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儒
学
に
お
け
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論

堀

I仁

保

蔵

儒
学
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
補
論

前
論
丸

K
お
い
て
、
私
は
、
江
戸
時
代
の
蘭
学
ル
洋
学
の
一
発
達
と
洋
学
者
の
社
会
経
済
論
を
概
観
し
、
お
よ
び
、
洋
学
受
蒋
の
恨
底

に
横
た
わ
っ
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
も
と
も
と
は
儒
学
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
臼
で
あ
る
こ
と
を
の
ベ
士
。
そ
し
で
、
そ
の
ナ

ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

r
つ
い
て
は
、
儒
学
げ
お
け
る
国
家
構
造
論
が
国
家
有
機
体
説
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
関
家
目
的
と

L
て
は
「
富
国
強

兵
」
が
掲
げ
ら
れ
た
と
と
を
の
ベ
、
も
っ
て
儒
学
的
ナ

V

ョ
ナ
ワ
ズ
ム
の
内
容
を
示
そ
う
と
し
土
。
と
れ
に
つ
い
て
、
こ
ζ

で
一
言
補

っ
て
治
か
ね
ば
な
ら
た
い
白
は
、
目
的
達
成
の
手
段
で
あ
る
。
そ
の
手
段
、
具
体
的
に
は
民
治
の
根
本
方
針
は
、
儒
学
的
同
家
構
造
論

か
b
当
然
に
出
て
く
る
と
と
ろ
の
「
徳
治
」
で
あ
り
、
道
徳
国
家
の
建
設
で
あ
っ
た
。
徳
治
の
原
理
は
、
要
す
る
に
、
人
君
は
匁
母
と

し
て
子
た
る
民
に
対
す
る

K
あ
り
、
ど
れ
を
山
鹿
素
行
の
言
を
か
れ
ば
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
民
を
)
治
む
る
に
其
道
あ
り
、
其
制
法
あ
り
、
其
教
令
あ
り
、
第
一
農
民
の
事
、
愛
す
る
を
以
て
本
と
す
。
故
に
民
の
父
母
と
云
ロ
赤
子

を
保
つ
が
如
し
と
一
五
え
り
。
中
庸
に
庶
民
を
子
と
す
と
出
た
り
。
い
か
な
る
生
か
愛
し
て
子
の
如
く
す
る
と
云
ば
、
民
は
主
て
無
知
に
し
て
、
あ
と
さ

き
の
考
も
な
く
、
知
計
謀
慮
な
き
も
の
な
り
、
唯
農
業
桑
麻
の
家
職
を
事
と
し
、
三
時
に
い
と
ま
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
他
に
心
を
は
こ
ぶ
処
な
け
れ

附
学
に
お
け
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論

第
八
イ
八
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儒
学
に
お
け
る
社
会
栴
造
論
と
経
済
論

部
λ
寸
八
巻

一
四
六

E広

ば
、
知
慮
の
た
く
み
生
ず
べ
き
問
な
L
o
自
ら
古
労
を
つ
く
し
て
以
て
上
に
収
納
せ
し
む
、
而
し
て
上
の
政
令
に
生
死
を
ま
か
す
。
こ
れ
民
を
愛
す
べ

き
こ
と
わ
り
な
り
。
此
の
如
き
氏
な
れ
ば
、
凹
時
と
も
に
上
よ
り
こ
れ
を
教
導
し
、
且
止
を
撫
育
す
る
乙
と
薄
け
れ
ば
、
告
を
う
け
災
に
逢
う
を
知
ら
ず
、

たし
ι

え
ば
小
児
の
も
の
い
わ
ず
、
わ
か
ち
な
く
し
て
、
円
ら
そ
の
井
に
落
ち
、
火
を
つ
か
む
こ
と
を
な
す
が
如
L
。
故
に
そ
の
突
を
考
て
、
人
有
ま
こ

と
を
以
て
民
情
を
さ
く
る
と
き
は
、
中
ら
ず
と
雌
も
遠
か
ら
ず
の
こ
と
わ
り
あ
る
べ
し
。
若
し
親
愛
の
実
在
知
ら
ず
し
て
、
円
ハ
文
舟
の
郎
子
を
め
く
む

ご
と
〈
、
こ
れ
を
附
撫
姑
患
い
た
せ
と
云
う
の
心
と
存
ぜ
ば
、
必
ず
大
な
る
迫
あ
る
べ
き
な
り
L

(
制
居
宜
間
)

司
法
権
の
独
立
が
み
と
め
ら
れ
、
行
政
が
法
に
よ
勺
一
て
行
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
人
で
は
な
く
法
が
統
治
す
る
の
だ
と
い
う
法
治
困

家
の
原
理
は
、
儒
学
者
は
思
い
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
υ

為
政
者
白
考
え
方
も
同
様
で
あ
っ
て
、
当
時
、
す
こ
ぶ
る
多
く
の
法
令
が

発
布
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
モ
れ

b
は
教
諭
を
冒
と
し
、
し
ぜ
ん
、
市
民
社
会
の
法
律
と
は
、
拠
る
へ
き
原
四
を
異
に
し
た
。
こ
む

徳
治
思
想
も
ま
た
、
当
時
心
洋
学
者
D
思
想
の
な
か
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
維
新
以
後
の
思
惣
家
・
政
治
家
に
う
け
つ
が
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
国
家
論
と
の
述
闘
に
沿
い
て
、
儒
学
に
お
け
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論
を
概
観
し
よ
う
。

(2) (1) 

「
日
本
の
近
代
化
と
洋
学
お
よ
び
侃
芋
」
(
本
誌
、
都
八
七
巻
第
二
ロ
ケ
)
。

「
山
鹿
京
行
集
」
(
「
近
悦
社
会
経
済
学
説
大
系
」
)
一
二
五
頁
。

社

会

構

造

論

江
戸
時
代
の
儒
学
者
が
、
国
家
と
対
比
さ
れ
る
意
味
で
の
社
会
主
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
書
に
は
、

「
世
間
」
と
か
「
世

。
中
」
な
ど
の
言
葉
が
散
見
す
る
が
、
モ
白
意
味
は
す
ζ

ぶ
る
漢
と
し
て

b
p、
社
会
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
国
家
論
の
な
か
で
、
悶



家
構
造
の
五
五
的
側
面
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る

ωが
ふ
?
つ
で
あ
っ
た
。
=
よ
う
な
地
位
を
与
え

b
れ
た
社
会
杭
造
論
を
、
以
下
、

二
、
三
白
唄
日
に
分
け
て
考
え
て
み
上
う
。

(
イ
)

身
分
と
職
能

儒
学
に
お
け
る
社
会
構
造
論
の
第
一
の
特
徴
は
、
身
分
別
職
能
初
会
主
想
定

L
、
是
認
し
た
バ
に
あ
る
。

ま
ず
、
身
分
社
会
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
か
に
ワ
い

τ
、
た
と
え
ば
熊
沢
帯
山
は
、

い
だ
か

b
、
一
方
に
は
土
が
止
ま
れ
、
士
の
あ
い
だ
か

b
諸
侯
が
、
詩
侠
白
あ
い
だ
か
ら
天
子
が
現
わ
れ
、
他
方
で
は
工
痛
が
生
じ
た

と
い
っ
て
い
る
ハ
集
義
和
書
)
。

『
人
的
初
は
長
な
り
い
と
し
、
農
民
の
あ

的
た
過
程
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
こ
に
人
君
が
出
た
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

ζ

れ
に
対
し

τ山
胞
素
行
は
、
人
々
の
あ
一
い
だ
に
最
工
尚
の
別
が
生
じ
た
の
は
、
社
会
的
分
業
の
必
然

コ
ニ
民
と
も
に
起
る
と
い
へ
ど
も
、
己
が

欲
を
専
に
し
て
、
山
肢
は
業
に
怠
て
設
を
全
く
せ
ん
こ
と
を
欲
し
、
或
は
弱
を
し
の
ぎ
少
を
侮
り
、
一
白
コ
は
器
を
疎
げ
い
し
て
利
の
市
か
ら

ん
己
と
を
欲
し
、
尚
賀
は
利
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
如
闘
を
か
ま
ム
、
口
足
此
口
己
が
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し

τ北
〈
節
主
知

b
ず
、
盗
賊
午

論
h
T
む
こ
と
な
く
‘
北
(
気
笠
の
ま
ま
に
し
て
人
倫

ω大
礼
を
失
す
る
が
ゆ
へ
、
人
君
を
立
て
共
命
を
受
く
ξ
↓
け
と
し
、
教
化
風
俗
内
る

所
と
す
、
然
れ
ば
人
君
は
天
下
万
民
の
た
め
に
其
械
に
な
た
る
ゆ
へ
ん
に
し
て
、
人
君
己
が
私
す
る
所
に
非
ざ
る
な
れ
』
(
山
鹿
詰
組
)

と
い
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
身
分
社
会
を
あ
る
が
ま
ま
に
肯
定
す
る
議
論
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
身
分
科
会
飢
は
、
た
だ
ち
に
職
能
主
義
的
社
会
川
聞
に
っ
た
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
は
、
素
行

ω社
会
分

来
諭
で
あ
る
が
、
恭
山
も
同
じ
よ
う
な
表
現
を
則
い
て
い
る
。
日
く
『
向
山
あ
る
者
は
五
穀
悲
し
、
交
易
す
る
同
は
た
が
い
に
加
を
注
す
。

農
事
を
事
と
す
る
も
り
は
鍬
・
か
ま
を
造
る
に
い
止
ま
な
し
、
鍬
・
鎌
吉
造
る
者
は
耕
作
を
か
ぬ
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
故
に
長
人
は
易

る
に
五
穀
を
以
て
し
、
鍛
冶
は
農
具
を
造
り
て
、
た
が
い
に
交
易
し
て
、
各
H
H
ハ
所
生
得
た
り
の
万
物
皆
此
の
如
し
。
又
長
人
・
職
人
目

来
て
易
る
に
い
と
ま
な
し
、
商
人
己
れ
を
買
収
て
相
通
れ
』
(
集
義
和
喜
)
と
。
こ
う
し
て
、
岩
の
沿
の
の
身
分
は
、
モ
れ
ぞ
れ
の
職
能

侃
学
に
お
け
る
社
会
榊
造
論
と
経
済
論

第
八
十
八
巻

VL1 
-l; 
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儒
学
に
お
け
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論

第
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号

四

を
通
し
て
、
有
機
体
的
全
体
で
あ
る
国
家
托
牽
仕
す
ベ
吉
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
一
で
あ
る
。

(
ロ
)

農
本
商
末

し
か
し
な
が
ら
、
と
の
一
社
会
観
は
、
と
の
よ
う
友
平
面
的
た
ま
ま
で
、
す
た
わ
ち
単
た
る
社
会
分
業
論
と
し

て
、
終
っ
た
の
で
は
社
か
っ
た
。
商
品
経
済
が
進
展
し
て
、
武
士
と
農
民
が
経
済
的
に
閤
態
と
在
る
に
治
よ
び
、
各
職
能
の
あ
い
だ
に

重
要
性
の
ち
が
い
が
あ
る
と
と
が
説
か
れ
は
じ
め
た
。
結
論
か
ら
先
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
農
本
商
末
論
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

社
会
構
造
論
の
第
二
日
特
徴
が
事
る
。
た
と
え
ば
荻
生
但
株
は
、

「
郡
部
の
境
友
会
c
時
は
、
農
民
次
第
に
商
買
に
変
じ
ゅ
章
、
同
貧
し

〈
な
る
者
た
り
。
農
民
の
商
百

Hr変
ず
る
と
と
は
、
国
政
由
上
に
は
、
古
よ
り
大
に
嫌
ふ
こ
と
に
て
、
大
切
の
と
と
た
九
年
(
政
訴
)

O

ま
た
つ
本
を
重
じ
末
を
押
る
と
云
こ
と
、
是
古
聖
人
の
法
去
り
o

本
と
は
農
た
り
。
末
と
は
工
商
な
り
。
工
商
盛
に
成
て
農
業
安
る
は
、

代
々
兎
角
此
の
如
く
成
行
こ
と
、
是
れ
亦
明
な
る
己
と
た
り
」
(
同
上
)
と
の
ベ
て
、
農
業
と
商
工
業
と
の
盛
衰
が
あ
た
か
も
逆
比
例
の

関
係
に
あ
る
か
心
よ
う
に
論
じ
て
い
る
c

時
代
を
く
だ
る
と
、
農
業
豆
一
貫
頚
、
農
民
日
一
困
窮
を
防
ぐ
た
め
に
、
む
し
ろ
商
工
業
を
奨
励

し
て
、
農
民
に
か
か
っ

τ
い
る
年
貢
負
担
を
商
工
業
者
に
肩
替
り
さ
す
べ
き
だ
、
と
の
議
論
が
、
主
と
し
て
多
少
と
も
に
蘭
学
を
学
ん

だ
人
々

i
本
多
利
明
・
海
保
育
陵
・
大
島
一
一
両
任
・
神
田
孝
平
モ
の
他

l
iか
b
で
て
く
る
が
、
己
の
議
論
も
、
そ
の
基
本
的
立
場
が

農
本
主
義
で
あ
っ
た
点
で
は
、
侃
彼
の
思
想
と
こ
と
怠
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
一
般
の
儒
学
者
は
、
相
変
ら
ず
農
本
商
末

論
を
説
い
て
い
た
。

己
心
長
本
思
想
は
、
も
と
も
と
、
富
白
唯
一
の
源
泉
は
土
地
で
あ
り
、
富
の
唯
一
の
生
産
者
は
農
民
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
考
え
方
自
身
、
商
工
業
が
発
達
し
て
い
左
か
っ
た
市
代

r、
い
わ
ゆ
る
「
聖
人
の
時
代
」
が
あ

っ
た
と
い
う
懐
古
思
粗
か
ら
生
主
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
た
と
え
ば
荻
生
担
保
は
、
本
来
土
着
し
て
い
る
は
ず
の
武
士
が
、

い
ま
h
T

「
旅
宿
白
境
涯
」
に
入
り
、
銭
を
出
し
て
す
べ

τの
生
活
物
資
を
買
う
と
と
に
な
っ
た
た
め
に
、
商
人
と
の
あ
い
だ
の
勢
力
関



係
が
主
客
て
ん
と
う
し
、
結
局
、
貢
物
全
商
人
に
さ
さ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
態
に
治
ち
い
っ
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
(
同
上
〕
。

-
訓
じ
よ
う

そ
し
て
、
そ
の
さ
い
、
武
士
と
農
民
と
は
常
住
の
も
の
で
あ
り
、
商
人
は
不
定
な
渡
世
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
常
住
の
も
の
が

閤
b
な
い
よ
う
な
社
会
を
実
現
す
る
の
が
政
治
白
根
本
で
あ
づ
て
、
商
人
が
つ
ぶ
れ
て
も
放
っ
て
沿
け
ば
よ
悼
、
と
い
う
但
彼
の
言
葉

は
、
江
戸
時
代
む
農
本
的
世
会
観
主
代
表
す
る
も
白
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
上
う
に
、

一
般
の
儒
学
者
は
、
武
士
お
よ
び
農
民
心
生
活
が
苦
し
く
な
っ
た
の
は
、
商
人
の
手
に
宮
が
集
ま
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

の
ち
白
点
は
商
人
が
利
潤
を
む
さ
ぼ
る
か

b
だ
、
と
考
え
た
。
し
か
も
、
営
利
行
為
を
も
っ
て
聖
人
の
教
え
に
反
す
る
も
の
、
治
者
た

る
武
士
の
た
す
主
じ
奇
行
為
で
あ
る
と
し
た
、
彼
ら
の
思
向
日
か
ら
す
れ
ば
、
武
土
が
生
活
困
難
か
ら
免
が
れ
る
道
は
、
商
人
を
抑
圧
す

る
か
、
退
い
て
兵
農
合
一
の
北
口
に
帰
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
後
者
を
も
っ
と
も
熱
心
に
王
張
し
た
の
は
熊
沢
務
山
で
あ
る
。

(

ハ

)

利
会
の
構
成
洋
位

新
論
か
ら
先
に
寸
れ
ば
、
社
会
を
構
成
す
る
基
本
単
位
は
、
個
人
で
は
な
く
、
家
で
あ
り
、
し
か
も

そ
の
家
は
家
業
と
不
司
分
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

ζ
ζ

に
儒
学
に
A

お
け
る
社
会
構
造
論
の
第
三
の
紡
徴
が
あ
る
。
も
っ
と

も
、
家
と
は
刊
か
を
事
正
市
か
ら
取
り
上
げ
た
議
論
に
は
ほ
と
ん
と
出
会
わ
な
い
。
当
時
白
人
々
が
、
士
農
工
商
の
別
を
問
わ
ず
、
家

本
位
の
生
活
を
し
て
い
た
現
実
位
、
も
は
や
論
議
の
余
地
の
な
い
も
日
と
し
て
学
者
の
日
に
う
つ
っ
て

b
p、
し
ぜ
ん
、
家
に
つ
い
て

の
叙
述
が
た
さ
れ
た
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

そ
れ
に
し
て
も
、
一
、
二
の
例
を
挙
げ
る
な
b
ば
、
太
宰
脊
台
が
一
九
恒
産
と

は
士
農
工
商
夫
々
白
渡
世
の
業
を
一
五
、
h
y
』
(
経
済
録
)
と
い
い
、
貝
原
益
軒
が
叶
土
も
庶
人
も
、
共
財
禄
の
多
少
に
工
ら
ず
、
以
分
内
に

で
倹
約
を
桁
ひ
、
家
人
主
義
ひ
、
家
を
た
も
つ
ベ
し
』
(
家
造
訓
)
と
い
っ
て
い
る
白
は
、
家
と
家
業
と
の
不
可
分
の
関
係
を
説
い
た
も

の
で
あ
一
り
、
家
業
と
い
う
恒
産
の
上
に
家
合
保
つ
J

一
告
こ
と
を
教
え
た
も
臼
で
あ
る
。

修
身
・
斉
家
・
治
困
・
平
天
下
左
る
…
車
業
を
み
る
と
、
個
人
十
基
本
単
位
と
考
え
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
各
人
が
身

問
学
に
お
け
る
社
会
杭
造
論
と
経
済
論

第
八
十
八
巻

四
プL

第
三
号

五
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を
修
め
れ
ば
家
と
と
の
い
、
各
家
が
と
と
の
え
ば
国
お
さ
ま
り
、
各
国
が
お
さ
ま
れ
ば
天
下
は
太
平
に
た
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

よ
り
小
さ
い
も
り
は
、
よ
り
大
さ
い
も
の
の
部
分
と
し
て
、
全
体
の
た
め
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
儒
学
の
論
盟
か
ら
み
れ
ば
、

そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
個
人
が
、
い
わ
ゆ
る
人
権
の
主
体
と
し
て
の
個
人
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
農
工
商
の
一

三
川
ん
に
つ
い
て
は
、
思
慮
分
別
り
な
い
も
心
と
し
亡
、
彼
ら
を
教
え
導
く
と
か
、
仁
愛
士
主
れ
る
と
か
が
、
治
者
白
任
務
だ
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
ら
に
は
、
少
〈
と
も
、
近
代
市
民
計
会
に
な
け
る
よ
う
な
人
格
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
ど
ん
な
学
者
も
、
彼
b
を
動
物
も
し
く
は
奴
隷
と
し
て
み
て
凶
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
政
治
的
に
は
被
治
者
で
あ
り

J

、
社
会
的

に
は
島
氏
工
商
モ
れ
ぞ
れ
の
職
業
を
通
じ
て
全
体
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え

τ
H
た
。
そ
の
全
体
社
会
は
、
小
に
し
て
は
家
、
大
陀

し
て
は
同
家
で
あ
り
、
し
か
も
前
者
は
や
は
り
後
者
の
部
分
で
あ
り
、
基
本
的
構
成
単
位
と
考
え
ら
れ
て
い
た
り
で
あ
る
。

( 

) 

市
民
的
社
会
観

以
上
、
有
機
体
的
同
家
制
心
側
耐
と
し
て
の
社
会
桝
也
前
を
心
。
へ
た
。
江
戸
時
代
の
学
者
に
、
た
と
え

儒
学
者
で
な
く
て
も
、
モ
れ
と
全
く
ち
が
っ
た
任
会
構
造
論
を
求
め
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
桔
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
儒
学
者
白

な
か
に
は
、
社
会
関
係
主
全
く
ち
が
っ
た
角
度
か
ら
み
た
人
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
前
に
の
ベ
た
上
う
に
、
儒
学
に
ゐ
け
る
社

会
関
係
は
、
政
治
的
に
は
君
・
凶
・
民
、
倫
理
的
に
は
父
同
と
子
、
経
済
的
に
は
分
業
白
関
係
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
、
よ

D
小
さ

い
も
の
は
よ
り
大
き
い
も
の
に
奉
仕
す
る
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
海
保
ゴ
円
陵
は
、
す
べ
て
の
社
会
関
係
主
売
買
の
関
係
に
遺

元
し
て
考
え
て
い
る
の
一
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
掲
げ
る
と
、

ー
扱
今
日
は
、
唯
江
戸
へ
参
観
交
代
し
て
、
御
手
伝
も
有
尾
ょ
う
勤
泊
、
無
理
な
金
を
も
か
ら
ず
に
、
領
分
に
百
姓
一
擦
も
お
と
ら
ず
、
江
戸
の
御

同
席
の
つ
き
合
主
ょ
う
し
お
れ
ば
よ
き
な
り
。
天
卜
を
と
る
の
、
股
湯
同
氏
を
す
る
の
と
云
こ
と
は
、
乱
心
も
の
は
し
ら
ず
、
先
づ
先
づ
今
の
世
に

は
L

乙
ん
主
役
に
立
ぬ
こ
と
な
り
、
孟
子
の
定
木
に
な
ら
ぬ
証
拠
な
り
。
然
る
に
今
の
儒
者
ひ
じ
を
は
り
て
、
利
を
う
と
ん
ず
る
が
よ
い
、
礼
子
が
き
ょ



う
仰
せ
ら
れ
た
、
民
有
や
た
b
に
愛
す
る
が
よ
い
、
孟
子
が
き
よ
う
に
説
れ
た
と
い
ふ
は
、
捧
腹
(
抱
腹
カ
〉
に
た
へ
た
こ
ー
に
な
り
凶
一

君
医
は
市
道
な
り
と
云
な
り
。
日
へ
知
行
を
や
り
て
働
か
す
、

E
は
ち
か
ら
を
君
へ
う
り
て
米
を
と
る
、
君
は
巨
を
か
い
、
同
は
君
へ
う
り
て
、
う
り

古
へ
よ
り

か
い
な
り
、
う
り
か
い
が
よ
き
な
り
、
う
り
か
い
が
あ
し
き
こ
と
に
て
は
な
し
。
凡
そ
う
り
か
い
の
こ
と
は
、
君
子
の
す
る
と
と
で
な
い
と
云
は
、
皆

孔
子
の
利
を
い
と
ふ
こ
と
を
丸
の
み
に
し
て
、
の
み
そ
こ
な
ふ
た
る
な
り
、
調
臣
は
う
り
か
い
で
な
い
と
い
ひ
た
る
よ
り
、
喰
つ
ぶ
し
と
骨
折
損
と
択

山
あ
り
、
喰
つ
ぶ
し
は
討
の
損
な
り
、
骨
折
煩
は
民
の
損
な
り
、
甚
不
算
用
な
る
も
の
な
り

9
』

(
桔
古
談
)

己
白
よ
う
に
、
君
臣
関
係
は
も
と
よ
り
、
右
民
関
係
リ
租
税
収
納
関
係
も
、
土
地
位
売
っ
て
年
貢
を
買
う
、
も
し
く
は
そ
の
逆
の
関

係
に
ほ
か
た
ら
な
い
と
断
じ
、
犯
罪
と
刑
罰
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
叶
死
罪
を
中
川
め
て
流
罪
に
す
る
と
い
ふ
は
、
三
十
匁
に

う
る
べ
き
し
ろ
も
の
を
十
五
匁
に
う
る
な
り
』
(
向
上
)
と
い
う
ふ
う
に
、
有
田
川
の
関
係
で
話
を
す
す
め
て
い
る
。
す
社
わ
ち
彼
は
、
当

時
白
封
建
的
た
社
会
関
係
を
す
べ
て
売
買
の
関
係
に
還
元
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
な
眠
か
ら
す
れ
ば
、
す
こ
ぶ
る
合
児
的
な

社
会
観
で
あ
づ
た
と
い
わ
ね
ば
な

L
ぬ
。
も
と
も
と
、
こ
の
よ
う
在
社
会
観
の
揃
芽
は
、
す
で
忙
山
鹿
素
行
の
社
会
観
の
な
か
に
み
b

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
後
述
)
、
そ
れ
を
、
こ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
展
開
し
た
学
者
は
、
ト
ト
一
円
陵
を
沿
い
て
は
他
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
私

が
青
陵
の
社
会
観
に
ひ
じ
よ
う
な
興
味
主
治
ぼ
え
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
市
民
的
社
会
仰
な
い
し
機
峨
的
社
会
観
に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
点
に
あ
る
。
市
民
的
社
会
観
は
、

一
般
的
に
は
、
明
治
維
新
を
経

τ、
問
洋
思
相
仙
の
彬
盟
円
わ
で
つ
け
て
、
わ
ず
か
に
汎
わ
れ
て
き
た
。

青
陵
は
、
書
中
、
オ
ラ
γ
ダ
の
商
業
に
も
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
彼
の
社
会
観
は
蘭
学
白
影
響
を
う
け
て
J
M
て
ら
れ
た
も
の
か
と
も
思

わ
れ
る
が
、
モ
白
証
拠
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
、

I
什
学
派
の
立
場
か
ら
J

社
会
心
現
実
を
み
き
わ
め
、
つ
い
に
以
上
白

よ
う
な
社
会
観
に
到
詳
し
た
、
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
封
建
的
な
政
治
構
造
の
も
と
に
沿
い
て
商
業
社

会
が
す
こ
ぶ
る
発
達
し
た
現
実
は
、
主
円
陵
の
日
に
う
つ
っ
た
よ
う
な
姿
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
泣
憾
に
思
う
臼
は
、

儒
午
に
お
け
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論

第
八
十
八
巻
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ノ、

そ
れ
が
当
時
の
社
会
観
の
た
か
に
i

お
け
る
特
殊
た
一
例
に
寸
ぎ
た
か
っ
た
こ
と
、
お
上
び
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
社
会
慨
に
到
達
し
な
が

ら、

h
T
は
U
儒
学
流
の
一
社
会
構
造
論
か
ら
脱
け
さ
れ
ず
、
し
ぜ
ん
、
封
建
社
会
が
干
が

τ土
ど
る
べ
き
近
代
へ
の
道
に
言
及
し
て
い
た

何
こ
と
、
ど
れ
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
儒
学
流
の
国
家
論
、
社
会
構
造
論
は
、
モ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
日
本
人
に
教
え
ら
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
江
戸

時
代
目
日
本
人
全
体
の
一
国
家
観
な
い
し
社
会
観
が
つ
一
く

b
れ
て
い
円
た
ー
と
い
っ
て
よ
い
干
あ
ろ
う
。

(凶 (8)(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

「
揺
れ
恭
山
集
」
(
「
近
世
社
会
経
済
学
説
大
系
」
)
三
八
八

i
九
頁
。

「
山
鹿
索
行
集
」
(
同
上
)
一
七
二
頁
。

「
熊
れ
群
山
集
」
(
向
上
)
二
五
六
日
。

「
荻
生
祖
棟
集
」
(
同
上
)
一
一
一
頁
。

同
上
、
二
八
頁
。

同
上
、
四
五
頁
以
下
。

「
太
平
春
台
渠
」
(
同
上
)
二
一
一
以
。

「
只
M
m
益
軒
築
」
(
同
上
)
四
二
頁
。

「
日
本
経
前
大
川
」
第
二
七
巻
、
一
八
五
一
九
二
頁
巳

同
上
司
一
九
一
一
一
頁
。

経

済

論

以
上
の
工
う
た
国
家
ム
お
よ
び
計
会
構
造
論
か

L
、
当
然
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
論
が
立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
〈

の
論
著
が
あ
る
が
、
儒
学
の
田
中
一
家
観
・
祉
会
観
を
う
か
が
う
の
に
必
要
た
限
度
に
お
い
て
、
経
済
論
の
概
夏
を
か
か
げ
よ
う
。



(イ〕

経
済
白
意
味

儒
学
に
お
い
て
は
、
経
済
と
い
う
言
葉
は
政
治
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
太
宰

『
凡
天
下
国
家
を
治
む
る
を
経
済
と
一
五
う
。
世
を
経
め
民
主
済
う
と
一
戸
う
義
た
り
い
(
経
済
銀
)
と
の
べ
て
い
る
。
春
台
に
よ

五
件
台
は
、

れ
ば
、
経
と
は
も
と
織
物
心
た
て
い
と
で
あ
っ
て
、
統
治
組
織
や
行
政
制
度
を
と
と
の
え
る
こ
と
を
、
た
て
い
と
を
と
と
白
え
る
白
に

な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
済
は
、
川
を
渡
っ
て
向
う
岸
へ
達
す
る
怠
味
で
あ
っ
て
、
民
主
し
て
生
を
遂
げ
さ
せ
る
こ
と
を
た
と
え
た

言
葉
で
あ
る
。
経
済
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
い
ろ
い
ろ
の
解
釈
が
あ
ヲ
た
が
、
春
台
が
、

覚
、
事
を
治
℃
日
一
事
争
成
就
す
る
怠
な
り
、
完
舜
よ
り
以
来
、
歴
世
心
聖
賢
、
心
を
尽
し
て
言
を
立
て
教
を
垂
た
ま
う
は
、
皆
比
経
済

の
一
事
の
為
な
り
、
思
一
人
の
道
は
、
天
下
国
家
を
治
る
よ
り
外
に
は
所
周
忌
し
』
(
同
上
)
と
い
づ
て
い
る
よ
う
に
、
前
に
む
ベ
た
徳
治

『
帰
す
る
所
は
一
致
な
り
。
畢

を
実
現
す
る
己
と
白
体
が
経
済
で
あ
っ
た
。
経
済
は
手
段
で
は
左
か
っ
た
。

そ
の
経
済
に
お
い
て
、

も
っ
と
も
重
要
左
こ
と
は
、

人
々
を
し
て
生
を
遂
げ
さ
せ
る
と
と
で
あ
っ
た
。

周
易
vh

「
天
地
之
大
徳
日

生
」
ー
に
あ
る
の
寺
解
釈
し
て
、
小
砕
台
は
『
聖
人
の
教
に
順
て
、
人
々
治
生
の
道
江
心
を
刷
れ
ば
、
飢
餓
の
忠
も
な
く
、
日
用
に
乏
き
こ

正
も
た
く
、
一
作
を
安
穏
に
送
る
L

(

向
上
)
と
い
い
、
三
浦
梅
園
は
、
ぺ
天
地
の
大
徳
を
牛
と
云
、
生
の
似
を
害
す
る
者
、
乃
天
地
に

悼
る
も
の
た
り
、

e

人
貴
伐
の
隔
あ
れ
ど
も
、
芳
し
く
天
地
の
子
た
れ
ば
、
大
人
も
小
人
も
天
に
敬
し
み
事
る
に
は
隔
た
し
、
天
地

の
大
徳
を
害
す
る
は
最
も
恐
る
べ
き
事
た
り
』

(
価
以
)
と
し
、

春
台
は
そ
の
治
生
の
追
を
「
食
貨
」
と
い
い
、

梅
園
は
こ
れ
を
「
経

済
し
と
呼
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
と
も
、
人
々
に
中
を
涼
げ
さ
せ
る
こ
と
が
経
済
の
究
極
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
春
台
が
食

貨
の
巻
で
『
礼
義
は
人
の
守
る
べ
き
道
な
れ
ど
も
、
機
寒
身
に
偏
れ
ば
礼
義
を
も
忘
る
は
、
人
の
常
な
り
』
と
い
っ

τい
る
よ
う
に
、

究
極
の
円
的
は
道
徳
出
家
の
建
設
に
あ
り
、
そ
こ
へ
い
た
る
た
め
に
は
、
人
々
が
、
そ
の
分
に
応
じ
た
物
質
生
活
を
僻
ん
で
、
そ
の
生

を
全
う
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
モ
の
さ
い
に
も
、
物
質
牛
活
が
道
徳
の
手
段
も
し
く
は
条
件
と
し

τ考
え
ら
れ
て
い
た
白
で
は

川
両
了
に
お
け
る
社
会
桝
浩
論
と
経
済
論

第
八
十
八
巻

ヨ王

第
一
り

九
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Z
一

l
i

つ

な
い
。
己
の
点
を
巧
み
に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
梅
園
で
あ
っ
て
、

す
な
わ
ち
、

経
済
と
は
利
用
(
木
火
土
金
水
殺
の
六
府
の
機
能

を
十
分
に
発
柿
さ
せ
る
こ
と
)
、
厚
生
(
利
用
の
結
米
を
あ
ま
ね
く
万
民
に
裕
さ
せ
る
と
と
)
、
正
徳
〔
人
倫
を
わ
き
ま
え
、
礼
節
を
つ
く
す
こ
邑
)
で
あ

る
と
い
い
、

「
三
事
、
利
用
を
初
と
し
、
厚
生
を
本
と
し
、
正
徳
主
主
と
す
、
徳
正
し
き
時
は
人
感
化
す
、
其
指
揮
水
の
笠
に
を
も
む

く
が
如
し
、
何
れ
の
己
と
か
な
b
ぎ
ら
ん
、
君
は
す
な
わ
ち
陶
冶
也
、
下
は
則
土
鉄
也
、
そ
の
器
を
な
し
用
を
な
さ
ん
己
と
は
、
全
く

陶
冶
白
子
中
に
あ
凡
』
(
同
上
)
と
の
べ
て
い
る
。
こ
白
点
、
汎
代
白
経
済
学
に
お
い
て
、
経
済
全
工
り
品
川
「
文
化
価
値
の
実
況
の
手
段

と
考
え
℃
い
る
の
と
は
、
す
こ
ぶ
る
腫
き
を
異
に
し

τ
い
る
。

以
上
り
よ
う
に
、
政
治
と
経
済
と
肝
不
司
分
白
関
係
に
ふ
お
い
て
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
経
済
井
活
が
道
徳
生
前
と
一
体
の
関
係
に

ぉ

hvτ
限
解
さ
れ
た
の
は
、
儒
学
が
も
と
も
と
政
治
的
倫
児
学
で
あ
っ
た
こ
と
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
す
す
ん
で
、
儒
学

に
お
け
る
経
済
論
心
説
き
方
を
二
、
三
の
点
に
つ
い
て
、
う
か
が
づ
て
与
工
う
。

(

ロ

)

財
寓
論

「
武
士
は
食
わ
ね
ど
向
陽
子
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
ど
沿
り
、
財
富
士
い
や
し
ん
だ
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
考

え
万
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
儒
学
の
本
筋
で
は
な
か
っ
た
。
本
筋
は
財
富
肯
定
論
で
あ
ワ
た
。
た
と
え
ば
中
江
藤
尉
は
、
名
利

司
儒
道
に
は
、
そ
の
キ
う
に
す
じ
も
な
く
て
位
を
す
て
、
財
宝
を
す
づ
る
を
ば
、
気
ち

が
い
白
欲
み
尽
き
は
た
と
え
て
、
大
い
に
さ
ら
へ
い
』
(
品
弔
問
答
)
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
山
鹿
素
行
は
、
人
問
の
自
利
心
を
肯
定
し
て
、

を
捨
て
主
と
い
う
仏
教
の
教
え
に
反
刈
し

τ、

『
今
天
下
の
人
情
を
以
て
は
か
る
に
、
人
の
性
利
を
以
て
本
と
せ
ざ
る
は
な
し
。
利
を
本
と
す
る
が
ゆ
へ
に
此
道
完
て
行
は
れ
、
活
君

た
り
、
日
目
た
り
。
若
し
比
の
利
心
を
失
却
せ
ば
、
沼

μ上
下
の
道
た
た
ず
、
者
思
邪
正
わ
き
ま
ふ
る
人
な
く
、
天
地
忽
に
く
つ
が
(

り
、
日
月
忽
に
地
に
落
へ

M
』
(
前
居
童
閃
)
と
説
さ
、
社
会
に
秩
序
が
あ
る
の
は
、
人
聞
に
も
と
も
と
利
心
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
論
じ

て
い
る
。



し
か
し
な
が
b
、
財
官
は
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
肯
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ヲ
た
。
ま
た
利
心
は
モ
白
沿
も
む
く
が
ま
ま
の
形
で
認
容

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ヮ
た
。
貝
原
益
軒
が
宮
に
家
宮
、
身
富
、
心
富
り
三
等
が
あ
っ
て
、

如
か
ず
』
(
慎
忠
録
〉
L

し
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
心
の
豊
か
な
こ
し
仁
を
も
財
富
の
概
念
に
含
め
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
県
恕
家

『
家
宮
は
身
寓
に
如
か
ず
、
身
世
間
は
心
富
に

r共
通
の
考
え
方
で
あ
づ
た
。
と
の
よ
う
に
、
物
質
的
な
寓
を
精
神
的
社
富
の
下
位
に
お
い
た
り
は
、
前
者
が
や
ヤ
も
す
れ
ば
人
間
の

主
抗
的
な
欲
望
の
満
足
だ
け
に
供
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
が
、
社
会
秩
序
白
素
乱
、
人
々
の
品
性
の
堕
落
と
な
る
怠
り
て
れ
が
あ
っ
た
か
ら
一

『
五
穀
貨
財
等
、
し
め
売
し
め
買
の
た
ぐ
ひ
は
、
み
左
呂
田
め
る
町
人
の
し
わ

ざ
に
で
、
天
下
万
民
の
用
を
妨
げ
、

h
s
D
h
一
人
富
を
か
き
わ
ん
と
す
、
賓
者
に
は
此
罪
た

L
』
(
町
人
嚢
)
と
い
っ
て
、
向
分
一
己
の

で
あ
る
。
利
心
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
阿
川
如
見
は
、

た
め
に
利
心
を
働
か
す
の
は
罪
悪
だ
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
財
官
は
ど
の
よ
う
に
使
う
べ
き
か
と
い
う
と
、
藤
樹
が
『
天
財
宝
は
、
天
下
の
生
民
を
義
は
ん
た
め
に
、
天
地
の
生
じ

た
ま
ふ
も
の
左
わ
ば
、
か
り
そ
め
に
も
貧
り
私
す
ィ
き
も
の
に
あ
ら
ず
h

(

鑑
草
〉
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
天
の
使
命
を
遂
行
す
る
手

段
に
供
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
一
、
財
宮
の
所
有
関
係
が
問
題
ー
と
な
る
が
、
当
時
自
学
者
は
私
有
財
産
を
肯
定
し
て
治
ら
ず
、

「
預
か
り
」
(
受
託
の
意
)
の
一
制
〈
訟
を
用
い
で
い
士
。
蕃
山
円
く
勺
主
君
よ
り
知
行
主
土
ま
は
り
h
J

か
れ
候
へ
ば
、
人
馬
諸
道
具
み
な
主

君
の
も
の
に
御
山
内
候
、

公
儀
を
仕
り
て
軍
役
を
う
け
仕
り
候
へ
ば
、
我
物
な
が
ら
主
君
の
も
の
に

τ、
国
役
を
わ
け
預
り
た
る
に

候
へ
ば
、
是
非
無
く
候
。
た
だ
わ
れ
ら
と
と
き
も
の
の
み
に
あ
ら
ず
、
主
計
と
い
へ
V
L

も
、
一
国
の
物
を
ト
よ
り
預
り
な
き
れ
候
。
た

だ
同
部
の
主
の
み
な
ら
ず
、
大
柑
(
将
軍
)
と
い
へ
ど
も
天
白
物
を
預
り
給
ひ
て
、
天
下
の
為
に
所
持
な
さ
れ
候
』
(
築
議
外
吉
)
と
。
こ

の
「
預
り
」
の
観
念
は
、
当
時
ひ
ム
ツ
く
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
農
民
は
将
軍
ま
た
は
諸
侯
の
1

土
地
テ
預
か
っ
て
い
る

も
の
、
小
作
人
は
地
主
の
土
地
を
預
か
つ
で
い
る
も
の
、

yr一
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ

τ田
和
も
小
作
料
も
一
様
に
年
氏
と
呼
ば
れ
た
。

一一

儒
学
に
お
吋
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論
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八
巻
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一
五
六

第

吋

ま
た
、
商
人
が
納
め
る
租
税
を
ふ
つ
う
に
災
加
金
と
呼
ん
だ
白
は
、
彼
ら
が
常
業
を
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
有
難
い
同
恩
に
奉
謝
す
る
意
味

で
上
納
す
る
も
の
の
義
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
「
預
か
り
」
の
観
念
が
存
す
る
。

も
っ
と
も
、
当
時
の
人
々
が
す
べ
て
、
儒
家
の
説
く
と
こ
ろ
を
モ
の
ま
ま
受
取
っ
て
H
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
と
に
、
氏
素
姓
も
な

い
も
の
と
賎
し
め
ら
れ
た
商
人
の
あ
い
だ
に
は
、
立
身
出
世
白
た
め
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
道
は
、
金
持
忙
な
る
こ
と
だ
、
と
い
う
考
え

方
が
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
商
人
の
富
有
と
、
モ
れ
と
逆
比
例
し
て
の
諸
侯
干
武
士
の
貧
窮
を
、
目
の
あ
た
り

に
h

か
た
儒
家
た
ち
は
、
財
富
の
あ
り
方
、
利
心
白
働
き
方
主
「
か
く
あ
る
べ
し
」
と
説
い
た
の
で
あ
ワ
て
、
モ
の
説
き
方
は
、
西
洋
中

世
白
神
学
者
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

一
方
は
政
治
倫
児
学
の
立
場
、
他
方
は
宗
教
倫
理
学
の
立
場
に
立
っ
て
、
財
富

と
営
利
金
、
ザ
イ
ソ
の
問
題
と
し
て
で
は
友
く
、
ゾ
V

Y
の
問
題
と
し
て
説
い
た
の
で
あ
る
。

(

ハ

)

価
格
論
・
物
価
諭

前
に
の
べ
た
よ
う
に
、
職
業
に
貴
践
の
別
が
立
て
ら
れ
た
と
は
い
え
、
ど
の
職
業
も
世
白
中
に
欠
く

こ
と
が
で
空
な
い
も
の
と
さ
れ
た
か

b
に
は
、
ち
が
っ
た
職
業
に
従
事
す
る
も
の
の
あ
い
だ
に
交
易
が
行
わ
れ
る
の
は
、
当
然
の
己
と

と
し
て
一
認
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
春
台
は
、
交
易
し
て
有
無
を
通
じ
る
の
は
、
農
作
と
同
じ
く
、
い
に
し
え
の
聖
人
が
教
え
た
も
う
た

道
だ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
交
易
価
格
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
号
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
山
酵
素
行
は
、
生
定
・
加

ア
・
販
売
の
三
段
を
併
せ
考
え
て
諸
品
の
価
を
在
す
べ
き
だ
と
し
て
、

「
そ
の
出
る
処
の
涼
近
人
力
を
考
え
、
其
己

L
L
へ
細
工
い
た

す
の
手
間
を
つ
も
b
J
、

己
れ
を
商
売
す
る
の
労
役
入
用
を
詐
恥
に
し
て
、

そ
の
物
の
あ
た
ひ
を
定
む
べ
し
』
と
い
い

す
す
ん
で
、

『
富
民
居
た
が
ら
財
宝
を
其
所
に
し
て
そ
白
あ
た
い
告
南
下
せ
し
め
、
又
は
各
々
商
七
慌
の
事
を
云
合
せ
て
利
を
ひ
と
し
く
し
て
、
物
白

偵
を
一
様
に
致
す
こ
と
を
た
す
、
皆
是
針
民
の
私
す
る
所
在
h

山
』
(
山
鹿
詰
類
)
と
の
べ
て
い
る
。
個
別
生
産
費
説
と
も
い
h

つ
べ
き
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
ヮ
て
現
実
に
成
J

止
し
て
い
た
市
場
価
格
は
、
商
人
が
そ
の
慾
心
か
ら
つ
〈
り
あ
げ
た
人
為
的
た
価
格
と
し
て
し
か
、



日
に
う
つ
ら
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
一
工
禄
・
一
宇
保
ご
ろ
に
友
る
と
、
物
価
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
の
客
観
的
認
識
が
で
て
き
た
。
素
行
の
よ
の
引
用
文
の
左

か
に
も
、
平
れ
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
と
れ
を
は
っ
ム
ざ
り
言
明
し

τ
い
る
の
は
、
荻
生
但
株
の
つ
ぎ
の
こ
と
ぼ
で
あ
る
。

吋
商
人
の
勢

肢
に
成
て
、
日
本
国
中
の
商
人
部
じ
て
一
枚
と
成
、
物
の
値
段
も
遠
国
と
御
城
下
と
で
釣
合

τ居
る
故
、
幾
百
万
人
の
商
人
一
枚
と
な

り
た
る
勢
に
は
勝
れ
ぬ
己
と
に
て
、
何
割
引
御
城
下
に
て
御
下
知
有
て
も
、
物
の
値
段
下
ら
ぬ
筋
も
有
』
(
政
談
)
。
ま
た
室
鳩
巣
も
、

『
一
物
の
価
心
一
両
く
成
候
へ
ば
、
夫
に
連
る
万
物
の
価
の
高
く
成
候
謂
は
、
諸
奉
行
中
書
付
白
如
く
に
候
』
(
兼
山
秘
策
〉
と
い
っ
て
お

り
、
学
者
だ
け
で
な
く
、
役
人
も
物
価
現
象
を
客
観
的
に
み
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

物
価
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
K
、
貨
幣
と
の
関
係
に
お
い

τ、
多
く
白
学
者
が
論
議
す
る
上
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
や
は
り
元
禄
か

b

享
保
へ
か
け
亡
白
こ
ろ
白
こ
と
で
あ
っ
て
、
モ
の
代
表
者
は
新
井
白
石
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
元
禄
・
宝
永
ご
ろ
の
物
価
騰
貴
の
原
因
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
、
貨
幣
の
改
鋳
に
よ
る
品
位
白
下
落
に
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
を
排
し
て
、
貨
幣
数
量
説
と
も
い
う
べ
き
説
を
出

し
て
い
る
。
日
く
『
当
時
天
下
の
財
用
通
じ
行
は
れ
難
く
候

τ、
万
物
の
価
一
一
両
く
な
り
来
り
候
事
、
天
下
の
商
百
民
共
言
を
金
銀
の
品
下

り
候
に
仮
り
候
て
、
其
利
を
競
争
ひ
侯
に
よ
り
候
へ
ど
も
、
真
実
は
、
世
に
通
じ
行
は
れ
候
金
銀
の
数
、
そ
の
む
か
し
よ
り
は
倍
々
し

候
て
多
く
な
り
来
り
候
故
に
て
仇
』
(
白
石
建
議
)
と
。
ま
た
室
鳩
巣
も
、
物
価
騰
貴
の
原
因
を
、
十
中
八
、
九
ま
で
、
貨
幣
数
量
の
増

加
に
帰
し

τい
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
白
石
が
着
目
し
た
貨
幣
数
量
の
増
加
は
、
商
品
取
引
量
の
増
大
に
と
も
な
っ
て
、
し
ぜ
ん
に
生

じ
た
増
加
で
は
左
〈
、
財
政
上
の
弥
縫
策
と
し
て
行
わ
れ
た
改
悪
鋳
造
に
よ
ヮ
て
生
じ
た
増
加
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
物
価
の
下

落
も
し
く
は
平
準
化
を
期
待
し
て
と
ら
る
べ
き
方
策
は
、
白
石
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
白
素
材
価
値
を
慶
長
白
古
制
に
復
し
、
お
よ
び
善
政

を
し
く
と
と
で
あ
っ
た
。
安
永
・
天
明
の
こ
ろ
に
経
済
論
を
書
い
た
三
浦
梅
園
も
、

「
金
銀
少
け
れ
ば
少
さ
に
て
つ
り
合
ひ
、
多
け
れ

侃
尚
子
に
お
け
る
祉
会
構
造
論
と
経
済
論

第
八
十
八
巻

五
七

第

号



儒
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造
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論
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'" /'、

第
三
月

E旦

あ
る
い
は
一
金
銀
多
け
れ
ば
物
価
貴
し
、
金
銀
少
な
け
れ
ば
物
価
賎
し
。
物
価
践
し
さ

は
金
銀

ω貴
き
な
り
、
物
価
貴
き
は
金
銀
の
賎
し
き
壮
り
L

(

価
原
)
と
い
っ
て
、
貨
幣
数
量
説
に
近
い
も
臼
を
出
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
説
は
、
貨
幣
数
最

ω増
加
す
た
わ
ち
富

ω増
加
で
は
た
く
、
貨
幣
数
量
が
多
吉
に
す
ぎ
る
と
き
は
、
か
え
っ
て
取
引
上
の
わ

ず
b
わ
し
吉
弘
淵

u、
金
利
生
活
者
心
発
生
を
う
た
が
す
と
す
る
泊
徳
諭
で
あ
っ
て
、
四
社
論
的
な
経
済
論
で
は
左
か
っ
た
。

ぼ
多
き
程
の
つ
り
合
ひ
に
な
る
も
の
な
り
い
、

そ
れ
に
し
て
も
、
元
禄
か

b
享
保
へ
か
け
て
の
時
代

ι入
っ
て
、
個
々
の
町
人
ま
た
は
そ
の
行
為
、
も
し
く
は
身
分
と
し
て
の
町
人

で
ゆ
な
し
に
、
物
価
と
い
う
よ
う
な
経
済
現
象
モ

ωも
の
に
活
け
し
て
、
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
去
っ
た
こ
と
は
、
性
日
に
位
す
る
。
じ
れ

は
、
治
そ
ら
く
、
江
戸
時
代
日
流
通
経
済
が
機
構
と
し
て
確
立
し
、
機
構
と
し
て
運
行
す
る
よ
う
に
た
っ
た
と
い
う
客
観
的
事
実
と
照

応
す
る
事
が
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
が

b
、
経
済
現
象
に
関
す
る
客
観
的
認
識
は
、
上
に
臼
ベ
た
程
度
以
上
に
出
る
こ
と
は
で
き
た

か
っ
た
。
己
れ
を
物
価
前
に
つ
い
て
み
て
も
、
極
端
な
騰
落
も
し
く
は
変
動
の
な
い
の
が
理
惣
の
状
態
で
あ
る
と
し
、
現
実
が
川
町
畑
出
に

合
致
し
な
い
の
は
、
上
下
者
り

ω
ゆ
え
で
あ
る
と
か
、
物
価
白
権
を
商
人
に
委
ね
て
い
る
か
ら
だ
と
か
、
説
く
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。

佐
藤
信
淵
ほ
ど
白
学
者
も
そ
の
例
に
も
れ
ず
‘
た
と
え
ば
そ
の
者
「
物
価
余
前
」
の
な
か
で
、

『
万
物
心
値
段
一
向
き
が
為
に
」
下
一
統

困
窮
に
M
A
び
、
且
大
災
流
行
し
て
、
凶
作
あ
る
毎
に
餓
碍
の
都
下
に
充
満
す
る
も

t

日
早
克
は
本
朝
に
古
来
万
物
を
統
括
し
給
ふ
の
御
制

度
無
く
し
て
、
万
物
交
易
心
大
柄
を
商
人
に
委
任

t

値
段
の
上
げ
下
げ
を
白
在
に
せ
し
む
る
が
故
た
り
』
と
い
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

価
格
も
物
価
も
ゾ
レ

y
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
た
の
で
あ
ヮ
た
。

( 
F -) 

国
富
論

儒
学
k
b
け
る
国
富
の
基
本
的
な
考
え
万
は
、

「
民
の
富
す
な
わ
ち
若
の
富
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
け
れ

ど
も
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
幕
府
内
ヤ
諸
侠
の
財
政
が
現
実
に
困
難
に
沿
ち
い
る
と
、
右
の
考
え
方
に
固
執
す
る
こ
と
は

で
き
な
く
在
ヲ
た
o
b
金
が
な
く
て
は
、
仁
政
を
施
す
己
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
モ
白
日
そ
の
日
が
送
れ
な
い
こ
と
に
た
っ



た
。
こ
う
し
て
、
政
治
倫
理
的
な
国
富
論
経
前
政
策
論
!
ー
が
盛
ん

r唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
ψ

な
っ
た
の
で
あ
る
。

モ
の
梢
幅
四
的
た
も
白
は
倹
約
諭
で
あ
づ
士
。
ど
の
儒
学
者
も
倹
約
を
説
か
な
い
も
の
は
た
く
、
な
か

K
は
そ
ホ
以
外
に
富
国
の
道
左

し
と
論
じ
た
も
の
も
あ
る
。
領
主
み
ず
か
P
U
倹
約
し
、
も
っ
て
四
民
に
範
を
垂
れ
、
モ
し
て
モ
れ
が
実
行
さ
れ
ホ
ば
、
人
々
も
困
も
hz

の
づ
か

b
豊
か
忙
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
い
積
極
的
K
貨
幣
を
手
に
入
れ
る
方
法
士
一
叫
す
論
者
も
多
く
現
わ
れ
て
き
土
。
訟
が
旧
者
に
掲
げ
た
同
産
専
売
』
円

定
論
が
そ
れ
で
あ
っ
由
、
簡
単
に
繰
返
す
と
、
た
と
え
ば
太
宰
春
台
は
、
国
産
の
専
売
が
領
主
に
も
領
民
に
も
利
益
で
あ
る
こ
L

ど
を
説

明
し
、
た
だ
し
、
木
来
一
定
額
の
年
貢
米
だ
け
に
依
存
す
る
白
が
常
道
で
あ
る
諸
侯
ー
と
し
て
は
一
市
伺
の
利
を
求
む
る
は
国
を
治
む
る

上
策
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
当
時
の
急
を
救
ふ
一
術
』
で
あ
る
か

L
、
仕
法
が
よ
〈
な
〈
て
は
い
け
な
い
と
戒
し
め
て
い
る
。
ま
た
前
に

掲
げ
た
海
保
育
陵
は
、
も
と
も
と
す
で
に
売
買
の
関
係
で
生
活
し
て
い
る
諸
侯
お
よ
び
武
十
が
、
商
業
行
為
を
践
し
む
の
は
あ
も
き
ら
か

に
矛
盾
で
あ
づ
て
、
そ
ん
な
考
え
方
で
い
る
か

b
貧
乏
す
る
の
だ
と
い
い
、
よ
ろ
し
く
国
庄
の
尊
売
去
り
何
た
わ
、
積
極
的
に
商
業
に

関
与
し
て
利
を
収
む
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。

己
白
よ
う
な
見
解
は
、
儒
学
的
国
家
観
に
推
進
さ
れ
て
、
商
業
の
大
権
を
も
っ
ぱ
ら
君
主
が
掌
握
す
ベ
主
で
あ
る
と
い
う
志
味
で
の

商
人
抑
圧
論
と
た
っ
た
。
た
と
え
ば
仙
台
辞
儒
林
子
平
は
、

一
方
に
国
庄
の
専
士
刊
を
と
き
、
他
方
で
「
町
人
と
申
候
は
只
諸
士
山
禄
作

吸
取
候
計
に
て
、
外
に
益
た
き
者
に
御
座
候
、
実
に
無
用
心
穀
つ
ぶ
し
に
て
有
之
候
い
(
上
書
)
と
い
っ
て
い
る
が
、
も
ヲ
と
も
徹
底
し

て
い
る
の
は
佐
藤
信
淵
で
あ
っ
て
、
彼
は
商
人
を
下
級
官
吏
に
使
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
つ
J
d
r

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

『
古
来
貨
物
交
易
の
業
は
、
国
君
唯
其
大
体
の
み
を
粘
て
、
商
貨
に
相
場
の
日
町
低
ま
で
を
任
せ
世
た
る
が
位
に
、
前
向
H
M
十
苛
灯
智
を
廻
ら
し
私
意
を
縦

に
し
て
、
物
価
を
向
由
自
在
に
高
F
L
、
何
れ
も
莫
大
の
利
潤
を
待
て
数
百
万
問
の
黄
金
家
と
為
り
、
共
宮
諸
侯
に
抗
す
る
者
性
々
に
多
し
。

国

儒
守
に
お
け
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論

的
八
卜
八
巻

Ii. 
九

第

=n巧

Tr. 



儒
学
に
お
け
る
社
会
構
造
論
と
経
済
論

第
八
十
八
巻
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号

一』

〆、

君
の
荷
分
と
雄
ど
も
、
富
は
志
く
賢
人
の
手
に
落
て
取
継
v
i

と
も
難
く
、
商
買
を
草
故
し
て
給
を
祈
ん
に
至
れ
り
。
是
を
以
て
前
討
す
ベ
し
、
売
買
交
易

の
権
柄
を
商
賀
に
任
せ
置
は
国
家
。
大
害
な
る
こ
と
を
。
故
に
商
買
は
厳
く
其
勢
を
挫
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
、
立
く
交
易
の
権
柄
を
悉
〈
取
上

て
国
若
の
持
と
為
L
、
問
犀
を
ば
皆
此
政
府
の
下
主
役
人
と
し
て
伎
ふ
べ
し
。
且
両
人
を
ば
市
場
を
立
て
住
居
せ
し
め
、
田
聞
に
居
ゐ
こ
と
は
固
〈
禁

ず
ベ
ザ
』
〈
経
治
提
要
)

こ
の
ほ
か
、
本
多
利
明
も
、
商
業
に
商
人
の
家
業
と
国
君
の
天
職
と
白
二
種
類
が
あ
る
と
し
、
外
国
貿
易
は
将
軍
も
し
く
は
諸
侯
が

モ
の
天
職
と
し
て
み
ず
か
ら
行
い
、
も
っ
て
国
主
宮
ま
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
利
明
は
関
学
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し

国
君
の
任
務
・
閏
家
目
的
・
社
会
構
造
た
ど
に
つ
い
て
の
見
方
・
考
え
方
は
、
前
論
文
で
の

e

へ
た
よ
う
に
、
平
は
り
儒
家
流
で
あ
っ
た
。

件
藤
信
淵
も
純
粋
白
儒
学
者
で
は
た
く
、
同
時
に
蘭
学
者
で
あ
り
神
学
者
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
友
国
富
論
は
、

儒
学
的
国
家
論
が
展
開
し
た
も
の
と
受
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

前
に
掲
げ
た
有
機
体
的
た
国
家
論
、
職
能
主
義
的
身
分
諭
を
貫
く
と
す
れ
ば
、
商
業
は
あ
く
ま
で
商
人
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
り
、
人

君
が
商
行
為
に
た
ず
き
わ
る
の
は
、
厳
に
戒
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
己
と
が

b
で
あ
ヮ
た
。
じ
じ
っ
、
国
産
白
専
売
に
反
対
白
論
を
展
開
し

た
学
者
た
ち
は
、
そ
の
論
拠
を
布
の
点
に
求
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が

b
、
国
家
日
的
が
富
国
強
兵
に
あ
り
、
主
た
人
君
が
賛
乏
で
は

仁
政
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
、
っ
現
実
に
当
面
し
て
は
、
そ
こ
に
領
主
の
商
行
為
を
宵
定
寸
る
意
見
が
生
主
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
儒
学
白
木
筋
か

b
は
ず
れ
た
も
の
と
受
取
る
こ
と
は
で
き
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
上
う
に
相
反
し
た
二
折
仰
の
国
富
論
が
並
び
行
わ
れ
や
の
は
、
要
す
る
に
、
両
者
と
も
農
本
主
義
に
守
脚
じ
て
、
経
済
の
現
実
テ

倫
理
的
な
立
場
だ
け
か

b
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
国
富
論
で
あ
る
点
で
は
、
両
者
は
別
物
で
な
か
っ
た
。
ひ

と
し
〈
、
儒
学
的
国
家
論
・
社
会
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
国
富
論
で
あ
っ
士
。
そ
し
て
両
者
は
平
が
て
、
自
由
主
義
原
理
に
も
と
ず
く



民
間
商
工
業
白
振
興
と
い
う
意
味
で
の
商
工
立
国
論
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
モ
れ
は
、
幕
末
に
な
っ
て
、
西
洋
諸
国

の
富
強
の
真
の
姿
が
理
解
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

川

ω
「
太
宰
春
台
集
」
(
「
近
世
社
会
経
済
学
説
大
系
」
)
、
二
ハ

l
一
七
頁

U

川W
M
W

同
よ
、
一
一
一

0
1
二
二
頁
。

川
刊
紛
「
一
一
滴
栴
園
集
」
(
向
上
)
、
二
九
五
頁
・
二
九
六
頁
。

肘
「
藤
樹
先
生
全
集
」
第
三
巻
、
二
五
回
頁
u

同
「
山
鹿
素
行
集
」
(
近
世
社
会
経
研
学
説
大
系
〉
、
三
八
頁
。

例
「
貝
原
益
軒
集
」
(
向
上
)
、
二
七
九
頁
。

制
「
日
本
経
諦
大
典
」
第
四
巻
、
四

O
一
頁
。

ω
「
藤
樹
先
生
全
集
」
第
三
巻
、
四
五
七
頁
u

側
「
日
本
倫
理
嚢
編
」
第
二
巻
、
二
五
=
一
凹
頁
。
な
お
、
東
亜
日
太
郎
「
近
世
日
本
経
街
倫
理
思
想
史
」
二
ハ
主
頁
以
下
参
照
。

悦
井
原
西
鶴
「
日
本
永
代
蔵
」
〔
岩
誼
文
鼎
本
)
一

C
六
頁
参
照
。

ω
「
山
鹿
素
行
集
」
(
前
掲
〉
、
三
九
四
頁
。

M
W

「
荻
生
但
悼
集
」
〔
向
上
〉
、
人
三
瓦
。

制
「
日
本
経
済
大
典
」
第
八
巻
、
二
九
一
二
頁
。

ω
「
新
井
白
石
集
」
(
「
近
世
社
会
経
済
学
説
大
系
」
)
、
…
一
四
七
|
入
頁
。

同
「
一
ニ
柿
梅
園
集
」
(
向
上
)
、
二
六
二
二
六
三
真
。

州
開
「
佐
藤
信
淵
集
L

(

同
上
て
一
五
一
|
二
頁
。

制
「
近
世
日
本
の
経
済
政
策
」
、
三

O
七
買
以
下
参
照
。

ω
「
日
本
経
皆
叢
書
」
第
二
一
巻
、
二
五
頁
白

同
「
佐
藤
信
淵
家
学
全
集
」
中
巻
、
五
八
二

i
五
買
.

川
同
学
に
お
け
る
社
長
構
造
論
と
経
許
論

第
八
十
八
巻
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