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ハ

【
要
約
】
　
こ
こ
で
問
題
と
し
た
の
は
、
義
と
い
う
一
つ
の
コ
ト
バ
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
概
念
が
、
時
代
的
変
化
の
中
で
ど
の
よ
う
に
対
応
的
に
変
化
し
、
ま

た
新
し
い
概
念
と
し
て
展
開
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
〃
義
”
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
観
念
が
、
そ
の
他
の
社
会
的
価
値
の
概
念
、
仁
・
徳
・

礼
・
利
等
と
と
も
に
ど
の
よ
う
な
観
念
的
世
界
を
形
成
し
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
検
討
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
股
～
春
秋
、
戦
国
前
漢
と
い
う
二
つ
の
段
階
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
の
段
階
で
は
義
は
基
本
的
に
は
、
氏
族
的
血
縁
集
団
の

秩
序
の
規
範
で
あ
っ
た
が
、
地
縁
的
要
素
の
成
長
の
中
で
、
そ
の
後
期
に
は
義
・
儀
の
二
つ
の
概
念
に
分
化
し
た
。
第
二
の
段
階
で
は
、
民
問
の
実
際
的

行
為
と
し
て
の
利
義
相
関
の
立
場
を
反
映
し
て
、
論
語
か
ら
墨
家
・
孟
子
を
へ
て
甲
子
に
至
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
利
義
の
両
観
念
が
統
一
的
に

と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
で
は
義
一
社
会
的
秩
序
が
、
利
一
社
会
的
発
展
を
う
み
だ
す
と
す
る
立
場
が
と
ら
れ
た
。
漢
代
に
入
っ
て
董
仲
鍔

は
、
義
の
重
視
の
立
場
を
さ
ら
に
お
し
す
す
め
て
、
義
を
内
的
倫
理
と
す
る
義
一
元
論
を
う
ち
た
て
た
。
こ
の
第
二
段
階
の
義
の
観
念
の
変
容
に
は
、
集

権
的
官
僚
体
制
の
発
展
と
ゆ
き
づ
ま
り
が
反
映
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
五
穴
巻
三
号
　
一
九
七
三
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

こ
こ
で
と
り
あ
つ
か
お
う
と
す
る
の
は
、
段
周
か
ら
唐
末
ま
で
の
期
間
（
と
り
あ
え
ず
は
前
漢
ま
で
の
期
間
）
、
義
と
い
う
コ
ト
バ
が
、
社
会

の
変
化
を
反
映
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
体
系
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
な
が
ら
生
き
つ
づ
け
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
義
と
い
う
コ
ト
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
え
ら
ん
だ
の
は
、
少
な
く
と
も
落
命
ま
で
広
義
の
儒
教
の
観
念
体
系
の
中
で
、
礼
義
の
観
念
が
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
も
つ
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と
も
階
級
的
諸
関
係
の
中
で
位
置
づ
け
う
る
コ
ト
バ
で
あ
り
、
以
後
形
を
か
え
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
後
漢
～
唐
宋
ま
で
生
き
つ
づ
け
た
と
思
　
6
5



　
　
　
　
　
　
　
②

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
三
千
年
に
及
ぶ
中
国
史
の
展
開
に
対
し
て
科
牽
的
な
時
代
区
分
を
行
な
う
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
現
在
定
説
と
い
う
べ
き
も
の
は

確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
ジ
ア
社
会
に
対
す
る
理
論
的
分
析
の
弱
さ
と
と
も
に
、
中
国
の
場
合
社
会
経
済
史
に
関
す

る
資
料
が
極
め
て
断
代
的
に
存
在
し
、
し
か
も
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
粉
飾
を
へ
た
二
次
的
資
料
が
大
部
分
で
あ
る
と
い
う
制
約
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
捌
約
を
や
ぶ
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
義
と
い
う
コ
ト
バ
が
時
代
の
変
化
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
意

味
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
か
、
又
こ
の
コ
ト
バ
が
、
社
会
の
現
実
を
反
映
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
体
系
の
中
で
、
い
っ
か
ら
始
っ
て
い
つ
に
終

る
そ
の
生
き
た
機
能
を
果
し
た
か
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
史
の
通
史
的
把
握
へ
の
一
つ
の
手
が
か
り
を
え
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
、

現
在
の
学
界
で
定
説
と
す
る
に
足
る
時
代
区
分
が
科
学
的
に
定
立
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
春
秋
・
戦
国
、
後
漢
・
三
国
、
唐
末
・
宋
初
と

い
う
三
つ
の
劃
期
が
、
そ
の
劃
期
の
意
味
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
問
題
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
、
　
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

提
と
し
て
義
と
い
う
コ
ト
バ
の
歴
史
が
、
こ
の
三
つ
の
劃
期
と
関
連
し
て
い
か
に
変
化
し
た
か
と
い
う
点
に
重
点
を
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寒

　
最
初
に
全
般
的
な
概
観
の
た
め
に
、
義
と
い
う
コ
ト
バ
が
現
在
に
伝
え
て
い
る
多
く
の
意
味
を
国
語
辞
典
に
よ
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ

る
。　

①
謂
行
事
得
宜
者
、
如
「
利
物
足
以
和
義
」
見
易
伝

　
⑨
善
、
如
「
宣
昭
旧
聞
」
見
詩
経

　
③
正
理
、
正
道

　
④
公
正
慷
慨
、
楽
助
好
施
之
謂

　
⑤
用
以
済
衆
者
、
如
「
義
学
」
　
「
義
倉
」

　
⑥
謂
死
節
、
如
「
就
義
」
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⑦
仮
、
有
其
名
而
非
親
非
真
者
、
如
「
義
父
」
　
「
義
帝
』
　
㎝
，
義
磯
」

　
⑧
義
解
、
如
「
意
義
偏
　
判
義
疏
」

　
⑨
与
「
儀
」
通

　
こ
の
よ
う
な
多
く
の
、
時
に
相
反
す
る
意
味
を
も
っ
た
語
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
う
し
た
意
味
が
発
生
し
た
時
点
と
、
生
き
た
コ
ト
バ
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
種
々
の
説
話
の
新
旧
の
層
を
考
え
る
と
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
1
⑨
が
最
も
古
く
、

皿
①
②
③
⑧
、
こ
れ
と
重
な
り
あ
い
な
が
ら
つ
づ
い
て
皿
④
⑥
最
後
に
W
⑤
⑦
が
く
る
と
思
わ
れ
る
。
時
代
と
の
関
連
で
い
う
と
一
が
股
周
期
、

E
皿
が
春
秋
戦
国
か
ら
漢
代
、
W
が
後
漢
来
か
ら
唐
末
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
義
と
い
う
コ
ト
バ
に
そ
れ
以
上
に

新
し
い
意
味
を
与
え
る
事
態
は
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
義
と
い
う
コ
ト
バ
が
そ
う
し
た
新
し
い
意
味
を
も
ち
う
る
よ
う
に
は
機
能
し
え
な
か
っ

た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
新
し
い
意
昧
を
与
え
る
基
盤
か
ら
離
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
①
　
こ
う
し
た
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
加
藤
常
賢
「
中
国
の
原
始
観
念
の
発
達
」
　
　
　
　
　
i
歴
研
第
三
九
四
号
」
又
、
容
斎
随
筆
八
「
人
物
順
義
為
名
」

　
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
こ
う
し
た
視
点
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
研
究
対
象
は
全
ぐ
こ
と
な
る
が
、
草

　
②
　
例
え
ば
、
五
斗
米
道
の
義
米
・
義
舎
に
始
り
、
南
北
朝
～
唐
末
ま
で
の
義
井
・
　
　
　
　
野
靖
氏
「
鷹
中
期
以
後
に
お
け
る
商
晶
経
済
の
発
展
と
地
主
制
」
　
（
歴
史
学
研
究

　
　
義
橋
・
義
児
・
義
倉
・
義
租
・
義
兵
・
義
門
等
の
形
で
、
又
、
宋
代
以
後
の
義
の
　
　
　
　
　
二
九
二
）
が
あ
る
。

　
　
観
念
に
つ
い
て
は
、
相
田
洋
氏
「
水
潜
低
の
世
界
一
1
中
国
民
衆
の
観
念
的
世
界

二
　
般
周
時
代
に
お
け
る
義
の
観
念
と
そ
の
変
質
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
股
周
時
代
の
義
の
観
念
、
少
な
く
と
も
周
代
の
義
の
概
念
は
、
徳
義
、
礼
義
と
熟
す
る
よ
う
に
、
徳
・
礼
の
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ

の
点
か
ら
見
る
と
こ
の
時
期
の
義
は
正
統
な
（
メ
デ
タ
イ
）
社
会
的
（
宗
教
的
）
行
為
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
周
代
の
こ
う
し
た
義
の
観
念
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
段
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
更
に
段
代
か
ら
周
代
に
い
た
る
義
の
観
念
の
変
容
と

そ
の
方
向
、
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
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そ
の
た
め
に
は
、
義
そ
の
も
の
の
原
型
に
さ
か
の
ぼ
る
と
と
も
に
、
関
連
的
に
、
徳
・
礼
の
観
念
の
原
始
的
な
姿
を
も
と
め
、
義
の
観
念
の

原
型
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
ま
ず
さ
ぐ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
義
の
字
型
の
原
形
は
、
鋸
で
犠
牲
の
羊
を
き
る
形
で
あ
り
（
白
川
静
氏
「
漢
字
」
岩
波
新
書
）
、
そ
こ
か
ら
「
身
体
の
礼
容
の
美
し
さ
」
（
加

藤
常
賢
氏
「
中
国
原
始
観
念
の
発
展
」
）
と
な
り
「
の
ち
に
抽
象
的
な
徳
目
と
し
て
潤
え
ら
れ
た
の
は
、
礼
義
・
登
楼
か
ら
な
る
具
体
的
儀
礼
の
節

度
が
あ
っ
て
倣
発
す
べ
き
儀
表
の
意
か
ら
の
箪
乳
量
で
あ
る
」
（
加
藤
同
書
）
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
義
の
最
初
の
意
味
は
、
マ
ジ

カ
ル
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
さ
え
も
っ
た
規
範
的
行
為
、
氏
族
共
同
体
の
規
制
の
中
で
の
も
っ
と
も
正
統
で
ノ
ー
マ
ル
な
行
為
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
礼
に
つ
い
て
は
、
加
藤
氏
前
掲
書
の
中
で
、
礼
の
原
義
は
「
宗
教
的
儀
式
の
中
で
用
い
ら
れ
る
飲
食
器
の
名
称
で
あ
り
」
そ
こ
か
ら

「
道
徳
・
政
治
・
宗
教
・
軍
事
が
未
だ
各
々
そ
の
領
域
を
劃
し
て
分
化
し
な
い
で
混
然
た
る
一
体
を
な
し
て
い
た
文
化
状
況
に
お
け
る
社
会
の

凡
ゆ
る
も
の
を
統
制
す
る
一
種
の
制
度
・
あ
る
い
は
文
化
」
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
次
に
徳
の
原
義
に
つ
い
て
み
る
と
と
最
近
、
こ
れ
を
省
心
の
意
と
す
る
従
来
の
見
解
を
こ
え
た
新
し
い
研
究
成
果
が
い
く
つ
か
で
て
い
る
。

今
こ
れ
を
、
伊
東
倫
厚
「
徳
の
原
義
に
つ
い
て
」
　
（
東
京
支
那
学
報
一
六
）
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
、
徳
は
「
古
典
に
見
え
る
〃
陽
配
車
”
の

〃
陽
”
と
同
音
同
義
で
あ
り
、
盤
上
の
神
と
交
感
す
る
た
め
の
〃
資
格
”
の
能
力
が
そ
の
原
義
で
あ
り
」
　
「
露
天
す
る
有
徳
者
は
大
抵
の
場
合

王
老
で
あ
る
」
。
　
こ
う
し
て
陵
上
し
て
交
感
す
る
対
象
と
し
て
の
神
の
世
界
が
祖
先
霊
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
の
よ

う
な
先
学
の
研
究
を
要
約
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
王
の
心
的
能
力
〃
徳
”
を
媒
介
と
し
し
て
、
王
者
の
行
為
一
義
と
、
儀
礼
を
通
じ
て
天
（
祖

先
霊
の
世
界
）
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
氏
族
的
血
縁
的
社
会
の
姿
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
更
に
か
れ
ら
が
、
こ
う
し
た
天
と
の
交
感
に
よ
っ
て

か
れ
ら
が
希
求
す
る
も
の
と
し
て
、
た
た
り
、
わ
ざ
わ
い
か
ら
の
加
護
を
想
定
す
る
と
こ
れ
ら
の
諸
観
念
の
問
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
（
第
一

期
図
1
）
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
諸
観
念
の
複
合
（
現
実
の
社
会
状
況
に
密
着
し
た
観
念
の
複
合
）
を
第
一
期
（
恐
ら
く
色
出
）
と
す
る
と
、
次
代
に
も
、
そ

の
形
は
同
様
の
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
相
当
な
差
異
が
で
て
く
る
。
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第
一
期
、
図
1

　
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
、
徳
が
次
第
に
王
者
の
政
治
的
人
格
的
な
力
の
意
に
な
り
、
義
と
儀
が
分
か
れ
、
天
が
倫
理
的
様
相
を
お
び
て
ゆ
く

の
は
、
す
で
に
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
れ
て
、
た
た
り
か
ら
の
加
護
の
観
念
が
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
お
ち
（
む
し
ろ
吉
礼
凶
礼

と
し
て
礼
の
方
に
く
み
こ
ま
れ
）
新
し
く
こ
れ
に
代
っ
て
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
中
に
入
っ
て
く
る
の
が
、
福
の
観
念
で
あ
る
。

　
福
の
原
義
に
つ
い
て
は
、
加
藤
氏
「
漢
寧
の
起
源
」
に
は
、
羅
宝
玉
・
孫
海
波
の
見
解
を
ひ
き
つ
い
で
、
示
に
従
い
、
蔑
に
従
い
、
そ
の

意
は
分
与
さ
れ
た
神
酒
を
い
れ
る
洒
壺
の
名
か
ら
き
た
神
福
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
周
代
に
入
る
と
、
例
え
ば
詩
経
小
脇
天
保
に

「
天
保
定
爾
、
亦
孔
之
固
、
蚕
桑
患
害
、
何
福
不
除
、
稗
爾
多
出
、
以
莫
不
漁
、
…
…
吉
鰯
為
館
、
燈
用
孝
享
、
論
祠
丞
｛
嘗
、
予
公
先
王
、
君

日
暮
爾
、
万
寿
無
意
、
神
之
弔
　
、
高
慢
多
福
、
民
之
質
夷
、
日
用
飲
食
、
群
黎
百
姓
、
偏
為
悪
徳
」
と
う
た
つ
て
い
る
、
こ
れ
が
儀
式
の
詩

で
あ
る
こ
と
を
配
慮
す
れ
ば
、
一
般
的
に
は
、
よ
り
一
層
明
確
に
、
福
は
政
治
的
人
格
的
に
有
徳
な
王
の
力
に
よ
る
社
会
の
安
定
繁
栄
と
い
う

形
で
観
念
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
大
雅
仮
楽
に
は
「
仮
楽
君
子
、
顕
々
知
徳
、
宜
斑
宜
人
、
受
禄
干
天
、
保
右
命
懸
、

錆
鼠
申
之
、
干
禄
百
福
、
子
孫
千
億
、
穆
々
燦
々
、
宜
君
京
王
、
不
葱
不
忘
、
率
由
旧
章
、
威
儀
抑
々
、
徳
音
秩
々
、
無
藩
主
悪
、
率
由
群
匹
、

受
福
無
彊
、
四
方
之
綱
、
之
綱
之
紀
、
燕
及
朋
友
、
百
郡
山
士
、
媚
干
天
子
、
不
解
皇
位
、
民
之
依
堅
」
。
　
こ
の
後
半
で
は
と
く
に
明
ら
か
に

福
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
い
う
仮
面
の
下
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
、
正
し
い
王
の
政
治
の
下
に
、
卿
士
が
結
集
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
人
民
の
支
配
を
確
実
な
も
の
に
す
る
と
い
う
状
況
が
福
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
時
代
の
義
を
め
ぐ
る
観
念
連
合
を
第
二
期
（
恐
ら
く
周
・
春
秋
初
）
と
し
て
第
一
期
に
な
ら
っ
て
表
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
ろ
う
（
第
二
期
図
1
）
。
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第
二
期
　
図
皿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　　

ﾏ
念
的
反
映
く
　
火
。
た
た
，
か
ら
の
加
馨
口
．
凶
）
ノ
　
国

　　（

現
実
社
会
＼
礁
長
籔
力
）
　
天
（
祖
先
霊
の
世
界
）

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
強
い
血
縁
的
紐
帯
に
結
ば
れ
、
自
然
－
一
超
自
然
に
拝
脆
し
な
が
ら
部
族
長
を
通
じ
て
祖
先
霊
に
つ
な
が
っ
て
い
た

段
階
を
の
り
こ
え
て
、
超
自
然
を
祖
先
霊
の
世
界
1
1
天
に
集
約
し
て
と
じ
こ
め
、
更
に
こ
れ
を
倫
理
的
に
把
え
て
ゆ
く
方
向
で
あ
り
、
礼
・
義

が
、
こ
う
し
た
儀
式
あ
る
い
は
儀
式
で
い
う
ど
ら
れ
た
日
常
生
活
の
中
で
の
各
人
の
位
置
に
相
応
し
て
ゆ
く
方
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
は
血
縁
的
紐
帯
を
所
与
の
も
の
と
し
た
段
階
か
ら
、
農
耕
定
着
の
結
果
と
し
て
、
一
定
の
人
為
的
社
会
的
な
関
係
が
社
会
の
成
員
の
中

で
恒
常
的
に
結
ば
れ
る
と
と
も
に
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
社
会
的
関
係
に
適
合
す
る
形
で
、
前
代
の
観
念
連
合
が
変
質
し
て
い
っ
た
あ
と
を
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
つ
ぐ
時
期
を
第
三
期
と
す
る
と
、
そ
こ
で
は
宗
教
的
色
彩
の
消
失
、
従
っ
て
第
一
・
第
二
期
の
図
の
上
半
鼻
下
半
分
の
合
致
が
み
ら

れ
る
と
岡
時
に
、
福
の
概
念
が
よ
り
現
実
的
で
明
確
な
利
の
観
念
で
お
き
か
え
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
一
つ
の
例
証
を
易
経
に
み

て
ゆ
き
た
い
。

　
易
経
の
乾
の
卦
に
「
元
亨
利
貞
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
こ
れ
を
漢
代
以
来
の
説
に
よ
っ
て
四
徳
と
解
す
る
説
と
、
朱
子
に
よ
っ
て
「
元
に

亨
り
、
縦
し
き
に
利
う
し
」
と
読
む
説
が
あ
る
。
易
伝
は
と
も
か
く
易
経
の
用
法
か
ら
す
る
と
、
四
徳
説
が
成
り
た
ち
え
な
い
の
は
明
白
で
あ

り
（
漢
代
に
至
っ
て
四
徳
説
が
と
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
で
は
後
龍
関
評
す
る
）
、
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
判
断
の
規
準
と
な
る
べ
く
指
定
さ
れ
た
利
、
亨

の
二
つ
の
概
念
が
、
他
の
六
三
卦
の
判
断
に
も
同
様
に
み
ち
れ
る
事
実
で
あ
み
℃

　
因
み
に
、
卦
辞
の
う
ち
中
心
的
な
判
断
が
利
に
よ
つ
「
て
な
さ
れ
た
も
の
が
ほ
ぼ
半
分
、
亨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
が
ほ
ぼ
半
分
、
残
り
の

数
例
が
吉
凶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ト
辞
の
場
合
に
〃
尤
な
き
か
”
〃
た
た
り
な
き
か
”
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
極
め
て
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④

非
宗
教
的
即
物
的
で
あ
る
。
易
そ
の
も
の
が
、
占
者
の
心
的
状
態
に
運
命
の
神
告
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
内
容
的
に
慧
、
い
わ
ば
人
事
百
般

の
一
種
の
見
と
り
図
を
予
め
完
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
す
で
に
そ
の
非
宗
教
的
非
呪
的
性
格
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
義
の
観

念
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
関
連
の
下
で
、
地
帯
の
概
念
と
道
義
の
概
念
の
分
化
を
強
め
、
・
新
し
い
状
況
を
把
握
し
う
る
べ
き
社
会
的
秩
序
規
範
の

概
念
と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
を
も
と
に
、
前
代
ま
で
の
観
念
連
合
の
第
三
期
に
お
け
る
状
況
（
春
秋
か
ら
戦
国
へ
）
を
表
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
。

　
そ
し
て
ま
た
、
次
節
以
下
の
議
論
を
若
干
先
ど
り
に
し
て
戦
国
時
代
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
こ
の
表
に
手
を
加
え
れ
ば
、
戦
国
蒔
代
の
工
大
思

潮
と
な
る
儒
墨
も
ま
た
こ
の
枠
ぐ
み
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
三
期
㈲
　
図
巫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
期
㈲
　
図
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追
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論
語
の
思
想
の
座
標
軸

　
①
③
ト
辞
に
よ
る
占
い
に
、
吉
凶
の
形
で
判
断
が
あ
た
え
ら
れ
る
の
は
比
較
的
新
し

　
　
詩
経
大
雅
、
仮
楽
「
威
儀
抑
々
、
徳
音
早
々
」
、
詩
経
鄭
真
菰
鼠
「
内
鼠
有
皮
、

　
人
而
無
儀
、
人
界
無
儀
、
不
死
何
為
、
田
鼠
有
爾
、
人
置
下
城
、
人
｝
口
無
止
、
不

　
死
何
倹
、
桐
鼠
有
体
、
人
爵
無
礼
、
胡
不
遍
死
」
等
々
。

②
従
来
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
重
沢
俊
郎
「
中
国
哲
学
史
研
究
」
参
照
、
新
し
い

　
方
向
と
し
て
は
、
俘
東
氏
の
ほ
か
、
白
川
静
「
漢
字
」
、
小
野
沢
精
一
「
徳
論
」

　
（
中
国
文
化
叢
書
）
等
参
照
、
ま
た
、
小
倉
芳
彦
「
左
伝
に
お
け
る
覇
と
徳
1
一

　
『
徳
』
概
念
の
形
成
と
展
開
－
一
」
　
（
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
）
は
、
省
と
徳

　
と
の
関
連
の
分
析
か
ら
、
独
特
の
見
解
を
み
ち
び
き
だ
し
て
い
る
が
、
押
東
氏
ら

　
の
見
解
と
全
く
背
反
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
い
段
階
だ
と
思
わ
れ
る
。
白
川
静
氏
の
「
甲
骨
文
の
世
界
」
　
（
平
凡
社
）
等
に
、

　
そ
う
し
た
例
が
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
尚
書
洪
範
（
後
世
の
修
辞
が
著

　
し
い
と
し
て
も
、
何
ら
か
伝
統
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）
の
他
、
尚
書
唐

　
詰
・
召
識
・
洛
詰
に
そ
う
し
た
例
が
み
え
て
い
る
。

④
具
体
的
な
卦
辞
で
あ
げ
れ
ば
「
需
、
有
孚
、
光
亭
、
利
渉
大
川
」
「
豫
、
利
建

　
侯
行
師
」
等
々
、
ま
た
尚
書
中
島
に
「
人
之
有
事
、
若
己
有
之
、
人
之
彦
聖
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
心
好
之
、
不
螢
異
象
鶏
口
鵠
、
是
能
容
之
、
以
保
秘
子
孫
、
亦
職
有
利
哉
」
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三

新
し
い
義
の
観
念
の
展
開
へ
の
序
曲

　
－
論
語
を
め
ぐ
っ
て
一
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以
上
の
よ
う
な
義
の
観
念
の
変
質
が
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
分
業
の
展
開
と
地
緑
的
要
素
の
成
長
を
背
景
に
し
て
い
る
と
考
え

る
な
ら
、
春
秋
戦
国
期
に
は
、
生
産
力
の
伸
長
の
よ
り
一
層
の
契
機
と
し
て
、
共
同
体
的
関
係
に
つ
つ
ま
れ
な
が
ら
、
共
同
体
と
の
対
比
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
小
経
営
と
定
義
で
き
る
家
父
長
銀
家
族
の
析
出
が
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
で
こ
う
し
た
現
象
を
端
緒
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
論
語

に
お
い
て
で
あ
る
。

　
論
語
の
中
で
は
、
義
の
観
念
そ
の
も
の
は
明
確
な
形
で
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
仁
と
礼
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
論
語
の
論
理
の
到
達
点
と
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

盾
の
中
に
、
義
の
観
念
の
新
し
い
展
開
の
方
向
を
よ
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
本
節
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
論
語
に
お
け
る
仁
と
礼
の
矛
盾
と
そ
の
調
和
的
統
一
の
姿
で
あ
る
。

　
顔
淵
第
十
二
に
「
克
己
復
礼
為
仁
」
と
い
う
の
が
、
仁
と
礼
の
関
係
を
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
こ
の
繋
駕
の
解
釈
に
集
中
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

最
も
精
彩
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
趙
命
掛
氏
の
「
仁
礼
解
故
1
〈
論
語
新
探
〉
補
窯
初
稿
之
一
」
で
あ
ろ
う
。

　
趙
氏
に
よ
れ
ば
、
克
己
の
克
は
よ
く
重
荷
に
た
え
る
と
い
う
意
味
で
の
た
え
る
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
由
己
」
　
（
自
分
か
ら
す
す
ん
で
）
の

意
味
で
あ
る
。
己
は
本
来
自
己
の
属
し
て
い
る
氏
族
を
い
う
コ
ト
バ
で
あ
っ
た
が
、
春
秋
期
の
「
固
体
私
有
制
」
の
経
済
の
発
展
の
中
で
、
我

が
身
を
意
味
す
る
も
の
に
転
化
し
た
。
従
っ
て
「
克
己
」
と
は
「
身
を
も
っ
て
実
践
す
る
」
の
意
で
あ
る
。

　
一
方
、
復
礼
の
復
は
復
帰
の
復
で
あ
り
〃
礼
楽
壊
崩
”
の
際
に
あ
っ
て
復
礼
と
い
う
の
は
礼
の
恢
復
を
意
味
し
て
お
り
、
　
「
不
仁
者
不
可
以

久
約
」
（
里
仁
四
）
と
か
「
以
約
失
意
者
鮮
夷
」
（
同
）
と
い
う
よ
う
に
〃
己
”
が
、
自
覚
的
に
礼
の
束
縛
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
仁

が
成
立
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
礼
は
〃
己
”
に
対
す
る
〃
井
田
公
有
制
”
の
束
縛
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
孔
子
の
思
想

体
系
の
中
で
は
諸
徳
は
皆
礼
に
属
し
、
礼
を
第
一
位
と
し
、
仁
を
第
二
位
と
す
る
」
　
「
こ
れ
は
、
〃
平
体
私
有
側
”
と
〃
井
田
公
有
制
”
の
矛
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盾
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
映
で
あ
り
、
孔
子
は
進
ん
で
礼
の
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の
矛
盾
を
調
和
的
に
解
決
し
た
」
。

　
こ
の
趙
氏
の
見
解
は
い
わ
ゆ
る
〃
井
田
公
有
制
”
の
内
容
を
い
か
に
想
定
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
は
い
え
、
仁
・
礼
の
二
極
に
集
約
さ
れ

る
孔
子
の
思
想
の
性
格
を
見
事
に
と
ら
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
二
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
つ
は
論
語
の
思
想
に
お
い
て
、
礼
が
第
一
位
、
仁
が
第
二
位
と
い
う
い
う
と
り
あ
げ
方
が
で
き
る
と
し
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
趙
氏
は
、
仁
の
主
体
と
し
て
の
ガ
己
”
の
確
立
の
要
請
と
し
て
、
仁
を
〃
固
体
私
有
糊
”
を
代

表
す
る
道
徳
と
し
た
が
、
こ
れ
と
、
仁
を
寒
族
、
郷
党
の
聞
の
関
係
を
基
礎
に
考
え
る
見
方
と
の
間
の
関
係
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

二
つ
の
問
題
は
互
い
に
関
連
し
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
括
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
こ
で
ま
ず
論
語
に
い
う
と
こ
ろ
の
仁
が
、
礼
的
秩
序
に
合
致
し
た
人
間
存
在
を
い
う
場
合
と
、
そ
う
し
た
人
間
存
在
の
内
容
に
つ
い
て
の

べ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
当
然
の
こ
と
に
気
が
つ
く
。
趙
氏
の
分
析
は
前
者
に
重
点
を
お
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
仁
の
思
想
の
到
達
点
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
の
後
者
の
問
題
を
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
む
し
ろ
伝
統
的
解
釈
が
主
張
し
て
き
た
こ
と
で
あ
っ

て
、
簡
単
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
た
い
が
、
手
品
第
四
に
「
子
日
、
参
乎
、
吾
道
一
以
貫
之
。
曽
子
日
、
唯
。
子
出
、
門
人
間
日
、
何
脚
力
。
曽

子
日
、
夫
子
之
道
、
忠
恕
而
已
夷
。
」
と
し
て
徳
目
の
円
容
を
忠
恕
に
し
ぼ
り
、
更
に
衛
霊
公
第
十
五
に
、
恕
の
内
容
を
説
明
し
て
「
白
墨
問

日
、
有
一
言
、
而
可
以
終
身
行
之
者
乎
。
子
日
、
町
触
乎
、
己
所
淫
欲
、
勿
曾
於
人
。
し
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
抽
象
的
に
い
え
ば
、
仁
と
は

〃
己
”
と
〃
人
”
の
間
の
真
心
と
相
互
理
解
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
真
心
と
相
互
理
解
と
一
応
は
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
る
仁
は
、
い
か
な
る
具
体
的
人
間
関
係
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
。

　
学
而
第
一
の
言
は
こ
の
点
に
ふ
れ
て
「
有
子
日
、
其
為
人
也
孝
悌
、
翰
墨
市
上
者
鮮
突
。
不
好
犯
上
而
好
作
乱
者
、
未
之
有
也
。
君
子
務
本
、
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本
立
而
道
生
。
孝
弟
也
者
、
旧
説
仁
之
欝
屈
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
仁
の
人
關
関
係
の
祖
形
に
、
孝
弟
の
行
な
わ
れ
る
場
の
人
間

関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
孝
悌
の
う
ち
の
孝
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
代
で
は
、
す
で
に
前
代
の
氏
族
的
紐
帯
か
ら
離
れ
た
個
々
の
家
父
長
的
家
族
の
父

長
に
対
す
る
孝
ど
考
え
う
る
。

　
一
方
、
悌
に
つ
い
て
は
、
同
じ
学
而
第
一
に
「
弟
子
入
則
孝
、
出
前
弟
、
勤
而
信
。
汎
愛
亡
弟
親
仁
。
分
有
余
力
、
則
以
学
閥
。
」
と
あ
っ

て
、
弟
は
「
外
」
に
お
け
る
徳
目
で
あ
る
。
こ
の
「
外
」
が
郷
党
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
、
子
路
第
十
三
に
「
郷
党
称
七
二
」
と
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
論
語
に
宗
族
の
外
粋
の
内
に
あ
る
と
は
い
え
、
相
対
的
に
独
自
な
家
父
長
々
家
族
を
「
内
」
と
し
て
、
郷
党
を
「
外
」
に
す

る
区
別
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
述
而
第
七
に
「
子
之
燕
居
、
申
々
畑
鼠
、
天
々
如
也
。
」
と
い
い
「
孔
子
之
於
郷
党
也
、
拘
々
如
也
、
似
不

能
言
者
。
」
と
い
う
の
は
、
孔
子
の
「
内
」
に
お
け
る
感
覚
と
「
外
」
に
お
け
る
感
覚
の
差
を
見
事
に
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
彼
の
思
想
の
基
盤
と
な
る
べ
き
人
間
関
係
に
お
い
て
、
郷
党
は
、
内
な
る
も
の
、
共
同
体
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
家
父
長
的
家
族
の

「
外
」
に
あ
る
も
の
、
す
で
に
本
質
的
に
は
共
同
体
的
で
な
く
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
家
父
長
言
家
族
の
中
の
共
同

体
的
要
素
の
み
を
抽
象
し
た
仁
の
徳
目
は
、
外
と
の
関
係
で
は
〃
忠
恕
”
〃
己
”
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
入
に
施
す
な
か
れ
と
い
う
和
の
調
和
的

論
理
と
し
て
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お
、
現
実
の
社
会
関
係
の
中
で
由
仁
”
に
ま
で
浄
化
さ
れ
た
人
的
態
度
億
矛
盾
に
直
面
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
「
司
馬
牛
間
仁
。
子
日
、
仁
着
目
言
詞
。
日
、
長
言
瀬
野
、
茶
壷
之
仁
　
乎
。
子
日
、
為
之
難
、
言
習
得
無
煙
乎
」
（
詩
評
第
十
二
）
。

仁
は
ま
た
そ
の
ま
ま
の
姿
で
は
社
会
的
な
強
さ
と
ひ
ろ
が
り
を
も
ち
え
な
い
。
　
「
好
仁
不
好
学
、
其
弊
誌
愚
」
「
古
墨
愚
也
直
」
（
陽
貨
第
十
七
）

と
い
う
所
以
で
あ
る
。

　
孔
子
は
す
で
に
階
級
社
会
の
構
成
単
位
と
な
っ
た
家
父
長
的
家
族
を
社
会
の
中
で
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
〃
己
”
が
社
会

的
規
範
た
る
礼
の
束
縛
を
う
け
い
れ
、
礼
そ
の
も
の
に
ま
で
同
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
孔
子
の
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
仁
が
成
立
す
る
こ
と
は
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義の観念の社会的展開について（佐竹）

趙
氏
の
説
く
が
如
く
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
社
会
の
発
展
の
方
向
を
貫
き
え
な
い
保
守
性
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
方
向
を
さ

ら
に
延
長
す
れ
ば
、
論
語
の
各
処
に
散
見
す
る
天
・
命
の
思
想
に
ま
で
到
達
す
る
。
家
父
長
的
家
族
の
存
在
、
形
成
が
か
れ
の
教
説
の
基
礎
に

あ
る
と
す
る
と
、
礼
的
秩
序
（
現
実
の
支
配
的
な
社
会
関
係
の
観
念
的
浄
化
）
は
か
れ
の
思
想
の
方
向
で
あ
っ
た
。

　
墨
筆
以
来
の
区
営
的
関
係
に
も
と
ず
く
支
配
が
す
で
に
崩
壊
変
質
を
は
じ
め
、
こ
の
秩
序
を
自
己
の
も
の
に
く
み
か
え
う
る
展
望
を
も
っ
た

家
父
長
窪
家
族
の
輩
出
、
礼
的
秩
序
の
換
骨
脱
胎
の
要
求
が
、
か
れ
の
思
想
を
規
定
し
、
土
を
鱈
子
1
1
道
徳
的
能
力
の
保
持
老
と
す
る
原
始
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

家
の
主
張
を
う
ん
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
点
で
興
味
が
あ
る
の
は
、
葬
舗
を
め
ぐ
る
零
墨
の
論
争
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
る
墨
家
の
葬
制
に
対
す
る
議
論
は
、
非
儒
学
下
・
節
葬

篇
下
の
二
篇
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
篇
は
渡
辺
疑
に
よ
っ
て
、
戦
国
末
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す

で
に
孟
子
が
墨
家
の
薄
葬
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
（
縢
文
公
営
上
）
、
葬
制
を
め
ぐ
る
儒
墨
の
論
争
の
起
源
は
古
い
。
空
誉
篇
下
は
、

主
と
し
て
、
儒
家
の
喪
制
が
、
尊
卑
・
親
疏
の
二
元
論
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
い
て
、
儒
家
の
葬
制
に
対
す
る
考
え
方
の
矛
盾
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
こ
で
の
論
理
そ
の
も
の
は
、
む
し
ろ
儒
家
的
な
、
む
し
ろ
反
動
的
な
方
向
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
儒
家
の
喪
制
が
二
元
論
に
立
つ

と
す
る
指
摘
に
は
鋭
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
従
来
礼
的
秩
序
の
中
で
の
独
立
的
葬
制
を
も
ち
え
な
か
っ
た
新
興
暦
が
管
制
を
通
じ
て
社

会
的
に
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
方
向
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
興
味
あ
る
論
点
が
み
ら
れ
る
。

　
加
藤
氏
前
掲
書
は
、
い
わ
ゆ
る
三
年
の
喪
は
、
喪
制
の
起
源
で
は
な
く
て
、
　
〃
古
礼
の
倫
理
的
解
釈
”
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

原
始
儒
家
が
古
礼
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
作
り
か
え
、
そ
の
基
盤
と
す
る
家
父
長
的
家
族
を
礼
的
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
努

力
の
～
環
を
な
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
儒
家
質
倉
の
二
元
論
、
こ
と
に
、
親
疏
の
重
視
は
新
興
層
の
勤
労
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
性
格
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
後
に
は
、
地
主
層
形
成
へ
の
展
望
を
も
っ
た
家
父
長
的
家

族
の
成
長
と
そ
の
弱
体
性
が
よ
み
と
れ
よ
う
。

　
「
邦
有
道
、
貧
且
賎
、
斑
也
」
　
「
好
勇
疾
貧
、
乱
也
、
人
而
不
仁
、
疾
之
巴
甚
、
乱
也
」
（
泰
伯
第
八
）
こ
こ
か
ら
よ
み
と
れ
る
の
は
、
貧
富
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の
分
化
の
肯
定
で
あ
り
、
貧
寓
の
分
化
が
「
道
」
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
行
な
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
す

る
要
請
で
あ
る
。

　
孔
子
が
の
べ
て
作
ら
ず
と
い
い
な
が
ら
周
政
に
た
ち
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
礼
的
秩
序
に
新
し
い
意
味
を
与
え
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
彼

の
思
想
的
基
盤
と
関
係
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
か
れ
ら
の
弱
体
性
も
、
こ
の
私
的
秩
序
の
再
評
価
の
中
で
当
然
で
て
く
る
は
ず
の
義
の
観
念
の
再
評
価
を
十
分
に
は
進
め
な
か
っ
た
。

論
語
の
中
で
は
〃
義
”
は
　
般
的
に
正
し
い
と
い
う
に
止
ま
る
こ
と
が
多
く
、
他
の
概
念
と
の
結
び
つ
き
も
さ
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
。
利
と
義

の
関
係
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
利
と
義
の
矛
盾
と
い
う
と
ら
え
方
が
確
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
　
「
漁
利
思

義
」
（
憲
問
第
十
四
）
　
「
見
小
利
、
則
大
事
不
成
」
（
子
路
第
十
三
）
と
い
う
の
が
、
論
語
の
利
義
関
係
の
把
握
の
基
調
で
あ
っ
て
「
邦
有
道
、
貧

且
賎
恥
也
」
と
い
う
の
と
同
様
の
把
え
方
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
の
べ
て
作
り
な
が
ら
も
、
礼
の
価
値
を
先
験
的
な
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
義
は
い
い
や
す
く
し
て
位
置
づ
け
難
く
、
利
は
い
い
難
く
し

て
位
置
づ
け
に
く
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
　
「
子
言
言
利
与
命
露
出
」
（
子
壷
第
九
）
と
い
う
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
〃
利
”
と
〃
義
”

は
論
語
の
教
説
の
二
つ
の
弱
点
と
な
っ
た
が
、
他
の
論
理
を
時
代
の
変
動
の
中
で
、
主
体
的
に
構
築
し
た
こ
と
が
後
出
の
諸
家
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。

①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
増
淵
竜
夫
氏
の
「
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
」
に
お
さ

　
め
ら
れ
た
諸
論
文
が
極
め
て
示
量
的
で
あ
る
。

②
本
稿
で
は
、
仁
の
観
念
そ
の
も
の
の
前
代
か
ら
の
変
質
に
つ
い
て
は
ふ
れ
え
な

　
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
竹
内
照
夫
氏
の
「
仁
の
古
義
の
研
究
」
参
照
。

③
原
載
は
新
建
設
一
九
六
二
の
二
、
の
ち
孔
子
哲
学
討
論
集
に
入
る
。

④
こ
の
点
で
、
か
れ
ら
の
目
指
し
た
方
向
を
、
賢
人
政
治
の
追
求
と
す
る
侯
外
鷹

　
氏
の
見
解
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
思
想
通
史
一
・
上
・
累
累
顕
学
。

⑤
仁
井
田
陞
「
中
国
の
農
村
家
族
」
に
み
ら
れ
る
農
民
の
家
族
構
造
に
対
す
る
分

　
析
の
視
角
は
こ
こ
で
も
か
な
り
な
程
度
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
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四
　
墨
家
に
お
け
る
利
義
相
関
説
の
展
開
と
そ
の
挫
折

義の観念の裁会的展開について（佐竹）

　
墨
家
の
説
く
個
々
の
論
理
は
極
め
て
単
純
明
快
で
あ
る
が
、
思
想
全
体
と
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
多
く
の
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
。
墨
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
対
す
る
見
方
が
多
様
を
極
め
る
所
以
で
あ
る
が
、
渡
辺
車
氏
は
、
手
工
業
者
集
団
を
母
胎
と
す
る
思
想
の
軌
跡
の
集
成
と
し
て
現
存
墨
子
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

把
え
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
重
要
な
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
も
ま
ず
基
本
的
に
渡
辺
氏
の
成
果
に
よ
り
な
が
ら
、
墨
家
の
論
理
の
歴
史
的
展
開
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
そ
こ
で
、
素
論
二
十
三
篇
の
中
で
、
墨
家
の
諸
概
念
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
簡
単
な
統
計
で
も
っ
て
あ
ら
わ
し
て
み
る
。
そ

こ
に
あ
ら
わ
れ
る
諸
傾
向
が
妥
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
渡
辺
氏
の
分
析
の
客
観
性
が
別
の
面
か
ら
う
ら
づ
け
ら
れ
る
し
、
ま
た
こ
の
作
業
の
中

か
ら
、
墨
家
に
お
け
る
義
の
観
念
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
ひ
き
だ
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
初
期
墨
家
以
来
の
概
念
（
儒
家
か
ら
ひ
き
つ
い
だ
も
の
を
ふ
く
め
て
）
と
予
測
で
き
る
も
の
と
し
て
、
仁
、
徳
、
乱
、
義
、
警
王
、

愛
。
中
期
以
来
強
調
さ
れ
た
と
予
測
で
き
る
も
の
と
し
て
、
利
、
兼
、
別
を
、
後
期
の
そ
れ
と
し
て
、
天
、
鬼
を
、
儒
家
と
の
対
比
の
た
め
に

礼
を
考
え
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
、
各
篇
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
（
表
1
・
各
課
の
配
列
順
序
は
渡
辺
氏

の
見
解
に
よ
る
）
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
悉
曇
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
く
み
た
て
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
い
く
つ

か
の
特
微
を
大
ま
か
に
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
節
用
上
篇
ま
で
の
初
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
、
一
つ
の
主
張
が
少
数
の
概
念
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以

後
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
こ
の
表
の
内
容
面
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
他
次
の
よ
う
な
諸
点
に
気
が
つ
く
。

　
①
乱
・
聖
王
と
い
っ
た
概
念
が
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
転
換
点
で
や
や
減
少
し
、
後
期
に
な
っ
て
再
び
増
加
し
て
い
る
こ
と
、

　
②
義
が
利
や
愛
の
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
ず
、
単
独
で
主
張
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
、

　
③
こ
れ
に
つ
い
で
、
利
が
義
と
か
愛
と
か
の
概
念
と
き
り
は
な
さ
れ
て
、
単
独
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
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鬼 礼

表1．墨子十論二十三篇の概念の分布（墨子引喩，恰仏燕京による）

仁1徳1乱1聖≡El愛1義」利1兼1割i天

1

1

1
　
　
　
　
1
　Q
り

バ
リ
　

2

5
1
7
6
8
6
6
1
2
7
7

1

3
2
2
3
　
3
6
2
3
4
0
2
　
7
7
1
2
4
1
4
5
5
8

14

@
　
1
　
　
3

6
　
　
　
　
9
臼

1
　
　
1

5

3

9

51

9

13

4
　
Q
り
　
1
　
　
2

10

P
　
1
4
6
5
2
7
2
9
1
4
1
1
1
5
1
1
1
2
1
0
1
0
2
2
3
1
2
7
1
4
1
1

17

P4

1
1
0
　
1
0
1
4
1
2
0
2
3
　
1
3
2
0
2
5
4
1
1
1
1

29

27

P
　
　
1
6
　
　
2
　
　
9
　
　
1
1
1
4
13

@
　
1

1

10

Q
　
3
2
4
1
1
　
4
1
8
3
3
1
0
1
6
3
3
4
2
1
8

18

H
1
1

3
4
　
5
2
4
5
4
3

14

R
6
7
5
1
9
3

3

－
　

戸
D

1

1
　
1
　
　
1
　8
　
　
　
　
3
　1

6
0
　
　
　
　
ρ
D

3
2
　
3
1
1
1
6
3

14

P3

P
1
7
　
　
2

兼愛上
非攻上
尚賢上
兼愛中
非攻中
節用上
兼愛下
非攻下
節用中
尚岡上
天志上
尚賢下
尚同下
天志下
非楽上
節葬下
天田中
尚「司中

非命上
尚賢中
非命中
興命中
明鬼下

　
④
最
末
期
に
は
、
利
義
の
両
概
念
が
ほ
と
ん
ど
き
え

　
　
さ
り
、
代
り
に
乱
・
聖
王
・
天
・
鬼
等
の
概
念
が
で

　
　
て
く
る
こ
と
、

　
⑤
礼
の
概
念
が
全
く
と
と
り
い
れ
ら
れ
ず
、
礼
に
無

　
　
関
心
（
ほ
と
ん
ど
反
擾
さ
え
な
い
）
で
あ
る
こ
と
、

　
以
上
の
現
象
を
ふ
ま
え
て
初
期
墨
家
の
著
作
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
兼
愛
上
、
非
攻
上
、
尚
賢
上
の
三
篇
の
本
文

に
立
ち
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
内
容
と
関
連
の
し
か

た
を
み
て
み
よ
う
。

　
へ
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
1
　
兼
愛
上
篇
で
は
「
聖
人
以
上
天
下
為
事
者
也
」
と
r

　
〔

い
う
テ
ー
マ
を
、
冒
頭
・
中
ほ
ど
・
結
末
と
三
回
に
わ
た

っ
て
く
り
か
え
し
、
最
後
に
「
故
天
下
兼
相
愛
則
治
、
相

論
則
乱
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
乱
の
原
因
と
し

て
「
脇
人
自
利
」
が
、
治
の
原
因
と
し
て
「
兼
相
愛
」
が

と
か
れ
る
。

　
非
攻
上
篇
で
は
、
同
じ
「
三
人
自
利
」
に
「
不
義
」
「
不

仁
」
と
い
う
表
現
が
与
え
ら
れ
、
仁
・
義
の
概
念
に
は
じ

め
て
墨
家
的
内
容
が
与
え
ら
れ
た
。

　
尚
賢
上
篇
で
は
〃
義
”
〃
賢
”
〃
徳
”
を
規
準
に
良
士
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義の観念の社会的展開について（佐竹）

を
起
用
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
起
用
す
る
主
体
は
、
　
〃
王
公
大
人
”
で
あ
り
〃
聖
王
1
1
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
い
わ
ば
、
社
会
の
発
展

・
秩
序
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
肇
王
が
措
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
論
語
の
場
合
に
は
塁
人
の
み
が
内
題
と
さ
れ
、
聖
王
の
語
は
あ
ら
わ
れ

ず
ハ
孟
子
の
場
合
に
も
聖
王
の
語
は
少
な
い
。
こ
れ
は
墨
家
が
儒
家
の
制
約
を
こ
え
て
政
治
・
社
会
に
対
す
る
眼
を
み
ひ
ら
い
て
い
く
過
程
で

前
二
篇
で
、
墨
家
的
な
仁
義
の
関
連
が
で
き
あ
が
り
、
更
に
、
聖
人
↓
聖
王
の
概
念
の
発
展
を
媒
介
と
し
て
、
社
会
の
生
産
の
安
定
・
発
展
が

意
識
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
〃
義
”
の
観
念
を
中
心
に
い
え
ば
、
こ
の
三
篇
は
、
墨
家
が
の
ち
に
独
自
の
利
の
観
念
を
定
立
し
、

そ
れ
と
の
関
連
で
義
の
概
念
を
整
備
す
る
前
史
と
い
え
よ
う
。

　
碗
　
兼
愛
中
下
篇
、
非
攻
中
篇
、
節
用
上
篇
の
四
篇
の
段
階
、

　
〔

　
墨
家
的
な
社
会
的
な
利
の
観
念
が
定
立
さ
れ
る
の
は
こ
の
段
階
で
あ
る
。
ま
ず
本
文
で
の
墨
子
の
言
と
し
て
の
テ
ー
マ
設
矩
が
、
四
篇
中
三

篇
ま
で
、
社
会
的
な
利
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
兼
愛
中
篇
、
冒
頭
門
網
入
之
所
以
為
事
者
、
竃
湯
天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
、
以
此
為
事
者
也
」
、
結
末
「
当
兼
仁
愛
、
愚
論
利
、
此
聖
王

之
法
、
天
下
之
治
道
也
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
兼
愛
下
篇
、
冒
頭
「
仁
人
之
事
老
、
必
務
影
響
天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
」
結
末
「
当
若
兼
之
不
可
不
行
也
、
此
聖
王
之
道
而
万
民
之
大
利

也
」

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
。
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
。

　
節
用
上
篇
、
冒
頭
「
聖
人
為
政
、
一
国
可
中
幅
し
結
末
「
去
無
用
之
（
費
？
）
、
聖
王
弾
道
、
天
下
之
大
利
濡
し

　
非
攻
中
篇
の
み
こ
う
し
た
明
確
な
形
式
は
な
い
が
、
蓑
で
み
て
も
、
利
の
他
に
は
重
要
な
概
念
が
見
当
ら
な
い
か
ら
こ
こ
に
い
れ
て
よ
い
と

思
う
。
な
お
十
論
二
十
三
篇
中
、
こ
う
し
た
テ
ギ
”
、
設
定
が
あ
る
の
は
、
こ
の
他
に
は
非
楽
上
篇
の
み
で
あ
る
。
但
し
「
天
下
の
利
を
興
し
、

害
を
除
く
」
と
い
う
部
分
だ
け
を
と
り
だ
す
と
、
以
後
の
諸
芸
の
定
り
文
句
と
な
る
。

　
さ
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
一
括
し
て
考
え
る
と
、
利
を
主
張
す
る
特
徴
的
な
論
理
は
ほ
ぼ
次
の
三
つ
に
し
ぼ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
の
第
一
、
は
、
節
用
上
篇
・
非
攻
中
篇
に
み
る
よ
う
な
戦
争
に
よ
る
人
民
生
活
の
破
壊
へ
の
非
難
、
，
兼
愛
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
強
が
弱
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を
、
衆
が
寡
を
、
富
が
貧
を
、
貴
が
賎
を
、
詐
が
愚
を
侵
害
す
る
階
級
社
会
の
現
実
へ
の
非
難
。
墨
家
は
こ
れ
ら
の
現
実
を
非
と
し
、
こ
う
し

た
状
況
を
排
除
し
た
所
に
利
の
観
念
を
想
定
し
、
こ
こ
に
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を
安
定
さ
せ
、
互
に
利
し
あ
い
、
社
会
全
体
の
発
展
を
来

し
う
る
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
え
が
く
。

　
第
二
に
は
、
非
平
中
に
、
土
地
よ
り
も
人
民
を
重
視
し
、
節
用
中
篇
に
人
口
の
減
少
に
注
意
す
る
点
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
一
種
の
勤
労
主
義

で
あ
る
。

　
第
三
は
、
こ
う
し
た
利
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
の
仁
人
・
聖
王
・
聖
人
（
こ
れ
ら
の
諸
篇
で
は
聖
人
と
い
う
こ
と
ば
も
聖
王
と
ほ
ぼ
同
義

に
つ
か
っ
て
い
る
）
の
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
主
張
は
互
に
関
連
を
も
っ
て
い
る
が
、
兼
愛
中
篇
に
力
説
す
る
よ
う
な
万
人
を
利
す

る
禺
の
よ
う
な
聖
王
の
設
定
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
現
実
の
階
級
関
係
を
こ
え
て
、
勤
労
的
精
神
の
上
に
、
相
利
し
あ
い
、
全
体
の
利
益
と
個

の
利
益
が
合
致
す
る
発
展
的
社
会
を
構
想
し
え
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
、
利
の
主
張
を
社
会
思
想
と
し
て
定
着
さ
せ
る
ニ
ガ
リ
の
如
き
役

割
を
果
し
て
い
る
。

　
か
く
て
、
こ
の
四
篇
の
段
階
で
、
中
心
的
な
概
念
と
し
て
利
が
と
か
れ
、
墨
家
的
な
利
の
観
念
が
確
立
し
た
。
同
時
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
の
四
篇
に
あ
っ
て
は
、
兼
愛
下
篇
の
他
者
の
墨
家
に
対
す
る
批
判
の
言
の
中
に
義
が
一
例
で
て
く
る
の
み
で
他
に
は
義
と
い
う
コ
ト
バ
自
体

が
見
当
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
篇
で
利
を
よ
し
と
し
て
、
利
を
中
心
に
そ
の
主
張
を
す
す
め
て
き
た
以
上
、
利
を
実
現
す
る
こ
と

が
義
で
あ
る
と
す
る
以
後
の
墨
家
の
主
張
は
当
然
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
、
利
の
み
を
主
張
す
る
こ
の
時
期
が
あ
っ
た
こ

と
は
、
墨
家
の
義
が
儒
家
の
義
の
概
念
の
流
用
を
こ
え
て
す
す
ん
だ
こ
と
の
表
現
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
間
に
聖
王
概
念
を
媒
介
と
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
墨
家
的
な
利
義
統
一
観
念
の
難
産
と
挫
折
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
コ

　
盃
　
非
攻
下
篇
、
尚
同
上
篇
、
天
志
上
篇
の
段
階
、

　
〔

　
墨
家
的
な
義
が
は
じ
め
て
表
面
に
で
て
く
る
の
が
こ
の
段
階
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
点
で
、
墨
家
の
内
部
分
裂
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て

く
る
。
こ
の
三
篇
の
中
で
、
墨
家
の
正
統
派
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
展
開
さ
れ
た
論
理
を
ひ
き
つ
い
で
発
展
さ
せ
、
墨
家
的
な
利
義
桐
関
の
立
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義の観念の社会的展開について（佐竹）

場
を
う
ち
た
て
た
の
は
非
攻
下
篇
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
非
攻
が
利
で
あ
り
義
で
あ
る
と
い
う
に
つ
き
る
が
、
す
で
に
個

の
利
と
社
会
の
利
、
個
の
義
と
社
会
の
義
の
分
裂
の
中
で
、
利
義
相
関
を
主
張
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
非
攻
下
篇
が
こ
の
困
難
を
の
り
き

る
た
め
に
と
っ
た
の
が
、
　
〃
聖
王
”
の
概
念
の
方
向
を
さ
ら
に
延
長
さ
せ
た
〃
天
”
〃
鬼
μ
の
概
念
の
主
張
で
あ
る
。

　
そ
し
て
〃
聖
王
の
道
”
か
ら
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
〃
天
”
〃
鬼
”
を
も
ち
だ
し
て
門
其
上
中
天
之
利
、
而
中
中
鬼
之
利
、
而
下
中
人
之
利
］

と
い
う
〃
鋭
利
”
の
説
を
と
き
、
三
曹
を
実
現
す
る
こ
と
が
〃
義
”
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
前
四
篇
の
利
の
論
理
の
未
成
熟
な
、
屈
折
し
た

発
展
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
段
階
及
び
こ
れ
以
後
の
状
況
を
通
観
し
て
、
利
義
相
関
の
観
点
か
ら
墨
家
の
主
張
を
整
理
す
る
と
、
も
し
大
胆
に
そ
の
端
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

特
徴
を
と
ら
え
て
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
次
の
三
派
に
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
　
宗
教
的
利
義
統
一
論
、
乱
髪
下
篇
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
特
微
を
拡
大
し
て
天
蓋
下
等
に
ひ
き
つ
が
れ
る
。

　
㈲
　
権
力
的
弓
＝
兀
論
、
尚
同
諸
篇
が
典
型

　
㈲
　
勤
労
的
利
一
元
論
、
非
楽
上
篇
が
典
型

　
㈲
の
場
合
に
は
、
天
・
鬼
、
三
論
の
設
定
の
線
を
さ
ら
に
す
す
め
「
林
谷
幽
門
」
に
お
い
て
も
か
な
ら
ず
人
の
行
為
を
知
る
天
に
、
利
義
の

統
一
者
の
役
割
を
あ
て
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
義
な
る
も
の
は
政
な
り
、
下
の
上
を
寄
す
る
に
孕
る
な
く
、
必
ら
ず
上
の
下
を
黙
す
る
に
従
る

べ
し
」
と
し
な
が
ら
、
そ
の
最
も
〃
上
”
に
天
を
お
い
て
、
人
民
の
要
求
と
怨
瑳
を
屈
折
し
た
形
で
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
尚
同
篇
は
現
実
の
階
級
矛
盾
を
〃
十
人
十
義
”
個
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
（
一
義
）
を
主
張
し
、
他
を
攻
撃
す
る
こ
と
か
ら

く
る
と
し
て
〃
天
下
の
義
を
一
に
す
る
”
支
配
者
の
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
が
そ
の
唯
一
の
克
服
の
道
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
は
〃
十
人
十

義
”
の
世
界
を
「
君
臣
上
下
長
幼
の
節
無
く
、
父
子
兄
弟
の
礼
無
し
」
と
儒
家
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
批
判
し
て
い
る
。

　
一
方
勤
労
主
義
的
方
向
で
は
、
利
義
統
一
の
立
場
を
す
て
る
こ
と
に
よ
り
一
層
自
由
な
発
展
が
見
ら
れ
る
。
非
楽
上
篇
を
と
っ
て
み
る
と
、

コH
の
段
階
の
三
篇
と
ほ
ぼ
同
様
の
テ
ー
マ
設
定
を
し
た
あ
と
、
そ
の
論
理
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
動
物
と
人
類
を
労
働
の
有
無
で
も
っ
て
区
別

〔
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す
る
ま
で
に
及
ん
だ
。
こ
れ
は
重
要
な
認
識
で
は
あ
っ
た
が
、
周
篇
は
つ
づ
い
て
、
士
君
子
が
関
市
沢
梁
の
税
を
お
さ
め
る
の
も
、
農
民
が
労

働
す
る
こ
と
も
、
同
じ
く
「
分
」
に
応
じ
た
労
働
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
儒
家
こ
と
に
葡
子
の
論
理
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ
う

し
て
、
支
配
者
の
支
配
の
た
め
の
労
働
と
、
勤
労
者
の
自
然
を
対
象
と
す
る
労
働
を
完
全
に
等
置
す
る
こ
の
論
理
は
、
こ
の
後
、
尚
賢
中
、
節

葬
下
、
天
志
ヰ
、
非
命
下
等
の
各
篇
に
う
け
つ
が
れ
、
権
力
主
義
的
方
向
と
勤
労
的
方
向
を
媒
介
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
墨
家
に
あ
っ
て
さ
え
、
利
の
実
現
を
義
と
す
る
論
理
は
完
全
な
形
で
は
成
立
せ
ず
に
終
り
、
そ
こ
に
墨
家
集

団
の
論
理
的
弱
さ
、
階
級
的
限
界
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
後
期
墨
家
の
著
作
で
あ
る
経
上
篇
四
十
に
は
「
義
利
也
」
と
い
う
が
、

そ
れ
に
対
応
す
る
経
説
上
篇
四
十
工
に
は
「
義
、
志
以
天
下
為
券
、
而
能
々
利
之
、
不
必
用
」
と
い
い
、
経
説
上
篇
四
十
に
「
利
所
導
管
喜
也
」
、

同
じ
く
こ
れ
に
対
応
す
る
経
説
上
篇
四
十
二
に
は
「
利
、
得
是
而
喜
、
則
是
利
也
、
其
害
也
非
是
也
」
と
い
う
。

　
こ
こ
で
は
「
義
は
利
す
る
こ
と
な
り
」
と
直
書
し
て
利
義
相
関
を
明
確
に
定
義
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
ま
か
く
み
る
と
「
志
ざ
す
に
天

下
を
以
っ
て
券
と
な
し
」
　
「
必
ら
ず
し
も
用
い
ず
」
と
は
さ
な
が
ら
孟
子
の
言
葉
つ
き
で
あ
る
し
、
利
を
「
得
て
喜
ぶ
も
の
」
と
き
わ
め
て
主

観
的
に
定
義
し
て
い
る
点
も
、
墨
家
本
来
の
客
観
的
な
利
の
と
ら
え
方
を
は
な
れ
て
儒
家
の
立
場
に
近
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
い
わ
ば
「
義
利
也
」
の
命
題
は
、
本
来
の
墨
家
の
基
盤
、
立
場
の
上
で
は
十
全
に
成
立
せ
ず
、
表
帯
上
成
立
し
た
時
は
、
利
の
観
念
の
後
退

と
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

①
た
と
え
ば
、
塗
沫
若
馬
は
、
進
歩
的
儒
家
に
対
し
て
復
古
反
動
的
と
し
（
十
批

　
判
書
）
、
漏
友
蘭
氏
は
手
工
業
者
の
進
歩
的
な
思
想
と
し
（
中
国
哲
学
史
）
、
関
鋒

　
氏
ら
は
小
生
産
者
一
般
の
進
歩
的
思
想
と
し
、
（
中
華
文
史
論
叢
六
）
、
板
野
長
八

　
氏
は
法
家
と
側
面
を
共
通
す
る
専
制
主
義
の
理
論
と
す
る
（
中
国
古
代
に
お
け
る

　
人
間
観
の
農
開
）

②
渡
辺
卓
「
『
墨
子
』
諸
篇
の
著
作
年
代
」
（
東
洋
学
報
四
五
の
三
・
四
）
、
「
墨
家

　
の
兵
技
巧
書
に
つ
い
て
」
　
（
東
京
支
那
学
報
三
）
　
「
墨
家
思
想
」
　
（
講
座
東
洋
思

　
想
四
）

③
こ
の
部
分
は
墨
子
の
言
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

④
こ
れ
は
あ
く
ま
で
論
理
的
整
理
に
止
っ
て
、
渡
辺
避
難
②
論
文
、
こ
と
に
「
墨

　
家
思
想
」
の
よ
う
に
、
歴
史
的
分
析
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
。
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義の観念の社会的展開について（佐竹）

五
翻
戦
国
儲
家
に
お
け
る
義
の
観
念
－
特
に
甲
子
の
利
義
統
一
i

　
墨
家
の
出
現
以
後
に
お
い
て
、
こ
れ
と
対
応
し
な
が
ら
、
儒
家
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
孟
子

と
孝
子
が
あ
げ
ら
れ
る
。
当
面
の
問
題
に
関
し
て
孟
子
が
儒
家
に
寄
与
し
た
の
は
、
仁
義
の
根
拠
を
主
観
に
も
と
め
る
観
念
論
的
立
論
で
あ
る
。

渡
辺
氏
が
仁
義
の
併
称
は
む
し
ろ
初
期
墨
家
に
盗
る
と
さ
れ
て
い
る
の
を
思
え
ば
、
孟
子
は
墨
家
の
立
論
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
観
念
論
的
浄
化

に
力
を
そ
そ
い
だ
と
い
え
よ
う
。

　
彼
は
仁
義
を
心
に
先
験
的
に
根
ざ
す
と
し
（
公
孫
丑
上
篇
・
尽
心
篇
）
、
従
っ
て
仁
義
を
内
な
る
も
の
と
し
（
告
子
篇
）
、
そ
の
利
と
の
対
立
を
孔

子
以
上
に
明
確
に
主
張
し
て
い
る
（
梁
恵
王
篇
、
里
子
篇
）
。
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
が
孔
子
の
学
統
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
墨
家
に
対
抗
で
き
る
だ

け
の
論
理
を
治
者
の
立
場
か
ら
築
き
あ
げ
よ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
点
で
当
面
の
義
と
の
関
係
で
い
う
と
、
公
孫
丑
上
篇
・
笹
子
篇
の
有
名
な
四
徳
の
説
が
注
目
さ
れ
る
。
　
す
な
わ
ち
公
孫
丑
上
篇
で
は

「
董
悪
仁
心
、
義
之
端
々
」
　
「
辞
譲
之
心
、
礼
之
端
也
」
と
い
い
、
草
子
篇
で
は
「
景
趣
之
心
、
義
也
」
　
「
恭
敬
之
心
、
礼
也
」
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
、
尽
心
篇
に
「
奄
々
仁
也
、
敬
長
義
也
」
と
あ
っ
て
、
義
は
〃
差
悪
毒
心
”
で
あ
る
と
と
も
に
〃
敬
長
”
で
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
礼
と
義
が
ほ
ぼ
同
意
に
つ
か
わ
れ
て
く
る
こ
と
か
ら
く
る
舌
た
ら
ず
の
言
い
方
と
も
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
〃
蓋
悪
意
心
”
と

〃
敬
”
〃
礼
μ
と
は
例
え
ば
、
　
〃
測
隠
の
心
”
と
〃
仁
”
の
よ
う
に
は
直
接
的
に
結
び
つ
か
な
い
。
こ
こ
で
思
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
墨

家
が
、
初
期
の
兼
愛
上
篇
に
お
い
て
、
　
〃
学
人
自
利
”
を
不
義
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
孟
子
の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
う
け

て
、
　
〃
膓
人
自
利
”
に
対
す
る
〃
蓋
悪
の
心
”
を
義
の
出
発
点
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
方
か
れ
に
と
っ
て
は
、
現
実
の
窟
臣
関
係
は
、

こ
の
よ
う
な
不
義
を
抑
圧
す
べ
き
も
の
、
抑
圧
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
君
臣
関
係
に
み
あ
う
礼
涯
敬
を
、
義
を
通
じ
て
〃
差
悪

垂
心
”
に
ま
で
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
〃
義
は
路
な
り
”
（
万
章
篇
）
〃
義
は
人
の
路
な
り
”
（
告
子
篇
）
と
す
る
普
遍
的
な
義
の

論
理
が
構
築
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
〃
口
が
味
わ
い
”
〃
耳
が
き
き
”
〃
眼
が
見
る
”
と
同
じ
自
然
の
働
き
と
さ
え
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
告
子
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篇
）
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
て
義
の
端
緒
を
素
馨
の
心
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
倫
の
普
遍
的
道
徳
と
し
て
義
の
観
念
を
定
立
し
た
と
し
て

も
、
現
実
の
徳
目
た
る
義
が
君
臣
関
係
の
道
徳
た
る
敬
に
復
帰
せ
し
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
君
臣
関
係
に
入
る
べ
き
士
．
君
子
の

立
場
が
明
瞭
に
反
映
し
て
い
る
っ

　
た
と
え
ば
離
婁
篇
に
「
朝
不
信
道
、
工
不
信
度
、
君
子
犯
義
、
小
人
犯
罪
、
国
之
所
存
老
幸
也
」
と
い
う
ご
と
く
、
義
を
犯
す
も
の
は
君
子

で
あ
，
っ
て
、
義
は
庶
民
の
与
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
離
婁
篇
に
は
「
大
入
者
、
言
不
芳
信
、
行
不
必
果
、
惟
義
之
所
在
」
と
あ
っ
て
、

義
は
言
行
の
信
頼
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
条
が
論
語
の
子
等
第
十
三
の
同
様
の
表
現
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
様
の
言
の
発
せ
ら
れ
た
背
景
と
重
点
の

お
き
か
た
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
少
な
く
な
い
相
異
が
み
い
だ
さ
れ
る
。

　
「
子
貢
即
日
、
行
何
如
斯
口
早
士
爽
。
子
田
、
行
己
有
恥
、
不
辱
君
命
、
可
謂
土
　
。
日
、
敢
問
其
次
、
日
、
宗
族
称
孝
焉
、
郷
党
称
弟
焉
。

日
、
難
問
其
次
。
日
、
野
望
信
、
諸
相
果
、
黒
々
然
小
人
哉
、
抑
可
以
為
次
　
。
田
、
今
之
従
政
者
黒
蓋
。
憶
、
斗
管
諸
人
、
何
足
算
哉
」

　
こ
こ
で
は
最
上
の
士
は
自
己
の
行
動
そ
の
も
の
が
正
し
く
、
中
位
の
士
は
身
近
の
人
間
に
信
頼
さ
れ
、
下
位
の
士
は
、
眼
界
の
せ
ま
さ
は
あ

っ
て
も
、
言
行
に
信
頼
が
お
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
、
斗
管
の
人
と
さ
れ
る
当
代
の
〃
従
政
者
”
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
論
語

の
文
脈
か
ら
い
え
ば
〃
言
必
信
、
行
必
果
”
と
い
う
の
は
、
そ
れ
な
り
に
重
要
な
徳
目
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
止
っ
て
い
て
は
、
大
局

的
に
み
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
孟
子
が
、
義
の
あ
る
と
こ
ろ
、
言
行
ま
こ
と
な
ら
ざ
る
も
可
と
す
る
の
は
〃
言
必
信
、
行
必

果
”
の
墨
家
の
義
を
念
頭
に
お
い
て
、
鴛
子
の
義
は
庶
民
の
判
断
を
こ
え
た
も
の
と
す
る
発
言
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
離
婁
篇
に
「
非
礼
之
礼
、

非
義
之
義
、
大
人
視
蓋
」
と
い
う
の
も
一
方
で
は
、
伝
統
的
な
礼
義
の
現
代
的
解
釈
の
要
請
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
か
ら
み
る
と
、
墨
家
の

義
を
、
君
子
の
立
場
か
ら
、
不
義
の
義
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
要
す
る
に
、
孟
子
の
教
説
に
あ
っ
て
は
、
義
を
主
観
に
根
拠
づ
け
て
、
普
遍
的
徳
目
と
し
て
主
張
す
る
一
方
、
義
を
つ
か
み
拡
充
し
う
る
存
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、

義の観念の社会的展開について（佐竹）

在
と
し
て
、
利
を
こ
え
た
容
子
を
お
し
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
墨
家
の
主
張
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
　
一
方
的
に

利
義
の
相
克
と
義
の
優
位
性
が
設
定
さ
れ
、
論
語
に
お
い
て
は
、
和
の
論
理
で
も
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
把
握
さ
れ
て
い
た
現
実
社
会
の
矛
虐
に

対
す
る
追
求
さ
え
忘
れ
さ
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
儒
家
の
立
揚
に
立
ち
な
が
ち
従
来
の
儒
墨
抗
争
を
正
揚
す
る
論
理
を
提
供
し
た
の
が
荷
子
で
あ
る
。

　
非
十
二
子
篇
で
、
筍
子
は
孟
子
を
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
主
旨
は
、
孟
子
が
孔
子
の
学
説
を
好
き
か

っ
て
に
あ
や
ま
り
伝
え
、
そ
の
説
に
は
〃
統
”
　
（
学
的
一
貫
性
）
が
な
く
、
類
（
客
観
的
分
析
）
が
な
く
、
観
念
と
弁
舌
の
遊
戯
に
堕
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、
儒
家
の
学
統
を
堕
落
さ
せ
た
も
の
に
対
す
る
怒
り
と
学
統
を
つ
ぐ
も
の
と
し
て
の

自
負
は
あ
っ
て
も
、
敵
対
的
な
語
気
は
な
い
。

　
一
方
、
同
篇
の
墨
家
批
判
は
「
不
知
一
天
下
之
下
話
、
上
功
用
、
大
倹
約
、
而
優
差
等
、
曽
不
足
以
調
弁
異
、
県
翼
臣
。
然
幽
間
之
有
故
、

悔
言
之
成
理
、
足
以
欺
惑
愚
衆
。
是
再
婚
宋
鉦
也
」
と
い
う
。
前
半
は
、
墨
家
の
階
級
的
秩
序
の
無
視
を
非
難
す
る
が
、
同
様
の
発
言
は
極
め

て
多
い
。
曲
論
に
「
墨
子
之
於
道
也
、
猶
濡
羽
於
黒
白
也
、
猶
聾
之
悪
露
濁
也
」
と
墨
家
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
逆
用
し
て
癖
墨
と
罵
倒
し
、
天
論

に
「
政
令
不
施
」
と
き
め
つ
け
る
な
ど
、
専
ら
こ
の
点
に
批
判
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
後
半
は
、
墨
家
の
主
張
の
そ
れ
な
り
の
合

理
性
説
得
性
を
み
と
め
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
敵
対
的
性
格
を
確
認
し
て
い
る
。

　
筍
子
の
墨
家
批
判
は
、
社
会
秩
序
の
価
値
の
肯
定
を
軸
と
し
て
〃
和
”
と
〃
分
”
の
論
理
を
も
っ
て
、
社
会
秩
序
旺
義
と
い
う
論
理
を
く
み

た
て
、
墨
家
の
弱
点
（
社
会
思
想
と
し
て
の
未
成
熟
性
）
を
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
儒
家
の
立
場
か
ら
す
る
利
義
統
一
の
主
張
で
あ
り
、
墨
家

の
十
人
十
義
、
百
人
百
義
の
世
界
の
止
揚
で
あ
る
。

　
す
で
に
墨
家
が
労
働
の
立
場
か
ら
人
皇
の
本
質
を
規
定
し
た
の
に
対
し
て
、
筍
子
は
労
働
の
あ
り
方
、
労
働
を
め
ぐ
る
社
会
関
係
か
ら
人
間

の
本
質
を
規
定
す
る
。
王
制
篇
に
い
う
「
水
火
有
気
而
無
生
。
草
木
有
生
而
無
知
、
禽
獣
有
知
而
無
義
。
人
有
気
有
生
有
意
、
亦
且
有
義
、
故

最
為
天
下
貴
也
。
力
不
若
宮
、
走
不
若
馬
、
而
馬
牛
襲
用
何
也
。
間
、
人
能
群
、
彼
不
能
群
也
。
人
何
以
歯
群
、
日
分
。
分
何
以
能
行
、
日
義
。
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故
義
盗
分
則
和
、
和
則
一
、
一
則
多
力
…
…
不
可
少
頃
心
落
義
之
謂
也
。
」
　
こ
こ
で
は
人
間
の
本
質
を
集
団
的
社
会
的
存
在
と
し
て
の
面
に
も

と
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
秩
序
の
原
理
を
礼
義
と
し
、
そ
れ
を
人
間
の
本
質
の
規
定
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
集
団
が
秩
序
を
必
要
と
す
る
と

い
う
抽
象
的
主
張
の
中
に
、
秩
序
1
一
礼
義
と
し
て
、
現
実
の
階
級
的
秩
序
を
、
す
べ
り
こ
ま
せ
て
い
る
。
筍
子
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
い
く
つ

か
の
要
素
か
ら
な
り
て
い
る
。
第
一
は
人
間
の
社
会
は
統
一
的
な
群
を
つ
く
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
、
第
二
は
そ
の
群
が
な
り
た
っ
た
め
に
は
、

一
種
の
分
業
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
分
業
を
統
一
す
る
秩
序
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
は
そ
の
秩
序
が
、
礼
義
と
い
う
コ
ト
パ
で
あ
ら
わ
せ
ら
れ
る

現
実
の
秩
序
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
第
一
第
二
の
論
点
に
は
墨
家
の
主
張
の
再
整
理
と
し
て
の
面
が
感
じ
ら
れ
る
。
王
覇
篇
は
こ
の
点
を
恐
ら
く
よ
り
原
型
に
近
い

形
で
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
礼
義
の
分
を
守
る
こ
と
が
、
百
工
の
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
、
礼
法
の
枢
要
で
あ
る
と
の
べ
た
あ
と
で

「
然
後
、
農
分
田
雪
面
、
質
分
貨
而
販
、
百
工
分
事
而
勧
、
土
大
夫
分
職
而
聴
、
建
国
諸
侯
掛
竿
、
分
土
而
守
、
三
公
総
方
而
議
、
則
天
子
共

己
而
止
夷
。
」
と
い
う
。
．
こ
こ
に
は
分
つ
こ
と
ー
ー
分
業
が
そ
の
ま
ま
そ
の
分
た
れ
た
も
の
の
「
分
」
で
あ
る
と
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、

後
期
墨
家
の
、
治
者
の
労
働
も
、
勤
労
老
の
労
働
も
、
全
体
と
し
て
社
会
を
構
成
す
る
等
質
の
一
部
分
と
す
る
議
論
を
、
儒
家
的
な
礼
義
の
世

界
に
ひ
き
い
れ
た
あ
と
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
王
制
篇
に
「
露
天
量
地
而
上
下
累
差
、
明
王
之
始
立
頭
処
国
有
制
。
夫
両
置
之
不
能
相
事
、
両
賎
之
不
能
相
姦
、
是

天
下
数
也
」
と
儒
家
の
見
解
を
冷
酷
な
ま
で
に
明
確
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
礼
論
客
に
「
礼
起
於
何
也
。
日
、
人
生
而
有
欲
、
欲
而
不
得
、

則
不
能
無
地
。
求
而
立
度
量
分
界
、
翔
不
能
不
争
。
争
期
乱
、
乱
則
窮
。
先
王
悪
其
乱
也
、
故
制
礼
義
以
分
之
、
以
養
鶏
之
欲
、
給
人
之
求
。

江
原
必
不
評
編
物
、
物
量
不
屈
予
欲
、
両
者
相
持
長
長
、
是
礼
之
所
以
養
也
」
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
穴
子
が
こ
の
よ
う
に
冷
静
に
階
級
秩
序

の
価
値
を
主
張
し
た
背
景
に
は
、
重
沢
俊
郎
氏
が
「
筍
況
研
究
」
　
（
周
漢
思
想
研
究
）
以
来
主
張
さ
れ
て
い
る
、
葡
子
の
生
産
力
発
展
に
対
す
る

確
信
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
富
国
篇
で
は
、
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て
「
寺
分
老
天
下
之
本
利
也
、
葡
人
君
者
所
以
管
分
之
枢
要
也
」
と
の
べ
て
、
分
（
1
1
礼
義
）
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義の観念の社会的展開について（佐竹）

が
利
の
大
本
で
あ
る
と
し
、
正
名
篇
に
は
「
正
利
而
為
、
謂
之
事
、
正
義
而
為
、
謂
之
行
」
と
い
い
、
人
間
の
本
来
の
行
為
と
は
、
義
・
利
を

正
し
く
把
握
す
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
聖
子
に
あ
っ
て
は
、
義
・
利
の
閣
係
は
見
事
に
統
一
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
義
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
が
生
じ
る
ザ
義
は
利
の

保
障
で
あ
る
と
す
る
観
念
が
貫
か
れ
、
し
か
も
利
は
望
ま
し
い
も
の
と
す
る
見
方
も
す
て
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
主
張
は
整
っ
た
形
で

は
中
国
思
想
史
で
も
は
じ
め
て
の
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
春
秋
左
氏
伝
に
は
、
義
が
利
の
本
で
あ
る
と
す
る
需
が
、
超
時
代
的
に
頻
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
津
田
左
右
吉
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
世
の
仮
托
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
問
題
は
こ
う
し
た
筍

子
の
所
説
が
墨
家
の
そ
れ
を
と
り
い
れ
て
、
そ
れ
を
儒
家
の
立
場
か
ら
の
り
こ
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
二
子
は
春
秋
戦
国
時
代
の
思
想
の
集
大
成
老
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
最
高
の
唯
物
論
老
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
か
な
り
一
般
的
で
あ

り
、
義
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
留
保
を
つ
け
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
萄
子
の
立
場
は
明
確
に
治
者
の
そ

れ
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
た
一
般
的
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
墨
家
の
主
張
は
、
つ
い
に
十
分
開
花

す
る
こ
と
な
く
挫
折
し
た
と
は
い
え
、
手
工
業
者
を
は
じ
め
と
す
る
小
生
産
者
の
立
場
を
貫
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
い
え
ば
皿
期

以
後
の
諸
篇
に
お
い
て
、
そ
の
主
張
が
い
よ
い
よ
屈
折
拡
散
し
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
集
権
的
官
僚
制
の
発
達
の
中
で
の
小
生
産
者
層

の
弱
さ
、
視
野
の
せ
ま
さ
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
銀
子
以
前
で
は
、
そ
の
主
張
の
高
さ
に
お
い
て
も
、
勢
力
に
お
い
て
も
墨
家
は
十
分
に

儒
家
に
対
抗
し
え
た
。
孟
子
公
孫
丑
上
篇
の
「
北
宮
罰
之
養
長
言
」
で
始
ま
る
有
名
な
説
話
で
は
、
孟
客
舎
の
守
気
、
曽
子
の
守
約
が
価
値
あ

る
も
の
と
し
て
え
が
か
れ
「
孟
施
満
腔
曽
子
、
北
宮
鰍
老
子
夏
」
と
儒
家
の
中
で
さ
え
、
こ
う
し
た
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。
孟
子
自
身
は
「
其
嵐
気
也
、
配
義
黒
道
、
諾
諾
鍛
也
」
と
、
こ
の
説
話
を
自
分
の
立
場
か
ら
し
め
く
く
っ
て
は
い
る
が
、
こ
う
し

た
守
気
・
守
約
の
風
が
古
い
共
同
体
的
関
係
か
ら
と
き
は
な
た
れ
た
個
人
の
、
再
結
合
の
〃
義
”
と
し
て
〃
春
秋
中
期
以
後
の
下
級
武
士
の
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

俗
的
規
範
と
生
活
感
情
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
”
と
す
る
と
、
孟
子
の
と
く
義
は
い
か
に
も
ひ
よ
わ
な
感
を
与
え
る
。
こ
う
し
た
墨
家
が
挫
折

し
、
儒
家
の
中
で
は
も
っ
と
も
社
会
的
視
野
を
も
っ
た
筍
子
が
、
生
産
力
発
展
を
是
と
す
る
楽
観
的
立
場
を
貫
き
な
が
ら
、
戦
国
時
代
の
思
想
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を
大
成
し
た
所
に
、
こ
の
時
代
の
動
き
を
理
解
す
る
カ
ギ
の
一
つ
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
宮
騎
市
定
「
中
国
古
代
に
お
け
る
天
と
命
と
天
命
の
思
想
i
孔
子
か
ら
魚
子

　
に
至
る
革
命
思
想
の
発
展
」
　
（
史
林
4
6
の
一
）
で
も
、
孔
子
か
ら
孟
子
へ
の
思
想

　
の
発
展
の
間
に
墨
子
を
い
れ
て
考
え
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

②
起
債
の
思
想
史
的
研
究
、
第
三
篇
第
二
章
。

③
増
淵
竜
夫
「
中
国
古
代
の
社
会
と
属
家
」
の
諸
篇
参
照
。
単
に
「
墨
金
」
の
み

　
で
な
く
。

88 （406＞

六
　
漢
代
に
お
け
る
義
の
観
念
の
転
園
－
董
聖
業
そ
の
他
一

　
筍
子
に
よ
る
義
の
観
念
の
位
置
づ
け
は
漢
代
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
。

　
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
易
経
の
「
乾
、
元
亨
利
貞
」
に
対
し
て
、
文
雷
伝
が
「
元
老
善
之
長
也
。
亨
者
嘉
之
会
也
。
長
老
義
之
和
也
。
貞

武
事
之
幹
也
。
露
子
体
仁
、
足
以
長
人
、
嘉
華
足
以
野
屋
、
囲
物
足
以
和
義
、
貞
固
足
以
幹
事
。
君
子
行
此
四
徳
者
、
故
日
、
乾
、
元
亨
利
貞
。
」

と
い
う
。
　
こ
れ
は
と
く
に
元
、
利
に
哲
学
的
意
味
を
与
え
る
た
め
の
無
理
な
解
釈
で
あ
っ
て
、
元
を
仁
に
、
利
を
義
に
関
連
づ
け
て
い
る
が

「
嵩
物
茅
沼
和
義
」
と
い
う
の
が
、
筍
学
の
立
場
を
う
け
つ
い
で
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
坤
の
卦
の
文
言
伝
に
「
君
子
敬
以
畿
内
、
義
以
分

外
」
と
い
い
、
繋
辞
伝
の
下
に
「
理
財
正
心
、
禁
民
為
様
、
日
義
」
と
あ
る
の
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
嵩
じ
く
繋
辞
伝
の
下
に

「
往
者
屈
也
、
来
者
信
也
、
霊
鑑
相
好
而
利
生
焉
」
と
あ
る
の
は
、
生
子
不
荷
篇
に
「
各
日
、
左
之
左
之
、
君
子
宜
之
、
右
之
右
之
、
君
子
有

之
、
忍
言
看
子
能
以
義
撃
退
変
応
報
也
」
と
あ
る
の
を
下
じ
き
に
、
義
を
も
っ
て
誤
信
す
る
と
こ
ろ
に
利
が
生
じ
る
と
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

旧
記
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
左
伝
の
義
に
対
す
る
観
念
も
筍
笠
の
そ
れ
を
う
け
つ
い
で
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
前
代
か
ら
う
け
つ
が
れ
た
利
義
統
一
の
立
場
に
対
し
て
、
春
秋
穀
梁
伝
・
公
羊
伝
、
こ
と
に
公
羊
蹄
は
、
凡
そ
義
を
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
、
利
を
い
わ
な
い
こ
と
で
、
徹
底
し
て
い
る
。
そ
の
義
に
つ
い
て
の
判
断
も
、
動
機
主
義
、
主
観
主
義
の
立
場
が
明
白
で
あ
る
。
こ
の
公
羊

学
の
立
場
に
立
っ
て
、
筍
学
の
観
念
論
的
純
化
を
計
っ
た
の
が
、
前
漢
の
公
羊
学
を
代
表
と
す
る
董
仲
曹
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
筍
学
と
董
学
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
重
沢
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
董
学
に
あ
っ
て
は
、
筍
学
の
治
者
の



義の観念の社会的展開について（佐竹）

立
場
を
う
け
つ
い
で
、
一
方
的
演
繹
的
に
純
化
し
た
結
果
、
無
学
は
全
く
そ
の
姿
を
か
え
て
、
極
め
て
観
念
的
な
、
君
主
絶
対
化
の
論
理
を
ひ

き
だ
す
利
用
物
に
な
り
お
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
董
仲
野
の
場
合
に
は
、
器
量
の
上
に
天
を
お
き
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
元
を
お
く
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
天
・
元
の
果
す
べ
き
役
割
は
、
例
え

ば
後
期
墨
家
の
非
攻
下
篇
・
天
志
各
篇
の
よ
う
に
、
君
権
を
制
約
す
べ
き
役
割
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
露
権
、
王
権
は
本
来
、
元
・
天
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
、

致
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
〃
性
は
天
質
の
僕
、
善
は
王
老
の
化
”
　
（
春
秋
繁
露
・
実
性
）
で
あ
る
。
人
民
は
君
王
の
下
、
そ
の
人
格
的
価
値
さ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

王
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
に
な
り
お
わ
っ
て
い
る
。
同
じ
く
春
秋
繁
．
露
巻
九
・
身
静
養
重
言
義
心
に
〃
義
は
心
の
養
な
り
、
利
は
体
の
養
な

り
”
と
し
て
、
義
を
主
観
の
中
に
と
じ
こ
め
、
利
を
卑
俗
化
す
る
と
と
も
に
「
入
甚
有
利
愚
痴
大
義
、
雛
甚
宮
詣
差
辱
大
悪
、
悪
深
禍
重
、
下

立
死
全
容
者
、
即
旋
傷
映
憂
爾
、
莫
襲
職
楽
身
而
終
身
、
刑
獄
耐
量
之
民
意
也
」
と
の
べ
、
不
義
を
〃
罪
”
と
し
、
国
家
の
刑
罰
と
し
て
の
刑

鐵
と
、
天
の
飛
罰
と
し
て
の
天
折
を
等
置
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
社
会
秩
序
、
階
級
関
係
と
自
然
の
秩
序
軽
量
と
が
混
然
一
体
と
な
っ
た
世
界
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
利
に
対
す

る
と
ら
え
方
に
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
玉
英
篇
第
四
に
「
凡
人
之
性
、
莫
不
善
義
、
然
而
不
能
義
者
、
利
西
之
也
。
故
亡
子
終
日
女
専

及
利
、
轟
々
勿
言
、
擁
之
而
已
、
椀
干
害
其
源
。
」
と
い
い
、
利
の
追
求
を
人
間
の
本
質
と
し
な
が
ら
、
そ
の
限
度
を
こ
え
る
こ
と
を
も
っ
て

悪
と
し
た
悪
子
の
立
場
を
こ
え
て
、
利
を
本
性
に
逼
る
悪
と
措
定
し
た
の
は
、
利
が
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
自
然
の
利
と
相
似
し
て
面
子
か
ら
与

え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
（
万
里
名
篇
）
主
張
と
相
即
し
て
、
人
民
の
側
か
ら
の
利
の
追
求
を
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
彼
の
観
念
論
的
立
場
か
ら
し
て
、
義
の
い
み
づ
け
も
、
大
き
く
圓
転
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
春
秋
戦
国
期
の
〃
義
”

は
、
社
会
的
関
係
・
社
会
的
行
為
に
お
け
る
規
範
の
概
念
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
春
秋
繁
露
仁
義
法
篇
に
「
春
秋
泣
所
治
、
縁
端
我
也
、
所

以
治
人
与
二
者
、
仁
与
義
也
。
以
仁
安
人
、
以
義
正
我
。
故
仁
之
為
言
人
也
、
義
之
為
雷
我
也
、
言
名
玉
別
　
。
…
…
衆
人
不
察
、
乃
反
鴬
餅

自
裕
、
而
以
義
盲
人
。
誰
其
処
露
里
其
理
、
鮮
不
乱
婁
」
　
「
義
者
謂
、
宜
在
我
者
、
而
後
可
以
称
義
、
誹
言
儀
老
、
合
我
与
宜
、
以
為
ご
冨
」

と
い
う
を
み
れ
ば
、
董
仲
蕾
は
、
義
を
人
の
心
の
中
に
内
在
す
べ
き
天
理
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
い
い
か
え
れ
ば
、
各
人
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は
、
そ
の
君
主
に
代
表
さ
れ
る
社
会
秩
序
へ
の
帰
属
の
原
理
一
義
を
、
そ
の
主
観
の
中
に
、
能
動
的
に
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
受
動
的
存
在
と
な

っ
た
。
こ
こ
に
公
羊
学
の
観
念
的
な
義
一
元
論
が
完
成
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
て
、
義
の
論
理
は
、
融
通
無
主
の
境
に
入
る
と
と
も
に
、
社
会
思
想
の
質
と
し
て
は
、
筍
子
か
ら
大
き
く
後
退
し
て
社
会
の
実
体
か

ら
離
れ
て
一
人
あ
る
き
を
は
じ
め
た
。
後
漢
か
ら
三
国
の
こ
ろ
に
か
け
て
義
が
い
わ
ゆ
る
忠
義
の
意
を
も
っ
て
頻
用
さ
れ
た
の
は
、
こ
こ
に
起

源
を
も
と
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
漢
代
の
国
家
・
支
配
階
級
が
、
か
つ
て
筍
子
ら
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
よ
う
な
発
展
的
機

能
を
も
は
や
果
し
え
な
く
な
っ
た
現
実
の
反
映
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
一
方
、
不
学
か
ら
、
易
伝
、
登
記
、
左
伝
と
ひ
き
つ
が
れ
て
く
る
伝
統
も
公
羊
学
に
よ
っ
て
消
し
さ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。

何
よ
り
も
社
会
的
行
為
の
実
体
と
し
て
み
れ
ば
、
孔
浬
の
乱
に
「
是
公
孫
也
、
求
利
益
逃
其
難
、
由
不
然
、
利
位
禄
、
必
救
其
患
」
（
史
記
三
七

衛
康
叔
世
家
）
と
死
に
赴
い
た
経
路
以
来
、
人
格
的
結
合
を
基
礎
に
し
た
利
義
統
一
の
立
場
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
完
全
に
開
花
し
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
脈
々
と
う
け
つ
が
れ
て
き
て
い
る
。
す
で
に
義
観
念
の
主
流
が
支
配
的
社
会
秩
序
に
、
や
が
て
君
主
権
の
下
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
否
定
的
な
形
に
変
貌
し
な
が
ら
も
、
郷
村
の
場
で
生
き
つ
づ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
こ
こ
か
ら
義
軍
・
義
社
か
ら
義

井
・
義
心
・
義
児
に
至
る
社
会
的
結
合
の
論
理
と
し
て
の
義
の
再
生
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
史
記
一
二
七
日
者
列
伝
に
、
三
笠
者
の
立
場
を

　
　
　
　
　
　
む

擁
護
し
て
「
信
義
置
数
十
百
銭
、
病
老
或
以
愈
、
急
死
或
越
生
」
の
べ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
着
流
が
よ
り
肯
定
的
な
形
で
復
活
す
る
過
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
な
状
況
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
原
利
国
「
春
秋
公
羊
学
の
倫
理
思
想
－
判
断
方
式

　
に
つ
い
て
一
」
　
（
東
洋
史
研
究
二
三
の
三
）
参
照
。

②
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
重
沢
俊
郎
「
董
早
川
研
究
」
（
周
漢
思
想
研
究
）
参
照
。

③
同
じ
く
春
秋
繁
露
の
王
道
通
三
篇
で
の
王
字
の
説
明
を
も
参
照
。

④
侯
外
蕨
思
想
通
史
巻
二
第
三
章
第
二
節
「
董
仲
岱
的
神
学
世
界
観
及
其
天
人
闘

　
係
論
」
に
、
か
れ
の
哲
学
に
い
う
“
入
”
と
は
完
全
な
意
味
に
お
い
て
は
聖
人
で

　
あ
り
、
聖
人
た
る
皇
帝
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

⑤
公
羊
学
の
位
置
づ
け
と
、
一
方
で
の
現
実
の
危
機
に
つ
い
て
、
稲
葉
｝
郎
「
春

　
秋
公
羊
学
の
歴
史
哲
学
」
（
史
林
5
0
の
3
）
が
す
ぐ
れ
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
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七
　
ま
　
　
と
　
　
め

義の観念の社会的展開について（佐竹）

　
こ
の
時
期
の
義
の
観
念
の
変
化
は
大
き
く
分
か
つ
と
、
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
股
周
か
ら
春
秋
に
至
る
段

階
で
あ
り
、
第
二
は
、
戦
国
か
ら
前
漢
ま
で
の
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
段
階
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
小
櫛
期
を
も
つ
。

　
第
一
の
段
階
を
通
じ
て
、
義
の
観
念
は
、
基
本
的
に
は
、
氏
族
的
血
縁
集
団
的
支
配
秩
序
・
行
為
様
式
の
中
で
の
行
為
の
規
範
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
前
半
で
は
、
血
縁
集
団
の
せ
ま
さ
を
反
映
し
て
、
集
団
の
規
範
的
行
為
は
祖
先
霊
の
監
視
の
中
で
、
そ
の
た
だ
し
さ
1
1
義
が
う
ら

う
ち
さ
れ
て
い
た
。
つ
づ
く
周
・
春
秋
期
で
は
、
地
縁
的
要
素
の
成
長
（
そ
の
最
基
底
に
は
家
父
長
期
家
族
の
労
働
単
位
と
し
て
の
明
確
化
1
1

小
経
営
の
初
歩
的
確
立
へ
の
方
向
が
あ
る
）
に
応
じ
た
形
で
、
従
来
の
規
範
的
行
為
が
儀
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
上
に
新
し
い
社
会
的
結

合
の
是
認
を
も
ふ
く
む
形
で
、
義
の
観
念
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
第
二
の
段
階
は
、
前
段
階
の
新
し
い
芽
が
全
面
的
に
開
花
し
た
段
階
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
具
体
的
行
為
と
し
て
は
「
其
禄
を
利
す
れ
ば
、
必

ら
ず
そ
の
患
を
救
わ
ん
」
と
い
う
利
義
相
関
の
立
場
、
こ
の
よ
う
な
利
義
相
関
の
荷
い
手
と
し
て
の
相
対
的
に
自
立
的
な
個
の
立
場
が
広
汎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

展
開
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
仁
の
概
念
の
変
化
、
徳
の
概
念
の
変
化
も
ま
た
か
か
る
状
況
に
密
接
に
関
係
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
、
こ
う
し
た
状
況
は
簡
単
に
は
確
立
し
な
か
っ
た
。
論
語
に
お
け
る
新
し
い
仁
の
概
念
の
成
立
は
、
義
の
概
念
の
変
化
を
予

測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
格
的
位
置
づ
け
へ
の
努
力
は
墨
家
に
始
ま
り
、
孟
子
を
へ
て
筍
子
で
完
成
す
る
。
墨
家
に
あ
っ
て
は
、
利

を
社
会
的
発
展
・
生
産
力
発
展
を
代
表
す
る
概
念
と
す
る
新
し
い
視
野
を
ひ
ら
き
、
そ
れ
を
個
人
が
当
然
な
す
べ
き
社
会
的
行
為
1
一
義
と
関
連

づ
け
る
方
向
が
み
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
つ
い
に
本
格
的
に
は
成
立
せ
ず
、
こ
の
点
か
ら
み
た
墨
家
は
、
三
つ
の
こ
と
な
っ
た
方
向
に
分
化

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
つ
づ
い
て
轡
型
は
儒
家
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
墨
家
の
社
会
的
思
想
を
全
面
的
に
吸
収
し
て
、
こ
れ
と
対
決
し
、
独

自
の
利
義
統
一
論
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
の
基
本
的
主
張
は
、
社
会
的
秩
序
一
－
義
、
が
あ
っ
て
こ
そ
人
類
の
存
在
が
保
障
さ
れ
る
と
す
る
明
確
に

治
者
の
立
揚
に
立
つ
理
論
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
社
会
発
展
に
対
す
る
楽
観
・
自
信
と
、
社
会
自
然
に
対
す
る
唯
物
論
的
見
方
が
そ
の
う
ら
ず
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け
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
墨
家
↓
筍
子
へ
の
道
の
背
後
に
は
、
新
興
地
主
層
の
発
展
的
方
向
と
、
そ
れ
を
上
か
ら
組
織
す
る
集
権
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
発
展
硅
侯
外
藍
氏
ら
の
い
う
維
新
の
コ
ー
ス
の
貫
徹
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
豊
代
に
入
る
と
こ
う
し
た
発
展
を
も
は
や
十
分
に
把
握
で
き
な
く
な
っ
た
中
央
集
権
の
化
石
化
と
と
㌻
も
に
、
董
仲
紆
の
主
観
的

　
む

な
義
論
が
で
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
義
は
利
と
き
り
は
な
さ
れ
、
人
の
善
は
（
義
と
い
い
か
え
う
る
）
王
者
の
化
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
人
は

そ
れ
を
能
動
的
に
、
主
体
的
に
（
実
は
受
動
的
客
体
的
に
）
う
け
て
い
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
貫
か
れ
る
の
は
、
専
制
権
力
下
の

秩
序
を
観
念
的
に
浄
化
す
る
方
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
義
の
観
念
の
社
会
的
実
体
か
ら
の
遊
離
は
漢
王
朝
権
力
の
社
会
か
ら
の
遊
離
へ
の
傾

向
の
一
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
南
北
朝
以
後
の
「
義
」
的
結
合
（
義
米
・
壮
齢
…
…
）
の
実
体
が
、
ゆ
っ
く
り
と
育
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
①
竹
内
照
夫
「
仁
の
古
義
の
研
究
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
思
想
通
史
第
一
巻
、
上
、
孔
墨
顕
学

　
②
　
増
淵
竜
夫
「
中
国
古
代
の
犠
会
と
国
家
」
お
よ
び
小
倉
芳
彦
前
掲
稿
。
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of　the　upper　political　society　and　using　the　ec｝ipublished　material　as　much

as　possible，　1　would　like　to　place　this　controversy　in　the　context　of　the

contemporary　political　conditlon．

On　the　Social　Development　of　the　ldea　of　Yi・　fk一’

　　　　　　From　Yin　Chou般周era　to　Ch’ien・han前漢era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．　Satal〈e

　　　　In　this　article　1　would　like　to　show　hoxNT　an　idea　expressed　by　a　word

　　yi義．．had　changed　and　turned　into　a．　new　idea　corresponding．　with　the

　　change・　of　time．’　ln・throwing　light　on　that　proble’m，　1’investigated　into

　　the　ideal　world　which　Svas　coMposed　of　yi・and　other’　social　ideas，　je“n

　　仁，t6．徳．1i＝礼，　and利1．Ialso　followed　the　transition　of．　that　ideaエ．　wOrld．

　　　　1　came　to　a　conclusion　that　there　were　two　stages　in　the　social　de－

　　velopment　of　the　idea　yi；one，　from　Yin　to　Ch’un・ch’iu春秋era，　the

　　other，　from　Chan－kuo戦国to　Ch’ien．han　era．　In　the　first　stage　yi　was

　　the　criterion　of　the　blood　relation　of　Clan　system．　At　the　later　period

　　of　that　stage，　however，　as　the　local　relation　grew，　the　idea　of　yi　was

　　split　into　two：ideas．yi．aildl：gi儀．．In　the．／second．lStage　li：利（social　de・

　　yelopmenO　．a；．　id．yi，　（sociql　qrder），，were　grq＄pe．d．．co．1．leq．V．iy．e，　ly　as　an　ide－

　　ology加Lun．yii論語，　Mo一£z負墨家，　MSng－tsU孟子，　and　especially　in

　　Hsun－tsu筍子．　It　was　insisted　in　those　books　that　yi　brough　about　li．

　　In　these　understanding　of　yi，was／　refiected　the　notion　that　there　was

　　close　relation　between　li　and　yi，　which　was　the　popular　sttandard　of

　　practical　action，　In　the　Han　period　Tung－chung・shu董仲衝attached

’　much　more　．importance’ 狽潤@yi　arid　put　forward　the’　tlieory　that　yi　should

　　be　regarded　as　the　only　inner　ethic．　1　think　the　development　of　the

　　centralized　bureaucracy　and　its　deadlock　were　reflected　in　the　change　of

　　the　idea　of　yi　in　the　second　stage．
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