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私
が
こ
の
小
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
中
心
問
題
は
、
中
国
に
お
け
る
道
徳
的
（
孝
弟
的
）
秩
序
と
法
的
秩
序
の
対
立
、

な
ら
び
に
そ
れ
ぞ
れ
を
支
持
す
る
学
説
相
互
の
抗
争
の
発
展
史
の
中
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
発
端
妾
初
の
状
況
と
そ
の
思
想
史
的
意
義
の
探

求
、
お
よ
び
こ
の
よ
う
な
事
態
に
深
く
関
連
し
つ
つ
出
現
し
た
論
理
家
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
、
と
く
に
獅
析
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を

郵
析
と
孔
丘

一
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加
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
い
か
な
る
思
想
学
説
で
あ
れ
、
そ
の
成
立
発
展
を
促
す
動
因
を
も
た
な
い
も
の
は
な
い
。
二
つ
の
秩
序
と
そ
れ
を
支
持
す
る
二
つ
の
学

説
を
発
生
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
事
象
が
文
献
上
確
認
で
き
る
の
は
、
大
体
に
お
い
て
紀
元
前
五
世
紀
頃
に
始
ま
る
か
ら
、
問
題
の
発
端

は
中
国
史
で
い
う
春
秋
時
代
、
と
り
わ
け
獅
析
（
撫
五
α
○
）
や
孔
丘
（
丘
は
孔
子
の
名
…
…
駈
憾
か
～
）
の
生
き
た
時
期
に
お
い
て
可
成
り
著
し
い

形
で
認
知
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
転
筋
に
論
争
を
交
え
る
機
会
こ
そ
も
た
な
か
っ
た
が
、
二
つ
の
秩
序
の
紛
れ
も
な
い
熱
心
な

支
持
者
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
の
重
要
な
代
弁
者
で
あ
っ
た
と
い
う
必
然
の
結
果
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
知
ら
な
い
間
に
深

刻
な
敵
対
関
係
の
中
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
郵
・
孔
の
活
動
し
た
春
秋
時
代
と
次
の
戦
国
時
代
と
を
通
じ
て
、
各
種
の
世
界
観
や
政
治
学
説
が
諸
子
百
家
の
名
に
お
い
て
開
陳
さ
れ

た
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
は
誰
ひ
と
り
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
そ
し
て
需
教
と
い
え
ば
孔
丘
・
孟
朝
（
輯
は
孟
子
の
名
）
の
孝
弟
仁
義
の

学
説
を
基
幹
と
し
て
成
立
す
る
も
の
、
法
治
と
い
え
ぽ
商
鞍
・
韓
非
の
刑
名
参
同
主
義
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
も
、
極

め
て
～
般
的
な
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
人
び
と
の
知
識
内
容
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
以
上
、
そ
の
事
自
体
に
つ
い
て

の
分
析
が
、
古
今
を
通
じ
て
過
度
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
重
畳
愚
書
に
く
り
返
さ
れ
て
き
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
勿
論

決
し
て
無
益
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
た
と
い
え
る
状
態
に
今
な
お
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
、
ま
た
否
定
で

き
な
い
嘉
実
で
あ
る
。

　
私
が
今
な
お
未
解
決
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
主
要
な
問
題
の
大
部
分
は
、
哲
学
思
想
の
発
展
史
に
お
い
て
最
も
基
層
的
と
認
め
ら
れ
る

領
域
の
中
に
存
在
す
る
。
基
層
的
な
領
域
に
あ
る
以
上
、
表
面
的
あ
る
い
は
末
端
的
な
事
象
に
欝
を
う
ぽ
わ
れ
て
い
た
の
で
は
こ
う
し
た

問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
さ
え
到
底
期
待
で
き
な
い
し
、
ま
た
個
々
の
事
象
を
切
り
離
し
て
一
つ
一
つ
を
静
正
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
態

度
を
根
本
的
に
改
め
な
い
限
り
、
た
と
え
多
少
突
込
ん
だ
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
て
も
、
問
題
の
核
心
に
迫
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
個
々
の
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
の
重
畳
煩
環
な
ま
で
の
研
究
成
果
も
、
改
め
て
そ
の
質



　
　
が
問
い
な
お
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
く
な
る
。
孤
立
的
静
止
的
な
捉
え
方
か
ら
脱
却
し
き
れ
な
い
舗
約
の
下
に
点
い
て
は
、
特
定
の
具
体

　
　
的
事
象
の
も
つ
固
有
の
歴
史
的
意
義
が
果
し
て
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
大
き
な
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
の
は
、

　
　
世
界
は
常
に
運
動
し
歴
史
は
絶
え
ず
発
展
し
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
発
展
と
運
動
の
過
程
に
現
わ
れ
た
事
象
の
究
明
で
あ
る
以
上
、

　
　
一
先
ず
そ
れ
を
切
り
離
し
て
静
止
し
た
も
の
と
し
て
考
察
を
加
え
る
必
要
も
勿
論
生
ず
る
に
し
て
も
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
発
展
と

　
　
運
動
の
中
に
見
出
さ
れ
る
諸
関
係
、
あ
る
い
は
発
展
運
動
を
支
え
る
要
因
と
し
て
の
個
々
の
事
象
の
も
つ
独
自
の
意
義
に
対
す
る
探
究
で

　
　
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
関
心
と
認
識
の
欠
如
し
た
状
態
の
下
に
お
い
て
は
、
個
別
的
成
果
の
科
学
的
正
確
度
の
不
安
定
さ
が
常

　
　
に
免
れ
難
い
の
は
当
然
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
誓
学
思
想
史
を
全
体
と
し
て
発
展
史
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
到
底
望
む
べ
く
も
な
い
と
思

　
　
わ
れ
る
。

　
　
　
道
徳
的
秩
序
の
学
説
と
法
的
秩
序
の
学
説
と
の
敵
対
抗
争
と
い
う
こ
の
小
論
の
中
心
課
題
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
見
解
に
導
か
れ
て

　
　
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
孝
弟
仁
義
の
如
き
、
儒
家
の
主
要
学
説
だ
け
を
少
し
掘
り
下
げ
て
み
て
も
、
法
的
秩
序
の
擾
頭
お
よ
び
そ
の

　
　
学
説
の
発
展
を
強
く
意
識
に
上
せ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
事
実
に
逢
着
し
、
さ
ら
に
進
め
ば
古
く
か
ら
の
社
会
糊
度
の
変
化
の
問

　
　
題
と
も
当
然
関
わ
り
あ
い
を
も
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
孝
弗
仁
義
の
説
を
他
の
社
会
的
諸
事
象
か
ら
孤
立
化
し
て
そ
れ
自
体
に
分

　
　
析
を
加
え
る
だ
け
の
実
証
主
義
的
方
法
を
以
て
し
て
は
、
そ
れ
が
い
か
に
正
確
に
な
さ
れ
て
も
、
な
ぜ
あ
の
晴
期
に
お
い
て
孝
弟
仁
義
の

　
　
説
が
あ
れ
程
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
歴
史
的
必
然
性
を
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
法
的
秩
序
の
学
説
に

　
　
つ
い
て
も
、
事
は
金
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
哲
学
思
想
史
の
研
究
を
前
進
さ
せ
る
上
で
の
最
も
童
要
な
課
題
は
、
今
ま
さ
し
く
こ
こ

　
　
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
な
ぜ
そ
の
時
期
に
そ
の
よ
う
な
学
説
が
出
現
し
た
の
か
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
思
想
が
生
じ
た
の
か
…
こ
う
い
う
問
題
意
識
が
今
ま
で

　
　
全
然
な
か
っ
た
と
は
勿
論
い
い
切
れ
な
い
。
若
干
あ
っ
た
と
し
て
も
一
i
実
は
、
あ
っ
た
の
な
ら
尚
更
の
こ
と
だ
が
一
そ
の
成
果
が
な

　
　
お
決
し
て
十
分
と
い
え
な
い
実
情
に
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
　
一
つ
に
は
、
偶
然
酌
衝
動
的
要
因
に
左
右
さ
れ
、
必

臨　
　
　
　
　
　
郵
析
と
孔
丘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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ず
し
も
系
統
的
恒
常
的
に
追
求
さ
れ
る
に
至
ら
な
い
こ
と
、
更
に
注
意
す
べ
き
は
、
主
観
的
解
釈
や
そ
の
場
か
ぎ
り
の
説
明
に
よ
っ
て
安

易
に
こ
の
問
題
意
識
を
満
足
さ
せ
て
し
ま
う
姿
勢
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
恩
う
。
両
者
と
も
、
動
か
し
難
い
確
実
な
客
観
的
興
国
を
掌
握

で
き
な
い
こ
と
と
根
本
的
に
関
係
し
て
い
る
現
象
で
あ
ろ
う
か
ら
、
往
会
を
動
か
し
歴
史
を
発
展
さ
せ
る
真
実
の
力
が
何
で
あ
る
か
に
つ

い
て
の
は
っ
き
り
し
た
認
識
が
な
い
と
、
せ
っ
か
く
こ
の
問
題
領
域
に
ふ
み
込
ん
で
も
徒
労
に
終
る
外
は
な
い
こ
と
を
、
過
去
の
事
実
は

教
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
道
徳
的
秩
序
の
学
説
と
法
的
秩
序
の
学
説
と
の
対
立
抗
争
と
い
う
、
奮
い
古
さ
れ
た
事
象
を
ま
た
取
り
上
げ

よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
事
象
を
不
断
に
運
動
し
発
展
す
る
歴
史
の
過
程
に
で
き
る
だ
け
正
し
く
位
置
づ
け
、
相
互
の
関
係
を
で
き
る
だ

け
深
断
に
お
い
て
杷
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
意
義
を
閣
明
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
通
し
て
こ
の
時
期
を
特
徴
づ

け
る
諸
条
件
の
的
確
な
理
解
に
到
達
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
　
“
な
ぜ
こ
の
事
象
が
こ
の
時
期
に
？
μ
と
い
う
問
題
の
設

定
は
、
こ
の
屈
的
へ
の
道
を
指
し
示
す
し
る
べ
で
あ
る
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
。

二
　
孝
弟
学
説
の
物
質
的
基
礎
お
よ
び
〃
仁
”
の
階
級
性

　
紀
元
前
六
・
五
世
紀
の
時
期
に
お
け
る
孝
弟
仁
義
学
説
の
代
表
的
学
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
孔
丘
で
あ
り
、
お
よ
そ
一
世
紀
お
く
れ

て
翌
翌
学
説
の
拡
充
発
展
に
絶
大
の
業
績
を
残
し
た
の
が
孟
朝
で
あ
る
。
彼
ら
の
学
説
は
い
か
な
る
条
件
の
下
に
あ
っ
て
形
成
さ
れ
た
か
、

彼
ら
の
活
動
は
い
か
な
る
鷺
的
意
識
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
。

　
孔
丘
の
学
説
が
仁
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
仁
と
い
う
概
念
は
、
彼
に

よ
っ
て
実
に
多
様
き
わ
ま
る
内
容
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
古
今
を
通
じ
て
重
畳
煩
顔
な
、
し
か
も
大
部
分
は
余
り
有
用
で
な

い
と
し
か
思
わ
れ
な
い
考
証
が
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
要
す
る
に
単
独
の
徳
欝
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
諸
徳
の
総

和
も
し
く
は
統
一
の
概
念
を
な
す
場
合
と
に
別
け
ら
れ
る
。
後
者
の
一
例
に
、
“
孝
弟
こ
そ
は
仁
の
本
で
あ
る
”
と
い
う
説
明
が
、
孔
丘
と

と
り
わ
け
特
殊
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
翌
翌
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
童
要
で
あ
る
。
諸
徳
を
統
一
す
る
仁
の
基
本
は
孝
お
よ
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び
第
で
あ
る
と
す
る
こ
の
規
定
に
よ
ウ
て
、
仁
を
中
心
と
す
る
孔
丘
の
道
徳
学
説
が
家
父
長
に
対
す
る
家
族
の
服
従
の
倫
理
を
墓
誌
と
し

て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
。
そ
し
て
、
孝
は
典
型
的
に
父
に
対
す
る
服
従
の
徳
を
示
し
、
弟
（
悌
）
は
同
じ
く
兄
に
対
す

る
そ
れ
を
示
す
が
故
に
、
“
入
り
て
は
孝
、
出
で
て
は
弟
”
の
形
に
一
般
化
さ
れ
て
社
会
的
規
範
と
し
て
権
威
づ
け
ら
れ
た
段
階
で
は
、
父

お
よ
び
兄
に
対
す
る
服
従
の
倫
理
は
非
常
に
広
汎
か
つ
強
大
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
孝
弟
主
義
的
往
会
秩
序
の

絶
対
化
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
孔
丘
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
孝
弟
倫
理
を
重
要
視
し
、
孝
弟
的
社
会
秩
序
の
確
立
を
強
調
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
根
本
的
に

は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
父
に
対
す
る
服
従
倫
理
の
尊
重
は
豪
然
に
父
権
の
支
配
力
を
強
化
す
る
。
父
が
現
時
点
に
お

け
る
家
長
権
者
で
あ
る
の
に
博
し
、
兄
と
く
に
長
兄
は
将
来
に
お
け
る
そ
の
正
統
的
継
承
者
、
つ
ま
り
次
期
家
長
権
者
た
る
資
格
を
も
つ

点
で
、
家
族
全
員
に
対
し
て
特
殊
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
兄
に
紺
す
る
服
従
の
倫
理
も
孝
と
本
質
上
別
の
も
の
で
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
要
す
る
に
両
者
と
も
家
父
長
権
の
尊
厳
を
曇
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
成
立
の
動
因
が
あ
っ
た
と
判
断
さ

れ
る
。
儒
家
の
家
族
秩
序
論
に
お
い
て
、
正
妻
の
長
子
郡
ち
嫡
長
一
人
だ
け
が
、
す
べ
て
の
同
母
弟
お
よ
び
妾
子
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ

て
独
尊
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
最
も
血
統
の
純
正
な
子
孫
に
家
父
長
権
を
世
襲
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
と
し
て
の
名

誉
と
実
力
を
永
遠
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
精
神
を
反
映
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
孝
弟
道
徳
の
尊
重
は
、
決
し
て
孔
丘
に
よ
っ
て
糞
偶
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
数
百
年
も
前
か
ら
説
か
れ
て
い
た
事
実
を

見
遁
し
て
は
な
ら
な
い
。
周
政
権
創
立
当
時
の
実
力
者
と
箆
ら
れ
る
周
公
（
孔
孟
は
こ
の
入
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
）
の
倫
理
観

を
表
明
し
て
い
る
文
献
（
例
え
ば
尚
書
の
諸
篇
）
に
、
す
で
に
そ
の
証
拠
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
思
想
の
発
生
は
遠
く
周
代
初
期
に

ま
で
馨
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
窪
手
の
時
期
に
な
っ
て
こ
の
倫
理
観
が
新
た
に
充
実
さ
れ
る
と
共
に
体
系
化
さ
れ
、
社
会
秩
序
を

支
え
る
根
本
原
理
の
学
説
と
し
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
後
に
は
、
国
礎
的
に
は
同
じ
社
会
的
条
件
が
引
き
つ
づ
き
存
在
し
な
が

ら
も
、
そ
こ
に
何
か
そ
れ
を
必
要
と
す
る
新
し
い
事
態
が
現
わ
れ
た
と
訳
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

郵
析
と
孔
丘

五
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ノ、

　
周
知
の
如
く
、
周
政
権
は
成
立
当
初
か
ら
諸
侯
分
封
の
制
度
を
全
薗
的
に
採
用
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
事
実
と
し
て
は
毅
代
末
期
に
す

で
に
部
分
的
に
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
姓
の
有
力
血
族
者
を
核
心
と
し
帰
順
し
た
異
姓
の
実
力
者
に
も
封
土
を
与
え
て
諸

侯
と
し
つ
つ
、
実
質
的
に
は
強
い
中
央
支
配
の
法
嗣
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
糊
代
封
建
制
度
の
精
神
で
あ
っ
た
。
周
政
権
の
中
央

支
配
者
が
こ
の
雪
隠
の
維
持
強
化
に
よ
っ
て
霞
己
の
繁
栄
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
以
上
、
封
建
領
主
の
節
度
に
か
な
っ
た
経
済
的
充
実
が

当
然
に
期
待
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
彼
ら
の
領
地
が
正
当
な
形
で
世
襲
さ
れ
る
こ
と
が
必
然
的
前
提
と
し
て
承
認
さ
れ
た
の
は
怪
し
む
に

足
り
な
い
。
　
“
普
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ
る
は
な
く
、
率
土
の
浜
も
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
な
し
”
は
、
こ
の
綱
度
の
理
想
で
あ
る
と
同
時

に
、
よ
き
時
代
の
実
際
に
近
い
状
態
を
う
た
い
上
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
．
孔
丘
が
十
七
歳
の
と
き
、
あ
る
封
建
領
主
が
こ
の
謡
を
引
き
合

い
に
出
し
な
が
ら
、
現
状
が
そ
う
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
事
実
か
ら
も
察
知
さ
れ
る
の
は
、
領
主
の
封
土
に
関
し
て
好

ま
し
く
な
い
変
化
が
生
じ
始
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
歎
き
・
危
機
感
憤
り
の
発
露
が
、
孔
丘
自
身
を
も
含
め
て
広
い
範
囲
の

支
配
層
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
当
時
の
歴
史
記
述
は
一
様
に
伝
え
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
こ
の
種
の
変
化
は
、
社

会
の
発
展
に
伴
う
一
般
的
現
象
と
し
て
発
生
し
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
下
の
も
の
す
べ
て
が
封
建
領

主
の
所
有
に
属
す
る
と
い
う
理
想
状
態
が
破
れ
て
、
持
っ
て
は
な
ら
ぬ
種
類
の
人
間
が
財
産
i
土
地
を
持
ち
始
め
る
現
象
が
現
わ
れ
は
じ

め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
新
た
な
所
有
権
の
成
立
に
よ
っ
て
領
主
階
級
の
経
済
的
基
礎
が
脅
か
さ
れ
れ
ば
、
や
が
て
は
封
建
綱
そ

の
も
の
の
動
揺
も
必
至
と
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
孔
丘
の
誕
生
に
先
だ
つ
十
年
の
こ
ろ
、
そ
の
祖
国
魯
に
お
い
て
は
三
人
掛
強
大
貴
族

が
共
謀
し
て
国
家
税
収
の
大
半
を
分
割
横
領
す
る
事
件
が
生
じ
、
ま
た
孔
丘
の
時
期
に
、
魯
国
の
君
主
が
徴
税
率
の
倍
増
策
も
な
お
財
政

の
破
綻
を
救
え
な
い
と
い
う
苦
悩
を
訴
え
た
事
実
が
見
ら
れ
る
の
は
、
根
本
的
に
は
す
べ
て
領
虫
経
済
の
矛
盾
に
関
わ
る
深
刻
な
問
題
の

存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
周
代
封
建
制
度
の
安
定
に
と
っ
て
の
必
須
条
件
で
あ
る
領
主
経
済
の
健
全
化
の
た
め
に
は
、
正
当
な
方
式
に
よ
る
封
土
の
世
襲
制
が
絶

対
に
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
人
問
儀
範
の
側
藏
か
ら
の
保
障
と
し
て
、
現
在
の
象
父
親
な
ら
び
に
将
来
の
塚
父
長
予
定
者
に
尉
す
る
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絶
対
服
従
の
倫
理
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
関
係
に
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
が
、
以
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
す
れ
ぽ
、

孝
弟
学
説
の
実
質
的
内
容
を
な
す
家
父
長
財
産
樵
の
も
つ
大
き
な
比
重
を
改
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孔
丘
が
こ
の
学
説
の
強

調
に
よ
っ
て
確
立
し
よ
う
と
念
願
し
た
家
父
長
の
権
力
は
、
決
し
て
単
に
精
神
的
要
素
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
く
、
財
産
の
所
有
権
と
い

う
経
済
的
実
質
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
儒
教
学
説
で
宗
族
統
制
上
き
わ
め
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
宗
族
制
度
に

お
い
て
は
、
正
嫡
の
家
系
と
し
て
全
宗
族
統
合
の
中
心
を
な
す
大
宗
は
、
　
一
定
の
時
期
に
傍
系
難
壁
（
小
宗
）
を
集
め
て
祖
先
の
祭
祀
を

主
宰
す
る
義
務
と
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
大
宗
に
よ
る
祭
祀
の
主
宰
は
、
そ
れ
を
通
し
て
全
宗
族
の
騒
結
意
識
を
新
た
に
し
、
自
己

の
下
穿
力
を
確
認
さ
せ
る
効
果
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
世
襲
財
産
の
所
蒋
権
と
い
う
物
質
的
基
礎
の
あ
っ
た
こ
と
を

見
遁
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
単
な
る
精
神
的
要
求
を
い
く
ら
積
み
重
ね
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
権
力
の
発
生
に
す
ぐ
に
は
決
し
て

連
ら
な
い
こ
と
は
白
明
で
あ
る
。
所
有
し
管
理
す
る
に
値
い
す
る
何
ら
か
の
経
済
的
価
値
の
実
体
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
所
有
者

管
理
者
が
権
力
者
と
し
て
他
の
人
和
に
君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
孝
弟
学
説
を
支
え
て
い
る
物
質
的
根
拠
を
無
視
し
て
お
い

て
、
そ
の
精
神
的
善
美
だ
け
を
徒
ら
に
高
く
評
価
し
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
か
ら
浮
き
上
っ
た
全
く
の
空
論
に
す
ぎ
な
い
。

　
仁
の
本
は
孝
弟
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
仁
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
　
”
仁
は
人

を
愛
す
る
こ
と
だ
μ
と
い
う
意
味
の
説
明
は
、
最
も
簡
要
に
仁
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
一
つ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ

の
説
明
に
本
つ
い
て
仁
は
人
爵
一
般
を
愛
す
る
こ
と
と
理
解
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
思
う
。
私
自
身
あ
る
時
期
こ
う
し
た
誤
り
に
陥
っ

て
い
た
が
、
孝
弟
学
説
の
検
討
に
あ
わ
せ
て
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
こ
の
菟
解
は
妥
当
で
な
い
。
そ
れ
は
、
孔
丘
が
人
と
民
と
を
多
く
の

場
合
異
っ
た
意
味
に
用
い
て
い
る
婁
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
顕
著
な
「
例
は
、
彼
が
大
国
の
政
治
を
論
じ
る
に
当
っ
て
、
”
用
を
節
し
て

人
を
愛
し
、
民
を
使
う
に
時
を
以
て
す
”
と
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
　
“
民
を
使
う
に
時
を
以
て
す
べ
き
だ
”
と
い
う
の
は
、
農
閑
期
を
選

ん
で
民
を
労
役
に
使
用
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、
こ
の
“
民
”
は
当
然
入
民
大
衆
以
外
の
人
間
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
そ
れ
と

は
別
に
、
国
家
経
費
の
節
約
と
並
べ
て
特
に
愛
す
べ
き
慰
象
に
指
定
さ
れ
て
い
る
“
人
”
の
実
質
は
、
当
然
身
分
あ
る
階
層
の
人
た
ち
と

郵
析
と
孔
門

七
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解
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
民
・
人
の
間
に
こ
う
い
う
区
別
を
立
て
る
と
、
彼
の
発
嘗
に
つ
い
て
、
明
快
な
解
釈
が
可
能
と
な
る
事
例
が

少
く
な
い
こ
と
を
も
思
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
“
仁
は
人
を
愛
す
る
こ
と
”
の
意
味
も
決
し
て
人
闘
一
般
を
考
え
て
の
立
業
で
は
な
く
、
も
っ

と
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
対
象
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
仁
の
階
級
的
性
格
に
外
な
ら

な
い
。
　
”
仁
の
本
は
孝
弟
で
あ
る
”
、
　
“
仁
は
人
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
”
、
仁
に
関
す
る
こ
の
二
つ
の
命
題
の
内
容
が
す
ぐ
に
重
な
り
合

わ
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
要
請
に
対
え
た
結
果
と
し
て
至
っ
て
当
然
に
す
ぎ
な
い
が
、
も
し
孝
弟
倫
理
の
学
説
に
は
上
述
の
よ
う

に
財
産
権
と
い
う
明
確
な
物
質
的
基
礎
が
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
愛
人
の
倫
理
で
あ
る
仁
の
学
説
が
人
間
一
般
と
い
っ
た
抽
象
的
性
格
の
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
大
き
な
不
整
舎
で
、
孔
丘
学
説
の
著
し
い
矛
盾
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
非
常
に
深
刻
な
動
揺
期
に
生
き
た
孔
丘
は
、
自
分
自
身
の
社
会
的
位
置
づ
け
、
よ
り
適
切
に
い
え
ぽ
自
己
の
階
級
的
利
害
に
つ
い
て
、

全
く
無
霞
覚
と
い
え
る
ほ
ど
迂
闊
な
人
間
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
程
度
は
こ
れ
か
ら
触
れ
る
で
あ
ろ
う
彼
の
見
解
や
学

説
の
検
討
を
通
し
て
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
い
つ
も
人
聞
一
般
を
対
象
に
お
い
て
立
言
し
た
か
の
如
く
考
え
ら
れ
勝
ち
な
の

は
、
明
ら
か
に
作
為
さ
れ
た
彼
の
虚
像
に
惑
わ
さ
れ
た
結
果
と
し
か
思
え
な
い
。
そ
の
実
彼
の
生
涯
は
、
農
事
自
身
貴
族
の
一
員
で
あ
る

と
い
う
意
識
を
も
っ
た
激
し
い
闘
い
に
終
始
し
て
い
る
。
彼
は
、
一
方
で
は
奴
隷
制
時
代
か
ら
の
産
物
で
あ
る
古
い
宗
教
的
観
念
と
、
そ

し
て
他
の
一
方
で
は
領
主
制
を
根
底
か
ら
脅
か
す
新
た
な
所
有
権
の
肯
定
を
前
提
と
す
る
法
的
秩
序
の
学
説
と
の
、
こ
の
両
面
の
敵
と
闘

わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
前
巻
と
の
闘
い
で
は
、
彼
は
大
体
に
お
い
て
そ
の
時
代
錯
誤
と
非
合
理
性
を
批
判
す
る
新
し
い
合
理
主
義

者
の
側
面
を
示
し
、
後
者
と
の
闘
い
で
は
相
半
を
頑
迷
に
拒
否
し
つ
づ
け
て
、
封
建
領
主
欄
を
死
守
す
る
保
守
主
義
者
と
し
て
の
側
面
を

露
呈
し
た
。
全
体
的
に
見
れ
ば
、
非
合
理
な
宗
教
観
念
を
批
判
し
つ
つ
、
新
し
い
時
代
に
受
容
さ
れ
得
る
合
理
的
理
論
を
以
て
領
主
制
の

維
持
を
企
図
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
現
に
自
分
が
貴
族
の
宋
端
に
位
置
す
る
と
い
う
意
識
を
彼
自
身
は
っ
き
り
も
っ
て
い
た
上
に
、

舌
代
の
宗
教
人
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
伝
統
の
重
み
か
ら
脱
却
で
き
な
い
制
約
の
下
に
お
か
れ
て
い
な
が
ら
も
、
い
や
実
は
そ
う

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
激
動
す
る
社
会
の
真
只
中
に
身
を
投
じ
、
一
億
の
入
聞
と
し
て
血
み
泥
の
生
活
を
た
た
か
い
抜
い
た
の
で
あ
る
。



そ
し
て
彼
の
自
覚
の
程
度
い
か
ん
に
関
わ
り
な
く
、
彼
の
聯
動
が
文
化
領
域
の
業
績
を
も
含
め
て
、
貴
族
支
配
階
級
の
利
益
に
貢
献
す
る

方
向
性
を
貫
く
結
果
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
客
観
的
に
は
当
然
な
が
ら
動
か
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。
階
級
性
な
ど
は
勿
論
の
こ
と
、
慨

人
的
利
害
観
な
ど
か
ら
一
切
超
越
し
、
人
間
全
体
の
幸
福
と
繁
栄
の
た
め
に
苦
し
み
且
つ
行
い
澄
ま
し
た
と
い
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
聖
人

の
姿
は
、
彼
を
そ
う
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
護
身
符
を
得
よ
う
と
す
る
、
漢
学
国
家
権
力
と
そ
の
迎
合
的
儒
学
者
群
と
の

合
作
に
よ
る
、
神
舐
と
虚
像
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
Q
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孔
丘
を
し
て
領
主
制
の
前
途
に
不
安
を
感
ぜ
し
め
、
そ
の
擁
護
に
貢
献
す
る
呂
的
の
下
に
孝
弟
学
説
を
形
成
さ
せ
る
に
至
っ
た
客
観
的

衝
撃
は
、
数
え
れ
ば
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
が
、
哲
学
史
的
見
地
か
ら
最
も
注
鷺
に
値
い
す
る
の
は
法
治
主
義
の
学
説
で
あ
っ
た
。
法
治

学
説
が
そ
の
本
質
上
、
孝
弟
学
説
と
最
も
鋭
く
対
立
す
る
関
係
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
支
持
層
が
孝
弟
学
説
の
支
持
層
と
は
き
び
し
く
鋤

悪
し
利
害
相
容
れ
な
い
社
会
勢
力
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
根
本
的
原
因
が
存
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
荷
者
が
妥
協
を
許
さ
な
い
対
決

関
係
に
お
か
れ
て
い
た
以
上
、
法
治
学
説
に
加
え
ら
れ
た
孔
丘
の
批
判
が
深
刻
だ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
三
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う
Q

　
ま
ず
、
有
名
な
の
は
直
躬
の
話
で
あ
る
。
楚
の
あ
る
領
主
が
自
己
の
政
治
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
わ
す
実
例
と
し
て
、
直
躬
の
行
為
を
孔

丘
に
誇
示
し
た
。
直
躬
は
、
自
宅
へ
ま
ぎ
れ
込
ん
だ
隣
家
の
羊
を
そ
の
ま
ま
留
め
お
い
た
父
親
を
わ
ざ
わ
ざ
告
発
し
た
か
ら
で
あ
る
。
父

子
の
関
係
を
超
え
て
遵
法
精
神
に
徹
し
た
直
躬
の
行
為
を
、
そ
の
領
主
が
極
め
て
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
所
が
孔
丘

は
こ
れ
に
対
し
て
、
“
蓄
々
の
い
う
直
と
は
そ
ん
な
も
の
と
は
異
う
。
父
は
子
の
た
め
に
隠
し
、
子
は
父
の
た
め
に
隠
す
、
そ
こ
に
こ
そ
真

実
の
直
が
あ
る
の
だ
”
と
反
論
し
た
。
父
の
微
罪
を
告
発
し
た
の
は
、
孝
弟
倫
理
よ
り
も
法
の
精
神
を
優
位
に
お
い
た
結
果
の
行
為
で
あ

る
が
、
孔
丘
の
反
論
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
法
治
と
孝
弟
と
の
評
餌
が
完
全
に
顯
倒
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
明
ら
か

な
不
法
行
為
と
難
も
、
父
子
は
糖
互
に
隠
蔽
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
孝
弟
倫
理
の
権
威
を
保
金
す

　
　
　
　
郵
新
と
孔
丘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



592

哲
学
研
究
　
第
五
百
十
八
号

一
〇

べ
き
義
務
が
苛
う
さ
れ
る
と
説
く
の
は
、
法
的
価
値
体
系
に
よ
る
孝
筆
墨
価
値
体
系
の
破
壊
を
強
く
意
識
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
第
工
に
、
誰
も
知
る
孔
丘
の
政
治
原
論
に
つ
い
て
見
よ
う
。
　
”
政
法
を
も
っ
て
入
人
を
導
き
、
刑
罰
に
よ
っ
て
人
人
を
規
制
す
る
と
、

彼
ら
は
罪
過
を
遁
れ
る
こ
と
だ
け
考
え
て
自
分
の
行
為
を
反
省
し
な
い
。
道
徳
を
も
っ
て
人
人
を
導
き
、
礼
教
に
よ
っ
て
人
人
を
規
制
す

る
と
、
彼
ら
は
反
省
す
る
だ
け
で
な
く
帰
順
す
る
μ
と
。
政
法
と
刑
罰
に
対
し
て
道
徳
と
礼
教
σ
そ
し
て
、
そ
の
成
果
と
し
て
は
既
成
秩

序
へ
の
反
逆
に
対
し
て
そ
れ
へ
の
帰
順
。
何
と
い
う
明
瞭
な
対
置
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
は
道
徳
に
よ
る
政
治
の
成
果
を
展
望
し
て
、
“
あ

た
か
も
北
極
星
を
中
心
に
無
数
の
星
が
一
定
の
位
置
で
そ
れ
を
取
り
ま
く
天
空
の
姿
に
似
て
い
る
μ
と
も
述
べ
て
い
る
。
北
極
星
を
中
心

と
す
る
天
空
の
秩
序
の
美
し
い
安
定
性
は
、
す
べ
て
の
星
が
定
め
ら
れ
た
位
置
を
守
り
定
め
ら
れ
た
秩
序
に
従
っ
て
運
動
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
こ
そ
、
始
め
て
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
讐
え
を
通
じ
て
、
彼
の
説
く
道
徳
政
治
が
概
存
の
封
建
的
身
分
秩
．

序
の
動
揺
と
そ
れ
を
馴
致
す
る
行
為
と
を
い
か
に
強
く
禁
忌
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
看
取
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
法
的
秩
序
と
そ
の
学
説
の
も
つ
危
険
性
は
、
こ
の
よ
う
な
説
法
を
か
り
る
と
、
現
状
に
安
住
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
支
配

者
層
に
い
と
も
容
易
に
受
容
さ
れ
る
可
能
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
も
う
一
つ
、
示
唆
に
蜜
む
事
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
或
る
人
が
孔
丘
に
向
っ
て
、
“
も
し
あ
な
た
が
政
治
上
の
実
権
を
与
え
ら

れ
た
ら
、
先
ず
第
～
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
す
る
か
”
と
問
う
た
と
き
、
彼
は
帆
座
に
“
名
を
正
す
μ
と
答
え
、
つ
づ
い
て
名
を
正
す
こ

と
の
意
味
内
容
お
よ
び
そ
の
緊
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
”
名
が
正
し
く
な
け
れ
ぽ
（
名
不
正
則
）
、
雷
撃
が
道
理
に
か
な

わ
な
く
な
る
（
言
不
順
）
。
夢
語
が
道
理
に
か
な
わ
な
け
れ
ば
（
言
不
宣
則
）
、
政
事
は
成
果
が
あ
が
ら
な
く
な
る
（
事
不
成
）
。
政
事
が
成

果
が
あ
が
ら
な
く
な
れ
ば
（
事
誤
成
心
）
、
国
家
の
礼
楽
制
度
は
盛
ん
に
な
ら
な
い
（
礼
楽
不
興
）
。
国
家
の
礼
楽
制
度
が
盛
ん
に
な
ら
な

け
れ
ぽ
（
礼
楽
不
興
則
）
、
刑
罰
が
当
を
得
な
く
な
る
（
刑
罰
不
測
）
。
刑
罰
が
当
を
得
な
け
れ
ば
（
刑
罰
不
測
則
）
、
人
民
は
手
足
を
お
く

と
こ
ろ
が
な
く
な
る
（
民
無
所
措
手
足
）
”
と
い
う
論
理
関
係
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
然
る
が
故
に
名
と
言
と
に
つ
い
て
は
極
め
て
慎

重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
結
論
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
彼
の
展
開
す
る
論
理
関
係
に
よ
っ
て
、
名
の
不
正
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
、
言
語
の
不
条
理
、
政
事
の
混
乱
、
礼
楽
の
崩
壊
と
い
う
事

　
　
態
が
連
鎖
的
に
発
生
し
、
最
終
的
に
は
鋼
罰
の
失
当
に
関
連
す
る
全
般
的
な
椎
会
不
安
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
を
、
彼
自
身
痛
切
に
確

　
　
信
し
て
い
た
こ
と
が
、
明
ら
か
に
理
解
で
き
る
。
彼
が
名
の
正
否
を
、
実
に
こ
れ
ほ
ど
重
大
な
結
果
を
予
想
さ
せ
る
問
題
と
し
て
受
け
と

　
　
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
い
う
名
の
正
否
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
い
う
“
名
μ

　
　
に
つ
い
て
は
、
或
い
は
”
文
鳥
”
の
意
と
解
さ
れ
（
鄭
玄
）
、
或
い
は
”
名
分
”
の
意
と
解
さ
れ
る
（
朱
蕪
）
如
く
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
の
見

　
　
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
何
れ
も
彼
の
示
し
た
論
理
関
係
を
十
分
満
足
さ
せ
る
に
至
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
末
の
学
界
に
活

　
　
動
し
た
論
理
学
派
が
、
司
馬
遷
以
来
名
家
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
て
い
る
事
実
に
着
目
す
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
”
名
”
は
こ
の
線
に
沿
っ
て

　
　
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
現
に
漢
書
芸
文
志
が
名
家
の
学
を
叙
述
す
る
に
当
っ
て
、
孔
丘
の
こ
の
言
を
引
用
し
つ
つ
、
“
名
を
正

　
　
す
”
こ
と
の
本
来
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
卑
見
を
支
え
る
一
つ
の
据
り
所
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
事
物
の
名
称
を
正
す

　
　
こ
と
は
即
ち
そ
の
事
物
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
正
確
な
認
識
に
基
づ
い
た
概
念
を
用
い
て
、
一
つ
の
判
断
や
思
想
を
条
理
に
か

　
　
な
っ
た
形
で
正
し
く
作
り
上
げ
る
た
め
の
法
則
は
、
共
に
論
理
学
の
内
容
を
作
り
成
し
て
い
る
。
こ
名
を
正
す
”
と
は
結
局
、
こ
う
し
た

　
　
認
識
や
判
断
の
成
立
あ
る
い
は
表
現
の
過
程
に
あ
ら
わ
れ
る
各
種
の
誤
り
を
排
除
し
是
正
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
無
為
が
あ

　
　
れ
ほ
ど
重
大
な
関
心
を
示
し
た
“
正
名
”
が
正
名
一
般
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
注
釈
ぬ
き
で
は
そ
う
言
え
な
い
と
こ
ろ
に
重
要
な

　
　
意
義
が
潜
ん
で
い
る
、
と
私
は
思
う
。
孔
丘
の
時
代
に
は
、
独
特
の
論
法
に
訴
え
て
少
し
で
も
自
已
の
主
張
を
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
試

　
　
み
る
勢
力
が
、
彼
自
身
の
属
す
る
集
団
を
も
含
め
て
、
か
な
り
脚
質
に
動
き
つ
つ
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
や
が
て
い
わ
ゆ
る
論

　
　
理
学
派
（
名
家
）
の
形
成
を
み
る
に
至
る
前
段
階
で
、
社
会
全
体
の
大
き
な
変
動
に
刺
激
さ
れ
て
起
っ
た
歴
史
的
な
現
象
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
こ
う
い
う
事
態
の
下
に
お
い
て
は
、
相
手
を
互
い
に
不
正
な
論
理
の
使
用
者
と
決
め
つ
け
る
傍
ら
、
霞
岳
だ
け
が

　
　
唯
一
人
正
し
い
論
理
の
使
用
者
ら
し
く
振
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
の
は
至
っ
て
当
然
で
あ
る
。
孔
丘
の
“
正

　
　
名
論
も
、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
歴
史
的
状
況
の
下
で
生
れ
る
べ
く
し
て
生
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
彼
を
し
て
”
事
不
成
刀

鵬　
　
　
　
　
　
郡
析
と
孔
丘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
二
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”
礼
楽
不
興
”
“
刑
罰
不
中
”
な
ど
と
い
わ
し
め
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
深
刻
な
社
会
不
安
を
さ
え
予
想
せ
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
た
最
大
の

糧
手
は
、
実
に
外
な
ら
ぬ
法
治
学
説
－
新
し
い
所
有
権
の
発
生
と
不
可
分
関
係
に
あ
る
一
を
彼
が
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
、

私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
”
訟
え
を
聴
く
は
、
吾
な
お
人
の
ご
と
し
、
必
ず
や
謡
え
無
か
ら
し
め
ん
か
㌔
“
融
雪
も
っ
て
獄
を
折
す
べ
き
者
は
、
そ
れ
由
か
”
。
こ

の
二
つ
は
、
彼
が
訴
訟
問
題
（
獄
も
訴
訟
事
案
の
意
）
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
た
証
左
と
な
る
。
孝
弟
学
説
に
よ
る
政
治
が
理

想
的
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
な
ら
“
言
え
な
き
”
状
態
も
期
待
さ
れ
よ
う
が
、
そ
の
通
り
に
進
む
べ
く
も
な
い
社
会
発
展
の
過
程
に
お
い

て
、
従
来
見
な
か
っ
た
性
質
の
訴
訟
事
件
が
発
生
し
た
と
し
て
も
些
か
の
不
思
議
は
な
い
。
h
煮
端
の
時
代
は
穂
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
今

ま
で
そ
れ
を
有
し
な
か
っ
た
階
級
の
人
人
が
、
新
た
な
権
利
を
得
ま
た
は
得
よ
う
と
す
る
社
会
的
条
件
が
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
が
故
に
、
新

し
い
権
利
問
題
に
関
連
し
た
種
々
の
民
事
刑
事
の
訴
訟
が
法
廷
に
お
い
て
争
わ
れ
、
訴
訟
を
有
利
に
導
く
た
め
の
弁
護
士
的
仕
事
が
独
立

し
た
職
業
と
し
て
成
立
す
る
事
態
に
ま
で
進
ん
で
い
た
。
訴
訟
事
件
の
多
発
、
法
廷
に
お
け
る
両
当
事
老
の
激
突
に
加
え
て
、
弁
護
の
専

門
職
ま
で
登
場
す
る
と
な
る
と
、
法
廷
内
外
に
お
け
る
論
争
は
必
然
的
に
激
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
片
雷
も
っ
て
獄
を
志
す
べ
き
一
一

方
の
雷
い
分
を
聴
い
た
だ
け
で
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
一
よ
う
な
特
殊
な
力
が
吉
備
さ
れ
た
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
に
も
増

し
て
要
求
さ
れ
る
の
は
、
点
手
を
屈
服
さ
せ
る
に
足
り
る
す
ぐ
れ
た
論
理
的
能
力
に
外
な
ら
な
い
。
多
く
の
人
を
納
得
さ
せ
る
緻
密
で
条

理
あ
る
合
理
的
常
識
的
な
論
理
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
く
な
っ
て
、
誰
弁
と
さ
え
い
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
凄
じ
い
論
理
が
、
勝
つ
た
め
の
武

器
と
し
て
強
く
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
且
つ
論
理
が
本
来
世
界
に
対
す
る
正
し
い
認
識
の
法
則
を
内
容
と
す
る
以
上
、
世
界
認
識
を
異

に
す
る
階
級
の
閥
に
お
い
て
異
っ
た
論
理
が
存
在
す
る
の
は
避
け
難
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
論
理
的
抗
争
の
激
化
は
、
論

理
の
本
質
上
か
ら
考
え
て
も
十
分
の
理
由
が
肯
定
さ
れ
、
要
す
る
に
権
利
闘
争
の
発
展
に
伴
う
歴
史
的
現
象
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

そ
し
て
問
題
の
性
質
上
、
抗
争
の
霊
要
舞
台
が
法
廷
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
場
で
あ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
法
治
学
説
者
の
活
動
が
非

常
に
活
濃
に
兇
ら
れ
る
の
は
、
訴
訟
の
一
方
の
当
事
者
た
る
新
し
い
権
利
の
獲
得
者
、
法
的
秩
序
お
よ
び
法
治
学
説
、
論
理
能
力
と
い
う
、



こ
の
三
者
の
関
連
性
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
孔
丘
の
死
後
お
よ
そ
一
世
紀
、
孟
朝
の
活
動
し
た
時
期
に
な
る
と
、
論

理
家
の
数
が
増
し
た
の
に
加
え
て
、
そ
の
一
部
有
力
者
の
中
に
墨
時
の
新
し
い
勢
力
集
団
の
顧
問
あ
る
い
は
代
弁
者
と
も
見
ら
れ
る
形
で

密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
が
現
わ
れ
た
の
は
、
論
理
家
の
性
格
な
ら
び
に
社
会
関
係
を
は
っ
き
り
現
わ
し
て
き
た
点
で
、
注
鑓
に
値
い
す

る
事
実
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
刑
法
の
成
文
公
開
化
と
保
守
派
の
反
対
論

　
孔
・
孟
以
後
、
各
賭
代
の
儒
教
学
者
の
主
持
し
た
孝
弟
的
歓
会
秩
序
と
そ
の
学
説
に
よ
っ
て
自
ら
を
保
摩
し
て
い
た
地
主
階
級
の
勢
力

が
支
配
的
で
あ
っ
た
長
い
期
間
を
通
じ
て
、
法
治
学
説
は
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
要
す
る
に
何
ら
か
の
意
味
で
現
状
変
革
の
論
理
と
し

て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
学
説
が
新
た
な
権
利
獲
得
者
層
の
願
望
や
世
界
観
と
結
び
つ
い
て
、
紀
元
前
六
・
五
世

紀
の
時
期
に
活
動
し
は
じ
め
た
当
初
に
あ
っ
て
は
、
対
立
者
に
与
え
た
衝
撃
は
と
り
わ
け
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
古
く
か
ら
の
領
主
糊

を
守
ろ
う
と
す
る
孝
弟
主
義
者
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
現
状
維
持
勢
力
が
一
致
し
て
反
撃
に
立
ち
上
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
で
は
当
時

の
新
し
い
勢
力
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
現
状
変
革
の
成
果
を
収
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
論
を
先
に
い
う
と
、
そ
れ
ま
で
全
く
非
公
開
・
不
成
文
の
状
態
に
お
か
れ
て
き
た
刑
法
の
初
歩
的
な
成
文
化
、
従
っ
て
ま
た
公
開
化

に
成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
“
礼
は
庶
人
に
ま
で
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
ま
で
上
ら
ず
”
と
い
わ
れ
る
如
く
、
封
建
的
身
分
剃
の
下
に
あ

っ
て
刑
罰
が
被
支
配
階
級
を
対
象
と
す
る
支
配
の
手
段
と
し
て
一
方
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
以
上
、
そ
れ
が
成
文
法
の
形
で
明
文
化
も
さ

れ
ず
、
適
用
対
象
者
に
公
示
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
刑
罰
権
の
一
方
的
独
占
を
、
権
力
階
級
は
こ

う
し
た
形
で
全
面
的
に
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
”
分
残
響
訟
、
礼
に
非
ざ
れ
ば
決
せ
ず
〃
と
い
う
の
が
、
訴
訟
事
件
さ
え
も
法
に
よ
っ

て
で
な
く
、
孝
弟
道
徳
の
精
神
に
基
づ
く
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
を
強
制
す
る
趣
旨
に
嫌
な
ら
な
い
こ
と
は
、
多
言
を
要
す
る
ま
で
も

な
い
。
当
時
な
お
根
強
く
持
続
さ
れ
て
き
た
こ
の
種
の
思
想
と
実
践
に
対
す
る
深
刻
な
衝
撃
と
な
っ
た
の
が
、
荊
法
の
在
り
方
の
変
革
だ

弓95
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懸

っ
た
の
で
あ
る
。

　
刑
法
の
成
文
化
な
ら
び
に
公
開
化
は
、
紀
元
前
六
世
紀
の
後
半
期
に
工
十
年
余
り
を
お
い
て
郵
と
晋
の
国
で
そ
れ
ぞ
れ
実
現
さ
れ
た
の

が
、
文
献
的
に
は
最
も
早
い
。
文
献
に
“
刑
書
の
鋳
造
”
お
よ
び
“
刑
事
の
鋳
造
”
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
が
即
ち
そ
れ
で
、
両
者
と
も

刑
法
の
成
文
を
い
く
つ
か
の
鼎
の
表
面
に
陽
翻
し
た
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
刑
書
と
刑
鼎
と
が
果
し
て
ど
の
よ
う
な
形
態
の
も

の
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
こ
の
行
為
が
趣
め
て
初
歩
的
な
成
文
公
開
に
止
っ
た
こ
と
も
容
易
に
推
察
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ

の
二
つ
の
事
件
は
始
め
て
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
点
で
、
ま
さ
し
く
歴
史
上
画
期
的
な
意
味
を
も
つ
と
称
し
て
過
言
で
な
い
。
こ
の

事
件
に
対
す
る
保
守
派
や
孝
弟
主
義
者
の
狼
狽
と
非
難
が
、
何
よ
り
も
雄
弁
に
そ
の
歴
史
的
意
義
の
高
さ
を
語
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
以
下
少
し
く
そ
れ
に
触
れ
よ
う
。

　
前
の
場
合
－
頭
書
の
鋳
造
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
郷
の
子
産
で
あ
っ
た
。
子
産
は
そ
の
時
期
鄭
国
（
河
南
省
北
部
地
域
）
の
政
権
を

全
面
的
に
掌
握
し
て
い
た
、
当
時
第
一
級
の
国
際
的
政
治
家
で
、
明
敏
な
判
断
に
よ
っ
て
時
勢
の
動
き
に
適
応
し
た
新
政
策
を
施
行
し
、

あ
る
程
度
は
新
興
勢
力
の
要
求
に
も
対
応
を
誤
ら
な
か
っ
た
、
い
わ
ぽ
開
明
的
な
改
良
主
義
者
と
い
っ
て
よ
い
。
刑
書
の
制
作
に
踏
み
切

っ
た
の
も
そ
の
線
に
沿
っ
た
政
治
の
一
環
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
保
守
派
は
強
硬
に
全
面
的
反
対
の
態
度
を
と
っ
た
。
叔
向
…

一
子
巌
の
知
友
で
当
時
晋
国
（
山
西
省
全
域
）
の
執
政
1
と
い
う
そ
の
代
弁
者
の
反
対
論
の
要
旨
は
、
今
ま
で
刑
法
を
非
公
開
不
成
文

の
状
態
に
お
い
て
き
た
理
由
と
し
て
、
民
が
争
心
を
も
つ
の
を
恐
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
若
し
成
文
公
開
さ
れ
れ
ぽ
、
人
民
は
法
文
の
恣
意

的
な
解
釈
を
武
器
と
し
て
巧
み
に
法
を
免
れ
る
手
段
を
考
え
、
礼
の
精
神
を
無
視
し
て
法
文
を
楯
に
と
る
よ
う
に
な
り
、
手
が
つ
け
ら
れ

な
く
な
る
、
と
い
う
に
あ
る
。
僅
か
な
法
律
的
権
利
を
人
民
に
認
め
る
こ
と
が
、
領
主
専
制
の
秩
序
に
と
っ
て
は
こ
れ
ほ
ど
脅
威
と
受
け

取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
子
産
は
叔
向
の
批
判
に
謝
意
を
表
し
つ
つ
も
、
“
自
分
は
当
面
の
事
態
に
善
処
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
”
と
い
う

意
味
の
返
事
を
し
て
、
予
定
ど
お
り
推
進
し
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
刑
法
の
成
文
公
開
要
求
が
避
け
難
い
圧
力
と
な
っ
て
迫
っ
て
い
た
客

観
的
状
況
が
あ
り
あ
り
と
看
．
取
で
き
る
。
ま
た
海
産
の
こ
の
事
件
に
対
し
て
は
、
優
柔
と
同
じ
晋
国
の
士
文
伯
が
天
文
現
象
と
の
関
係
を
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捉
え
て
、
二
か
月
の
後
以
降
に
鄭
に
大
火
災
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
、
適
中
し
た
語
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
況
術

的
予
習
者
層
か
ら
の
非
難
を
も
排
し
て
、
年
産
は
成
文
公
開
化
を
断
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
後
の
場
合
…
刑
鼎
の
鋳
造
を
敢
行
し
た
の
は
、
当
時
晋
国
の
実
力
者
で
あ
っ
た
趙
鞍
・
筍
寅
の
一
．
一
人
で
あ
る
。
晋
の
叔
向
の
子
産
批
判

の
後
わ
ず
か
に
二
十
年
ぽ
か
り
で
、
問
じ
事
態
が
そ
の
国
で
出
現
し
た
以
上
、
刑
法
の
公
開
は
今
や
一
般
的
要
求
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
時
三
十
八
才
で
あ
っ
た
孔
丘
が
正
面
か
ら
強
硬
な
反
対
論
を
試
み
た
こ
と
を
、
文

献
は
伝
え
て
い
る
。
そ
の
要
旨
は
、
晋
国
の
繁
栄
は
始
封
の
唐
叔
以
来
の
掟
て
に
従
っ
て
昆
を
治
め
、
大
小
の
領
主
が
身
分
制
を
守
っ
て

き
た
こ
と
に
あ
る
点
を
先
ず
指
摘
し
、
貴
賎
の
序
列
の
混
乱
を
来
さ
な
い
こ
と
こ
そ
”
度
”
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
い

ま
そ
の
“
度
”
を
棄
て
て
法
に
権
威
を
与
え
る
な
ら
ば
、
人
畏
の
関
心
は
刑
鼎
に
の
み
集
中
さ
れ
（
民
在
長
竿
）
、
貴
賎
の
序
列
は
乱
れ
、

晋
国
の
減
亡
は
必
至
で
あ
る
と
。
つ
ま
り
、
刑
法
の
成
文
公
開
化
に
よ
っ
て
人
罠
が
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
必
然
的
に
身
分
的
秩
序
の

破
壊
を
招
く
点
に
、
関
心
の
焦
点
を
お
い
た
も
の
で
、
“
民
は
こ
れ
を
由
ら
し
む
べ
し
、
こ
れ
を
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
”
（
こ
の
場
合
も
、

“
人
”
で
は
な
く
“
畏
”
で
あ
る
）
の
精
神
そ
の
ま
ま
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
時
も
前
回
と
同
じ
く
、
一
人
の
児
術
的
予
言
者
が
二

人
の
当
事
者
の
好
ま
し
か
ら
ぬ
命
運
に
つ
い
て
予
言
し
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
印
象
的
と
い
う
外
は
な
い
。
事
実
と
し
て
、
素
面
の
子

孫
は
や
が
て
晋
国
を
分
割
し
て
新
た
な
一
国
を
建
て
、
筍
寅
は
十
五
年
ば
か
り
後
に
反
乱
を
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
法
的
秩
序
に
示
さ
れ

た
彼
ら
の
意
欲
と
全
く
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
二
つ
の
事
例
を
通
じ
て
、
刑
法
の
成
文
公
開
化
の
形
に
よ
る
権
利
獲
得
の
下
か
ら
の
要
求
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
か
な
り
強
烈

に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
要
求
の
容
認
は
、
保
守
派
お
よ
び
当
時
な
お
侮
り
難
い
影
響
力
を
維
持
し
て
い
た
兄
術
的
予
言
者
層
か
ら
は
、

斉
し
く
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
要
求
は
、
当
．
蒔
な
り
の
改
良
主
義
者
あ
る
い
は
既
成
秩
序
へ
の
反
逆
春
に
よ
っ

て
政
治
的
に
支
持
さ
れ
実
現
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
三
つ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の
共
通
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
要
求
の
内
容

を
な
す
事
態
、
即
ち
今
ま
で
の
無
権
利
階
級
が
既
に
い
く
ぼ
く
か
の
権
利
を
獲
得
し
た
実
績
を
も
っ
て
い
た
事
実
、
お
よ
び
法
的
秩
序
の

郡
析
と
孔
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初
歩
的
段
贈
が
局
部
的
に
せ
よ
既
に
現
わ
れ
て
い
た
事
実
の
存
在
を
、
確
認
す
る
こ
と
が
決
し
て
不
町
能
で
は
な
い
。
当
晴
、
螂
国
に
お

い
て
子
産
が
推
進
し
た
土
地
糊
度
の
改
良
や
一
般
民
衆
に
対
す
る
政
治
批
判
権
の
承
認
、
な
ら
び
に
晋
国
に
お
け
る
土
地
繊
度
の
改
良
を

含
む
一
連
の
刷
新
政
治
の
実
現
が
、
こ
う
し
た
下
か
ら
の
動
き
と
大
き
く
関
係
し
た
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
あ
る
程
度
の

新
た
な
基
礎
条
件
が
何
も
な
い
所
に
、
法
的
秩
序
の
論
議
や
学
説
が
発
生
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
拙
影
を
念
む
保
守
派

の
異
常
な
関
心
を
引
き
つ
け
、
彼
ら
を
し
て
そ
の
排
撃
に
決
起
さ
せ
た
も
の
は
、
法
的
秩
序
の
学
説
が
今
や
動
か
し
得
な
い
客
観
的
基
盤

の
上
に
立
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
、
と
受
け
取
ら
さ
れ
た
彼
ら
の
認
識
と
既
存
秩
序
に
つ
い
て
の
深
刻
な
危
機
意
識
に
外
な
ら
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。五

　
若
干
の
象
徴
的
な
社
会
現
象

　
こ
こ
で
私
は
、
若
干
の
示
唆
的
な
事
実
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
を
有
意
義
と
考
え
る
。
孔
丘
～
派
は
家
父
長
権
を
中
心
と
す
る
家

族
制
度
の
美
化
と
維
持
の
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
領
主
支
配
の
正
当
化
の
た
め
に
、
孝
弟
学
説
の
宣
伝
に
躍
起
と
な
っ
て
い
た
が
、
桂
会

の
実
情
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
空
の
家
父
長
と
も
い
え
る
北
極
星
を
中
心
に
、
す
べ
て
の
星
が
定
め
ら
れ
た
位
置

に
場
所
を
与
え
ら
れ
、
定
め
ら
れ
た
秩
序
の
範
囲
内
で
の
み
動
く
と
い
っ
た
讐
え
ど
お
り
の
状
態
は
、
地
上
の
人
間
社
会
で
は
彼
ら
の
三

春
と
は
無
関
係
に
、
日
一
日
と
崩
れ
去
っ
て
い
き
つ
つ
あ
っ
た
。
卑
族
に
よ
る
尊
族
殺
傷
事
件
が
春
秋
戦
国
の
晴
期
を
通
じ
て
の
著
し
い

特
徴
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
数
字
が
端
的
に
表
示
し
て
い
る
。
司
馬
遷
は
春
秋
学
を
論
ず
る
に
影
た
り
、
試
君
三
十
六
、
亡
国
五

十
二
、
追
放
に
よ
っ
て
失
輸
し
た
諸
侯
は
無
数
と
い
う
数
字
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
、
当
時
に
お
け
る
身
分
的
秩
序
の
崩
壊
は
蔽
う
べ
く
も

な
い
事
実
で
あ
る
。
彫
工
が
”
春
秋
”
を
綱
心
し
た
主
要
効
果
の
一
つ
に
、
彼
の
筆
謙
に
よ
っ
て
世
の
乱
臣
賊
子
が
弛
れ
た
こ
と
が
孟
朝
以

来
特
に
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
多
く
の
繕
教
学
者
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
斌
君
・
亡
国
・
追
放
の
犯
人
に
鉄
槌
を
下
し
た
点
に
、

孔
丘
の
超
権
力
者
的
な
権
威
を
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
．
北
極
星
を
中
心
に
し
た
”
よ
う
な
孝
弟
的
秩
序
が
現
実
的
で
な
か
っ



599

た
こ
と
を
、
彼
ら
自
ら
も
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
支
配
階
級
内
部
に
お
い
て
、
世
襲
財
産
を
物
質
的
基
礎
と
し
て

維
持
さ
れ
て
き
た
家
父
長
の
権
威
に
対
す
る
下
か
ら
の
武
力
的
挑
戦
に
よ
っ
て
、
従
来
の
法
則
に
依
ら
な
い
財
産
の
移
動
つ
ま
り
強
奪
が

今
や
社
会
象
現
と
し
て
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
に
外
な
ら
な
い
。
孝
弟
的
秩
序
は
ま
さ
に
危
殆
に
瀕
し
て
い
た
と
い
う
べ
き

で
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
こ
れ
こ
そ
無
権
利
層
に
よ
る
権
利
獲
得
が
こ
う
い
う
経
過
を
通
っ
て
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
正
し
い
評
価
が
、
い
ま
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
に
せ
よ
、
孝
弟
的
秩
序
や
そ
の
学
説
に
反
逆
し
て
新
た
な
権
利
を
手
中
に
収
め
た
人
質
は
、
そ
の
権
利
を
何

に
よ
っ
て
保
全
し
、
社
会
に
そ
の
正
当
性
を
承
認
さ
せ
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
用
す
る
の
だ
と
い
え
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
い
ま
自
分
が
否
定
し
た
孝
弟
的
秩
序
と
そ
の
学
説
の
権
威
に
頼
ら
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
と
い
え
よ
う
。
法
的
秩
序
お
よ
び

そ
の
学
説
の
発
生
が
促
さ
れ
、
そ
れ
が
社
会
的
要
求
の
鰐
象
と
さ
れ
る
条
件
が
こ
こ
に
あ
る
。
父
母
兄
弟
と
か
世
襲
財
産
の
よ
う
な
、
自

己
に
と
っ
て
の
全
く
所
与
的
な
条
件
が
、
自
己
の
意
志
と
関
わ
り
な
く
そ
の
ま
ま
自
己
を
規
制
す
る
力
の
発
生
源
と
な
り
得
る
状
態
に
対

す
る
否
定
の
論
理
は
、
個
人
の
自
覚
さ
れ
た
骨
体
的
能
動
的
な
営
為
の
価
値
に
人
間
の
目
を
開
か
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
法
的
秩
序
の
学

説
は
、
ま
さ
に
こ
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
、
当
時
と
し
て
は
唯
一
つ
の
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
こ
の
学
説
の
大
き
な
発
展

を
保
障
し
た
理
由
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
生
産
力
の
増
大
に
よ
る
直
接
生
産
潜
階
級
の
自
己
解
放
、
自
然
経
済
か
ら
低
度
な
が
ら
商
品
生

産
経
済
へ
の
移
行
傾
向
の
現
わ
れ
な
ど
は
、
下
層
領
主
を
も
含
む
広
汎
な
人
人
を
巻
き
こ
ん
で
権
利
に
対
す
る
一
般
的
自
覚
を
高
め
る
要

因
と
な
っ
た
。
鄭
と
晋
で
刑
法
の
成
文
公
開
が
実
現
さ
れ
た
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
両
国
が
放
治
経
済
上
の
先
進
国
で
あ
っ
た
こ
と
と
深

い
関
係
が
あ
る
。
特
に
鄭
で
は
、
建
国
の
当
初
か
ら
商
人
層
の
要
求
に
基
づ
い
て
、
国
家
権
力
は
商
人
を
尊
醜
し
商
業
活
動
に
干
渉
し
な

い
と
い
う
趣
旨
の
取
り
決
め
が
、
彼
ら
と
国
家
と
の
間
に
存
在
し
た
と
い
う
特
殊
な
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
注
目
に
値
い
す
る
。

商
業
者
層
の
勢
力
は
、
こ
の
国
で
は
こ
こ
ま
で
成
長
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
当
時
の
晋
国
は
、
対
外
的
に
は
国
際
政
治
の
中
心
舞
台

で
あ
り
、
国
内
的
に
は
三
大
強
力
領
主
が
分
割
独
立
を
実
現
す
る
前
夜
に
当
っ
て
い
た
。
こ
う
い
う
条
件
の
あ
っ
た
国
で
ま
ず
法
的
秩
序

　
　
　
　
郵
析
と
鳴
丘
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と
そ
の
学
説
の
発
展
が
見
ら
れ
た
事
実
は
、
そ
れ
を
推
進
し
て
い
る
真
の
力
が
何
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
教
え
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。

　
も
う
一
つ
、
人
倫
関
係
の
変
化
に
注
目
し
た
い
。
殺
欝
亡
国
が
多
か
っ
た
の
と
餅
せ
て
、
長
丘
の
時
代
に
は
平
和
的
方
式
に
よ
る
人
倫

の
乱
れ
が
文
献
の
上
に
頻
見
さ
れ
る
。
鮎
漁
の
男
性
と
尊
族
の
女
性
と
の
間
の
不
倫
な
関
係
を
意
味
す
る
”
蒸
”
1
上
帯
一
と
呼
ば
れ
る

行
為
な
ど
は
、
乱
倫
の
最
も
典
型
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
孝
弟
的
家
族
志
度
を
直
接
に
揺
り
動
か
す
性
質
を
も
っ
た
乱
倫

現
象
が
頻
発
す
る
状
態
の
下
に
、
孝
弟
的
秩
序
の
健
在
を
認
め
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
人
間
関
係
の
在
り
方
に
つ

い
て
の
変
化
の
要
求
を
反
映
し
て
生
じ
た
現
象
で
あ
る
。
古
い
家
父
長
権
中
心
の
家
族
秩
序
の
無
力
化
に
伴
う
一
種
の
腐
敗
現
象
と
し
て

の
性
格
を
有
す
る
一
面
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
未
来
へ
の
発
展
に
繋
が
る
新
し
い
萌
芽
と
し
て
の
積
極
的
側
面
を
も

岡
時
た
内
蔵
し
て
い
る
所
に
、
こ
の
特
殊
な
異
性
関
係
の
変
化
の
中
に
も
時
代
の
傾
向
を
示
す
要
因
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
斌
君
・
亡
圏
・
追
放
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
上
蓋
行
為
に
典
型
化
さ
れ
て
い
る
人
倫
関
係
の
変
化
に
歪
っ
て
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を
切

り
離
し
て
孤
立
的
に
考
察
す
る
限
り
、
十
分
な
歴
史
的
評
価
を
引
き
出
す
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
法
的
秩
序
お
よ
び
そ
の
学
説
と
の
関

連
性
は
、
こ
の
種
の
現
象
に
お
い
て
は
特
に
割
信
に
曲
折
し
た
形
で
し
か
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
関
連
性
が
な
い
と
は
、
私

に
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
い
う
人
間
関
係
の
異
常
な
変
化
を
、
恥
ず
べ
き
乱
倫
現
象
と
し
て
片
付
け
る
の
は
い
と
も
容
易

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
社
会
の
諸
現
象
は
深
所
に
お
い
て
す
べ
て
相
互
に
関
連
し
つ
つ
一
定
の
法
則
性
を
も
っ
て
生
起
し
、
社
会
の

発
展
運
動
の
金
偏
的
過
程
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
歴
史
的
意
義
を
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
問
題
に
対
処
す
る
と
き
、

長
い
問
孝
弟
的
秩
序
の
下
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
人
間
的
欲
求
が
社
会
的
条
件
の
変
動
に
よ
っ
て
新
た
な
力
を
も
ち
始
め
、
非
常
に
歪
め
ら

れ
た
形
で
古
い
秩
序
の
枠
を
破
っ
た
と
こ
ろ
に
、
上
津
現
象
を
生
み
逸
し
た
社
会
的
原
因
の
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
。
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山ノ、

郡
析
の
活
動
と
そ
の
歴
史
的
意
義

　
一
法
治
学
説
と
論
理
活
動
1

　
刑
法
の
成
文
公
開
は
、
従
来
ま
っ
た
く
無
権
利
状
態
に
お
か
れ
て
き
た
被
支
配
階
級
に
と
っ
て
は
、
権
力
に
よ
っ
て
一
方
的
に
決
定
さ

れ
る
刑
罰
処
置
に
対
し
て
、
法
を
楯
に
異
議
を
主
張
で
き
る
新
た
な
権
利
の
保
障
と
な
る
意
味
を
も
つ
。
無
権
利
階
級
が
、
法
の
制
定
権

ま
で
を
一
挙
に
そ
の
手
中
に
収
め
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
本
来
支
配
薩
級
の
利
益

を
ま
も
る
た
め
に
作
ら
れ
た
既
成
の
法
を
、
自
己
に
有
利
に
解
釈
し
運
用
さ
せ
る
方
法
を
通
し
て
自
分
た
ち
の
権
利
を
保
全
し
拡
大
し
て

ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
さ
に
、
晋
の
叔
向
が
爆
撃
に
警
告
し
た
と
お
り
、
“
法
文
を
楯
に
と
っ
て
上
と
争
い
、
手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な

る
”
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
叔
向
・
子
虫
の
時
代
か
ら
二
百
年
足
ら
ず
後
（
前
言
世
紀
の
中
葉
）
に
な
る
と
、
新
し
い
権
利
獲
得
勢
力
は

一
時
的
な
が
ら
寒
国
に
お
い
て
、
著
名
な
法
的
秩
序
お
よ
び
そ
の
学
説
の
支
持
者
で
あ
っ
た
商
量
を
自
己
の
代
表
と
し
て
権
力
の
中
枢
へ

送
り
こ
む
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
場
合
に
は
公
開
さ
れ
て
い
る
法
文
に
据
り
つ
つ
、
最
大
限
の
独
自
解
釈
と
適
用
の

手
段
に
頼
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
詳
記
に
有
利
な
解
釈
と
適
用
を
よ
り
高
度
化
す
る
必
要
が
あ
れ
ぽ
あ
る
程
、
法
律
を
専
門
と
す
る
職

業
の
成
立
と
誰
弁
的
論
理
の
出
現
と
は
、
共
に
社
会
的
要
求
に
対
応
す
る
歴
史
的
現
象
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
献
上
、
そ
の

第
一
号
と
認
め
ら
れ
る
の
が
郡
新
で
あ
っ
た
。

　
青
島
の
活
動
時
期
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
孔
丘
と
一
致
し
、
子
産
の
晩
年
と
も
重
な
り
合
う
。
子
産
と
同
じ
く
鄭
の
人
。
そ
の
著
書
と
し
て

現
在
に
伝
わ
る
”
郡
析
子
”
は
自
著
と
は
考
え
難
い
が
、
部
分
的
に
は
彼
の
学
説
を
反
映
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
漢
訳
に
は
二
篇
の

形
で
存
在
し
、
当
時
の
文
献
鑓
録
で
は
名
家
（
論
理
学
派
）
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
現
行
の
二
篇
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は

な
い
。
最
初
に
郵
析
の
著
書
を
整
理
し
た
劉
向
は
”
郵
析
は
刑
名
を
好
み
、
両
可
の
説
を
操
り
、
無
第
の
辞
を
設
け
た
”
と
述
べ
て
い
る

　
　
　
　
郡
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の
は
、
彼
の
論
理
家
的
側
面
を
伝
え
た
も
の
で
、
私
の
い
う
法
治
学
説
者
と
し
て
の
彼
の
本
領
と
は
す
ぐ
に
は
一
致
し
な
い
。
し
か
し
、

不
可
分
の
閣
連
は
大
い
に
あ
る
。

　
さ
て
、
郵
析
は
子
産
の
死
後
二
十
年
（
紀
元
前
五
百
年
）
に
郵
の
実
力
者
駆
歓
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
（
子
産
が
殺
し
た
と
記
録
す
る
文

献
も
あ
る
が
、
誤
り
と
思
わ
れ
る
）
。
理
由
は
文
献
上
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
推
論
は
可
能
で
あ
る
。
螂
国
で
は
子
産
の
死
後
、

一
入
お
い
た
次
に
政
確
を
継
承
し
た
の
が
馳
散
で
あ
り
、
馳
歓
は
就
任
の
翌
年
た
だ
ち
に
獅
析
を
殺
し
て
い
る
か
ら
、
両
春
の
間
に
は
か

な
り
鋭
い
対
立
関
係
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
子
産
の
政
治
が
こ
の
時
ま
で
の
二
十
年
間
に
大
き
く
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す

る
積
極
的
根
拠
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、
無
機
は
子
産
以
来
の
改
良
主
義
の
立
場
か
ら
は
許
し
難
い
存
在
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
無
理
な

く
推
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
子
産
の
改
良
主
義
的
政
治
路
線
は
、
前
述
の
如
く
児
孫
的
要
素
の
排
除
に
務
め
る
一
方
、
若
干
の
土
地
制

度
の
変
更
か
ら
刑
法
の
公
開
を
も
含
み
得
る
、
か
な
り
幅
の
広
い
開
明
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
路
線
か
ら
し
て
も
尚
お
容
認
し

難
い
要
鰹
が
郵
析
の
学
説
や
実
践
の
中
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
馳
漱
の
忌
避
す
る
所
と
な
っ
た
の
は
当
然
に
す
ぎ
な
い
。
法
的
秩
序
と
そ

の
学
説
ほ
、
も
と
も
と
家
父
長
的
孝
弟
的
社
会
秩
序
と
そ
の
学
説
に
愉
し
て
、
決
し
て
改
良
で
は
な
く
、
変
革
の
理
論
と
し
て
作
用
す
る

本
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
黒
穂
の
没
後
二
十
年
問
に
お
け
る
発
展
を
考
慮
す
る
と
き
、
群
盗
の
死
は
根
本
的
に
は
、
改
良

主
義
路
線
に
よ
る
変
革
主
義
弾
圧
の
象
徴
的
事
件
と
認
む
べ
き
歴
史
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
、
と
判
断
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
吹

管
は
郵
析
を
殺
し
て
お
き
な
が
ら
、
郵
析
が
作
っ
た
竹
刑
一
…
竹
簡
に
記
さ
れ
た
刑
法
と
推
定
さ
れ
る
が
内
容
は
未
詳
一
を
採
用
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
子
産
の
場
合
と
同
じ
く
、
客
観
条
件
の
動
き
に
即
応
し
た
あ
る
程
度
の
権
利
の
容
認
は
、
領
主
制
の
維
持
な

ど
自
分
た
ち
集
団
の
基
本
的
利
益
の
た
め
に
そ
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
、
本
質
は
あ
く
ま
で
改
良
主
義
と
変
革
主
義
と
の

闘
い
の
産
物
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
尊
書
の
具
体
的
活
動
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
　
”
呂
氏
春
秋
”
1
獅
析
の
後
二
百
五
十
年
前
後
に
半
国
の
宰
相
に
な
り
上
っ
た
大
商
人

あ
が
り
の
政
治
ボ
ス
編
不
章
の
総
括
編
輯
…
の
記
述
に
よ
る
と
、
都
析
は
子
産
の
政
治
に
対
し
て
事
毎
に
批
判
的
で
、
訴
訟
事
件
の
当
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事
者
か
ら
一
定
の
報
酬
を
取
っ
て
、
正
邪
是
非
を
混
乱
さ
せ
裁
判
に
勝
つ
方
法
を
彼
ら
に
教
唆
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
非
常
に
多
く

の
人
が
彼
の
許
へ
相
談
に
行
っ
た
状
態
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
は
一
種
の
法
律
栢
談
噺
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
経
営
し
、
職
業
的
民

間
法
律
家
と
し
て
振
舞
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
別
の
文
献
で
は
（
例
え
ば
「
列
子
」
）
、
彼
の
作
っ
た
哲
刑
が
訴
訟
当
事
岩
た
ち

の
抗
弁
の
拠
り
所
と
し
て
利
用
さ
れ
た
よ
う
な
認
述
も
あ
る
。
そ
こ
ま
で
の
真
否
は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
も
、
職
業
的
法
律
家
と
し
て
裁

判
批
判
を
大
い
に
展
開
し
、
判
決
に
対
す
る
不
服
従
運
動
を
煽
り
立
て
る
一
方
、
一
般
人
の
法
的
意
識
の
高
ま
り
に
応
え
つ
つ
そ
の
一
層

の
向
上
を
刺
激
す
る
形
で
、
既
存
の
桂
会
秩
序
お
よ
び
価
値
体
系
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
。
　
“
郵
析
が
殺

さ
れ
た
の
で
螂
国
の
民
心
が
服
従
し
、
是
非
が
定
ま
り
姦
悪
が
跡
を
絶
っ
た
”
と
述
べ
る
文
献
が
あ
る
の
は
、
無
権
利
階
級
の
権
利
闘
争

を
援
け
る
法
治
学
者
の
法
律
活
動
に
向
け
て
、
支
配
階
級
の
憎
悪
を
反
映
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。

　
郵
析
の
論
理
家
（
名
家
）
と
し
て
の
能
力
は
こ
の
よ
う
な
法
的
実
践
活
動
の
中
で
発
展
し
成
熟
し
た
。
彼
の
明
確
な
叢
誌
意
識
に
轟
か

れ
た
実
践
を
離
れ
て
論
理
的
活
動
を
考
え
る
こ
と
の
誤
り
は
、
彼
の
論
理
を
象
徴
す
る
か
の
如
く
に
常
に
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
“
両
可

之
説
”
”
・
“
無
窮
之
辞
”
が
、
本
来
は
法
廷
に
お
け
る
法
律
論
争
の
中
で
典
型
的
に
用
い
ら
れ
た
彼
独
得
の
論
法
で
あ
る
点
か
ら
も
明
ら

か
と
い
え
よ
う
。
両
可
の
論
理
は
、
可
不
驚
の
基
準
を
収
拾
し
難
い
混
乱
に
貫
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
無
窮
の
論
理
は
、
勝
て
な
く
と
も
敗

れ
な
い
保
障
を
作
り
出
す
機
能
を
発
揮
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
論
理
自
体
は
、
事
物
の
も
つ
諸
側
面
や
他
の
事
物
と
の
関
連
を
全
体
的

具
体
的
に
考
察
し
な
い
ま
ま
、
自
己
の
欲
す
る
結
論
を
一
方
的
に
出
そ
う
と
す
る
観
念
的
産
物
で
、
ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
読
響
的
性
絡
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
敵
対
港
が
自
分
の
た
め
に
作
っ
た
諸
規
範
に
足
場
を
求
め
て
闘
う
以
外
に
道
が
な
い
大
き

な
制
約
の
下
に
あ
っ
て
、
彼
が
直
物
し
た
法
廷
論
争
を
有
利
に
展
開
し
て
ゆ
く
た
め
の
武
器
と
し
て
は
、
一
定
の
力
を
有
し
た
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、
そ
こ
に
駅
弁
的
論
理
が
こ
の
よ
う
な
権
利
闘
争
の
激
化
し
た
聖
代
に
、
特
に
顕
著
な
動
き
を
冤
せ
る
に
至
っ
た
理
由
が
あ
る
。

　
鄙
析
と
孔
丘
は
嗣
じ
時
代
に
活
動
し
て
い
な
が
ら
、
面
と
向
っ
て
は
勿
論
の
こ
と
、
文
書
を
通
じ
て
さ
え
、
相
互
に
論
難
し
あ
う
機
会

は
も
た
な
か
っ
た
。
た
が
い
に
そ
の
人
の
存
在
を
知
っ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
二
人
遅
、
法
的
秩
序
と
道
徳
秩

郵
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序
と
い
う
二
大
勢
力
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
立
場
を
も
っ
て
、
客
観
的
に
は
激
し
い
抗
争
の
中
に
生
涯
を
過
し
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
路

線
を
主
持
す
る
藁
菰
勢
力
が
並
存
す
る
限
り
、
学
説
そ
の
も
の
が
継
承
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
、
本
質
上
両
者
の
抗
争
と
評
価
す

べ
き
現
象
は
、
つ
い
最
近
ま
で
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
と
称
し
て
過
蓄
で
な
い
。
端
的
に
い
っ
て
、
二
つ
の
学
説
の
抗
争
は
、
社
会
の
発
展

過
程
に
お
け
る
階
級
間
の
闘
い
と
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
九
年
一
一
月
一
驚
の
京
都
哲
学
会
に
お
け
る
講
演
に
本
づ
き
訂
正
補
充
　
一
九
七
〇
年
四
月
稿
）

甘
　
　
己

陀
F
　
　
量
ロ

　
長
里
と
孔
丘
一
派
と
の
間
で
互
い
に
暗
黙
の
中
に
展
閤
さ
れ
た
論
難
は
、
孝
弟
的
秩
序
・
学
説
と
法
的
秩
序
・
学
説
と
の
抗
争
の
高
ま

り
を
示
す
第
一
次
の
激
突
で
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
需
わ
ぽ
尚
お
序
の
口
で
、
や
が
て
第
二
次
第
三
次
と
、
更
に
激
し
さ
を
舶
え
た
激
突

の
高
波
が
現
わ
れ
ま
す
。
卑
稿
は
第
一
次
激
突
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
打
ち
切
り
ま
し
た
か
ら
、
あ
と
に
続
く
激
突
の
中
心
的
問
題
点
だ

け
を
ご
く
簡
単
に
述
べ
て
お
き
ま
す
。

　
ま
ず
第
二
次
激
突
の
主
役
は
、
孔
丘
学
説
の
発
展
的
継
承
巻
を
も
っ
て
自
任
す
る
孟
綱
と
、
都
析
の
時
期
よ
り
更
に
発
展
し
た
法
的
秩

序
の
実
態
と
社
会
的
要
求
の
強
ま
り
を
背
景
に
し
て
、
秦
閣
政
権
の
中
枢
に
乗
り
出
し
、
大
幅
の
土
地
改
革
を
断
行
し
、
法
的
秩
序
の
経

済
的
基
礎
を
制
度
的
に
保
障
し
よ
う
と
し
た
商
鞍
の
二
人
で
す
。
孟
輌
が
強
調
し
、
後
世
の
儒
教
学
者
た
ち
が
礼
讃
し
て
や
ま
な
い
“
王

道
”
学
説
…
一
性
善
論
を
含
む
一
な
る
も
の
は
、
何
を
意
識
し
何
を
目
的
に
し
た
も
の
か
、
そ
の
実
体
の
分
析
が
重
要
で
す
。
第
一
次

抗
争
の
後
お
よ
そ
一
世
紀
半
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
場
合
も
二
人
の
主
役
は
個
人
的
に
は
全
く
知
り
あ
わ
な
い
ま
ま
、
学
説
上
の
抗
争
を

客
観
的
に
展
開
し
た
の
で
す
。

　
第
一
次
激
突
の
時
期
に
は
、
子
産
や
孔
丘
の
足
を
引
き
戻
そ
う
と
す
る
力
は
、
す
で
に
古
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
宗
教
的
観
念
だ
け

で
し
た
か
ら
、
彼
ら
は
全
力
を
挙
げ
て
法
的
秩
序
の
学
説
と
闘
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
第
二
次
の
場
合
に
は
、
家
父
長
権
の
物
質
的

基
礎
を
な
す
財
産
権
そ
の
も
の
を
否
認
す
る
墨
餐
の
兼
愛
交
利
学
説
、
お
よ
び
楊
朱
の
利
己
的
快
楽
学
説
が
現
わ
れ
た
の
で
、
孟
輌
は
蕊



つ
の
敵
と
闘
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
王
道
学
説
の
主
要
な
敵
が
、
法
的
秩
序
学
説
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

　
第
二
次
激
突
に
引
き
つ
づ
き
、
商
舗
を
含
む
主
要
な
法
治
学
説
を
批
判
的
に
総
合
し
て
こ
の
学
説
の
組
織
化
に
成
功
し
、
秦
の
始
皇
帝

に
よ
る
画
期
的
な
政
治
に
法
的
秩
序
の
理
論
を
提
供
し
た
韓
非
の
業
績
は
偉
大
で
し
が
、
や
が
て
前
漢
時
代
に
な
る
と
、
周
代
の
領
主
制

は
秦
代
以
降
原
則
的
に
消
滅
し
て
は
い
た
も
の
の
、
農
村
の
地
主
勢
力
と
結
結
し
た
孝
弟
学
説
は
そ
の
潜
在
的
な
匝
大
な
力
を
以
て
、
政

治
に
対
す
る
支
配
権
を
揮
い
は
じ
め
ま
す
。

　
こ
う
し
た
客
観
情
勢
の
下
で
、
第
…
二
次
の
激
突
が
紀
元
前
八
十
｛
年
（
昭
帝
の
始
元
六
年
）
に
起
り
ま
す
。
塩
鉄
会
議
と
い
わ
れ
る
通

り
、
表
薗
の
課
題
は
壌
・
鉄
・
酒
な
ど
の
専
売
潮
の
可
否
で
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
制
度
が
当
時
の
諸
矛
盾
の
集
約
的
象
微
睡
性
質
を
も
っ

て
い
た
か
ら
で
、
実
質
上
は
そ
の
根
底
に
あ
る
孝
弟
学
説
と
法
治
学
説
の
厳
し
い
対
決
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
会

議
の
激
論
状
況
を
記
録
し
た
「
塩
鉄
論
」
（
桓
寛
の
作
）
が
何
よ
り
も
は
っ
き
り
と
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
会
議
の
登
場
者
は
双
方
合
せ
て

六
十
余
人
、
孝
弟
派
は
農
村
地
主
勢
力
を
代
弁
す
る
儒
教
学
者
、
法
治
派
は
主
と
し
て
都
市
の
新
興
勢
力
を
代
弁
す
る
一
部
の
財
政
宮
寺

と
い
う
配
置
で
し
た
。

　
孝
弟
と
法
治
、
こ
の
二
つ
の
学
説
の
衝
突
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
回
だ
け
で
終
る
道
理
が
あ
り
ま
せ
ん
。
農
村
勢
力
が
存
続
す
る
限
り

常
に
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
後
世
ま
で
継
続
し
ま
す
が
、
億
人
の
霞
由
が
拡
大
し
そ
の
権
威
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
孝
弟
学
説
の
権
威
が
低
下

し
て
ゆ
く
状
況
が
見
ら
れ
る
の
は
、
歴
史
の
進
行
方
向
の
当
然
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
（
了
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE・

T6ng　hsi（郡析）and　K’ung　ch，iu（孔丘）

　　　how　they・had’to　be　against　each　other

by↑o面。　Shi如za脚a

　　K，ung　ch，iUl．（孔丘）understood比e　primary　virtue　of“jeガ，（huma擁y）

as　based　upon　the　obedience　toward　one’s　father and　one’s　eldest　br6ther．

He　was　keenly　aware　of　the．　necessity　of　embhasizing　the　importance　of

the　paternal　rights．

　　The　social　system　then　was　founded　on　the　paternal　rights’which

included　corresponding　rights’　of　property．　K’ung　ch’iu’s　doctrine　aimed

at　the　defense　of　the　sysitem．・　’

　　The　system，　’hoviever，　had　already　beg’un　to　decline　and　had　allowed　the

appearance’ @of’a　doctrine　which　insisted　upon　the　rule　of　law　over　’agailtst

the　rule　o｛　morality．　The　new　doctrine，o“egalism　was　to　do　justice　te，’　ahd

to　defend　the　rights　of，　the　class　of　pe6ple’who　newly　acquired　their　property．

The　new　doctrine　had　to　be　against　the　l　old　doctrine　of morality　beeadse

of　the　antagonism　between　the　two　social’forces　’sttpporting　themi　While

K’ung　ch’三u　defended　the　doctrine． 盾?．mo蜜a1ity　1t　was　T6ng　hsi（郵析）

who　represented　the　doctrine　of　legalism

　　When　in　the’latter　half　of’，the’6th’　centttry　B．　C．　part　of　the　criminal　law

came　to　be　codified　and　made　known’ Dto　the　public，　K’ung　ch’iu　strongly

opposed　to　the　move　becadse’he　feared　that　it　wbuld　lead　to　the　decline

of　the　patriarchal　order．　Teng　hsi，　on　the　contrary，　opened　a　law　office

for　the　common　people　and　gave　them　legal　advice　for　a　¢ertain　fee．

1



He　very　often　criticised　decisions　of　the　court，　encouraged　a　new　sense　of

justlce，　and　thus　undermined　the　established　value　system．

　　The　logic　peculiar　to　Teng　hsi，　commonlY　called　l“sophism”，　was　an

indispensable　weapon　for　his　legal　activltie．stAnd　／1　take　the　doctrine　of

‘‘ モ盾窒窒?ｃｔｉｎｇ　the　na卑e”（正名）held　by　K’ung　ch’i琶to　be　no　other　than　a

direct　attack　on　the　logic　of　the　legaiist．

What　is　logic？

by　Masao　Yamashita

　　A　partially　ordered　set　is　represented　by　a　Hasse’s　diagram．　A　lattice，

a　kind　of　a　partially　ordeyed　set　is　represented　by　it　too．

　　In　this　paper，　（1）　classlcal　propositional　logic，　modal　logic，　many－valued

logic，　and　quantification　logic　is　represented　by　a　Hasse’s，diagram　as　a

complemented　distributive　lattice（a　Boolea難la宅tice），（2）i醜itio箪istic　l・9量c

is　represented　by　it　as　a　pseudo－complemented　distributive　lattlce　with　a

minimum，　a＃d　（3）　Minimal－Logik　is　represented　by　it　as　a　pseudQ－com－

Ple斑ented　distr三もutive　lattice　without．a謡nimum，　The　logic　of　clas．ses，

Plato’s　diairesis，　Kant’s　analytic　judgement，　the　theory　of　classification，

Aristotle’s　sylloglstic，　Leibniz’s　logical　calculus，　analysis　and　synthesis　in

the　Pert－Royal　logic，　Lull’s・　ars　combinatoria，　Leibniz’s　combinatory　art，

Plato’s　theory．　o£　“anaiogia”，　the　theory　of　Polarity，　the　theory　of・1’一

Ching，　Piaget’s　group　are　represented　as　a　Boolean．　lattice　or　a　truRcated

part　of　it．　At　last　the　mystical．．logic　is　discussed．

Studien　zur　Phdinomenologie　des　Geistes

von　Minoru　lllaba

・ln　den　drei　Abhandlungen　hat　der　Verfasser　versucht，　die．erste　Htilfte
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