
一
べ
日
一

本
評
論
』
昭
和
十
三
年
五
‐
鼠
）
に
従
ニ
な
ら
ば
、
日
本
人
と
４
ぶ
た
正
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
Ｉ

對
な
程
に
人
生
槻
か
皿
に
す
る
支
那
人
Ｏ
愕
白
総
済
生
活
‐
・

　

そ
れ
を
研

究
の
對
象
と
す
る
支
那
蝉
附
學
は
、
前
記
の
民
族
的
特
殊
性
を
よ
り
彊
度

に
皿
ハ
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
那
紅
沁
學
の
成
立
は
更
に
容
易
で
あ
る

と
言
ひ
得
る
。
東
亜
新
秘
序
せ
八
の
富
事
者
仁
る
我
が
國
に
と
っ
て
、
此

の
大
事
業
途
行
の
好
伴
侶
な
る
友
邦
の
賞
豊
を
把
握
す
る
こ
と
は
緊
こ
の

要
務
で
あ
る
が
、
東
亜
新
秋
序
建
設
は
日
本
的
道
義
の
要
請
に
基
く
と
し

な
が
ら
、
日
満
安
互
助
連
環
の
開
係
を
中
心
と
す
る
共
栄
旧
思
想
を
説
く

と
き
、
紅
済
部
門
が
如
何
に
優
越
性
を
有
す
る
か
ゞ
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
此
處
に
此
の
特
殊
な
る
支
那
紅
海
學
の
研
究
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
所

以
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

上
海
東
亜
同
文
書
院
大
學
孜
授
小
竹
文
夫
氏
の
啓
作
に
か
ゝ
る
本
書

は
、
此
の
意
味
に
於
て
、
支
那
紅
海
理
解
に
一
助
と
な
る
良
書
で
あ
る
。

著
者
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
學
生
時
代
よ
り
牛
生
を
彼
地
に
鐙
り
、
朝
夕
そ

の
特
有
な
る
風
物
に
校
す
る
の
外
、
必
要
に
底
じ
て
各
地
に
訓
査
族
行
を

試
み
、
文
献
に
よ
る
迎
論
的
検
討
と
賞
帖
訓
査
と
を
殖
ね
吽
せ
、
正
に
鬼

に
金
棒
の
感
あ
り
、
他
人
の
追
隨
し
得
な
い
強
み
を
有
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

紅
汚
史
の
研
究
は
理
論
的
に
行
は
る
べ
き
と
‥
の
で
な
く
し
て
、
市
賞
に
基

い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
著
者
の
如
き
は
最
も
よ
ぐ
此
の
賊

則
を
踏
襲
し
だ
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、
其
の
所
論
の
妥
富
性
は
、

正
に
此
の
鮎
に
在
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
『
絞
済
史
上
に
お
け
る
近
世
支
那
１
　
會
の
性
質
』
『
明
清
時
代
ぷ
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