
中
国
の
孔
子
批
判
に
関
す
る
諸
問
題

一
は
じ
め
に

一
九
七
三
年
の
八
月
か
ら
中
間
で
開
始
さ
れ
た
孔
子
批
判
運
動

は
、
劉
少
奇
・
林
彪
な
ど
に
脱
す
る
政
治
問
題
を
も
合
め
た
批
林
批

孔
運
動
に
接
結
し
、
さ
ら
に
儒
法
闘
争
史
観
に
よ
る
路
史
と
原
史
人

物
の
再
評
償
、
中
間
思
想
史
の
再
編
成
へ
と
搬
大
し
、
七
六
年
春
ご

ろ
か
ら
「
走
資
振
批
判
い
「
郡
小
平
批
判
」
が
始
ま
る
ま
で
、
一
一
一
年

(
注
1〉

有
徐
に
わ
た
っ
て
綴
縮
、
展
開
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
批
林
批
孔
運
動
と
一
括
し
て
呼
ば
れ
る
そ
の
一
連
の

動
き
の
い
わ
ば
「
原
知
」
で
あ
る
孔
子
に
針
す
る
批
判
だ
け
に
問
題

を
賎
定
し
、
ま
ず
今
関
の
孔
子
に
射
す
る
批
判
の
論
理
と
見
解
を
契

約
し
、
次
に
そ
れ
が
解
放
後
の
孔
子
許
償
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
る
の
か
に
つ
い
て
中
間
古
代
史
の
阪
分
問
題
と
絡
め
な
が

ら
億
単
に
紛
れ
、
さ
ら
に
今
回
の
孔
子
批
判
の
論
理
と
主
張
の
問
題

黙
を
魯
の
三
家
な
ら
び
に
辺
倒
語
」
に
お
け
る
「
人
」
と
「
民
」
の

解
糠
の
二
論
結
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
兵
態
的
に
検
討
し
て

み
る
。

土
日

英

夫

原

ニ
孔
子
批
判
の
論
理(注

2

)

(

注
3
〉

い
く
つ
か
の
伏
線
を
誼
き
な
が
ら
、
楊
策
閣
の
人
民
日
報
論
文
を

起
黙
と
し
て
中
間
の
孔
子
批
判
運
動
は
開
始
さ
れ
た
。
楊
柴
問
闘
が
そ

こ
で
挺
起
し
た
孔
子
批
判
の
論
理
と
見
解
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る。
楊
築
協
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
郭
沫
若
設
を
踏
ま
え
て
春
秋
戦
闘

期
は
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
の
過
渡
期
で
あ
る
と
押
さ
え
、
孔
子
許

僚
の
廿
耕
一
軌
を
設
定
す
る
。
次
に
、
孔
子
が
、
イ
魯
閣
の
「
新
興
勢
力

の
代
表
」
で
あ
る
季
孫
、
孟
孫
、
叔
孫
の
三
家
の
勢
力
mm際
化
を
企

図
し
た
、
ロ
「
湾
閣
の
一
新
興
勢
力
の
代
表
い
悶
成
予
が
「
費
留
の
奴

隷
主
貴
族
の
頭
目
、
持
備
公
を
抹
殺
し
た
い
こ
と
に
反
関
し
た
、
ハ

「
刑
問
加
を
鋳
る
」
こ
と
に
反
到
し
た
、
ニ
「
品
川
M

閣
の
著
名
な
革
新
波
レ

少
正
卯
を
殺
害
し
た
、
の
間
黙
を
根
接
と
し
て
「
孔
子
は
尽
ま
し
に

崩
壊
し
つ
つ
あ
る
奴
隷
制
の
側
に
頑
迷
に
立
っ
て
新
興
の
封
建
制
改

に
断
簡
反
釘
し
た
」
と
そ
の
政
治
的
立
場
を
規
定
す
る
。
こ
う
し
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て
孔
子
を
奴
隷
制
擁
護
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
枠
組
み
に
入
れ
、
そ

の
範
間
内
で
「
論
双
山
」
に
み
え
る
孔
子
の
思
想
を
分
析
、
批
評
す

ハ
注
4
〉

る
。
た
と
え
ば
「
恕
」
に
つ
い
て
、
寸
孔
子
が
『
恕
』
を
提
隠
し
た

の
は
、
奴
隷
に
射
し
て
箆
恕
を
賀
行
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
は
な

く
、
す
で
に
波
務
し
た
奴
隷
主
に
削
列
し
て
寛
大
な
遂
を
安
行
す
る
よ

う
求
め
た
だ
け
だ
」
と
一
一
一
応
う
。
そ
し
て
「
孔
ー
子
の
思
想
は
、
す
べ
て

ま
さ
に
崩
援
し
つ
つ
あ
る
奴
隷
主
貴
族
階
級
の
利
金
に
服
務
す
る
も

の
で
あ
っ
た
い
と
結
ん
で
い
る
。

要
約
す
れ
ば
、
春
秋
戦
闘
期
は
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
の
過
渡
期

で
あ
り
、
孔
子
は
波
落
し
つ
つ
あ
る
奴
隷
主
貴
族
の
立
場
か
ら
奴
隷

制
を
擁
護
し
、
新
興
の
封
建
勢
力
に
反
関
し
た
反
動
思
想
家
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
孔
子
に
釣
す
る
楊
築
閣
の
こ
の
見
解

は
、
中
関
の
飽
の
孔
子
批
判
論
者
に
も
受
け
織
が
れ
て
お
り
、
今
川
仰

の
孔
子
批
判
の
茶
本
的
見
解
と
う
。

三
古
代
史
の
区
分
問
題

楊
柴
閣
の
論
理
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
中
間
で
の
孔
子
許
僚
は
、

ま
ず
孔
子
の
活
動
し
た
春
秋
末
期
が
い
か
な
る
性
質
の
枇
舎
で
あ
っ

た
か
を
確
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
革
新
と
反
動
の
一
許
償
基
準
を
設
定

し
、
そ
れ
で
は
そ
う
い
う
時
代
に
孔
子
は
い
か
な
る
政
治
的
立
場
に

っ
て
い
た
か
、
そ
の
思
想
は
ど
の
階
級
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
と
展
開
し
て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
従
っ
て
古
代
史
の

分
問
題
を
不
問
に
し
た
ま
ま
中
関
の
孔
子
詐
償
に
つ
い
て
語
る
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
こ
で
ま
ず
そ
の
問
題
に
鰯
れ
て
み
る
。
た
だ
こ
の
間

題
は
長
期
間
、
し
か
も
多
く
の
論
駄
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
の

で
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
る
徐
裕
の
な
い
こ
と
を
断

わ
っ
て
お
く
が
、
そ
の
論
黙
を
姿
約
す
れ
ば
、
奴
隷
制
か
ら
封
建
制

へ
の
移
行
の
時
期
を
ど
こ
に
鐙
く
か
を
通
じ
て
中
関
古
代
批
禽
の
構

造
を
ど
う
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
問
問
一
〈
鰻
的
に
は
間
周
を
奴
隷
制

と
み
る
か
封
建
制
と
み
る
か
、
奴
隷
制
と
み
た
場
合
に
は
封
建
制
へ

(法
5
)

の
移
行
の
時
期
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

中
間
幽
で
最
初
に
古
代
史
の
応
分
を
試
み
た
郭
沫
若
は
、
一
九
七
二

年
に
自
設
の
特
務
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
奴

隷
制
の
下
限
に
つ
い
て
は
訟
を
一
一
一
向
幾
え
た
。
最
初
は
二
つ
の
枇
禽

制
度
の
交
替
期
は
西
周
と
束
期
の
交
、
つ
ま
り
紀
元
前
七
七

O
年
前

後
と
考
え
た
。
瀦
い
て
こ
の
見
解
を
改
め
秦
か
ら
漠
へ
の
移
行
期
、

つ
ま
り
'
紀
元
前
二

O
六
年
前
後
で
あ
る
と
し
た
。
一
九
五
二
年
に
な

っ
て
吋
奴
隷
制
時
代
ω
と
い
う
論
文
を
書
き
、
奴
隷
制
の
下
限
は
春

ハ
波

6
)

秋
と
戦
闘
の
交
、
つ
ま
り
紀
元
前
四
七
五
年
で
あ
る
と
し
た
レ
。
そ

し
て
こ
の
「
奴
隷
制
時
代
」
で
提
出
し
た
自
訟
を
七
二
年
と
い
う
時

(必
7
)

駄
で
存
確
認
し
、
楊
策
協
ら
は
こ
の
係
分
論
を
前
提
と
し
て
孔
子
批

判
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
奴
隷
制
の
下
問
棋
を
春
秋
と
戦
閣
の
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し
て
承
認
さ
れ
て
き

に
寵
く
こ
の
郭
沫
若
訟
が
こ
れ
ま
で

た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

(法
8
)

五
六
年
に
出
版
さ
れ
た
…
mm
分
問
題
に
脱
す
る
論
文
集
の
「
編
者
の

こ
と
ば
」
に
は
「
奴
隷
制
か
ら
封
悠
制
へ
の
移
行
の
問
題
は
、
原
史

料
亭
の
中
の
最
も
複
雑
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
問
題

は
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
」
と
総
括
さ
れ
て
お
り
、
参
考
の
た
め
、

こ
の
論
文
集
か
ら
春
秋
戦
間
期
を
奴
隷
鋭
か
ら
封
建
制
へ
の
移
行
期

と
み
な
さ
な
い
訟
の
結
論
の
み
を
列
壊
し
て
み
る
と
、
百
周
か
ら
初

期
封
建
枇
合
(
部
文
閥
、
徐
中
倍
)
、
春
秋
戦
闘
期
は
封
建
…
枇
曾
〈
飢
仰

向
恋
)
、
春
秋
戦
協
以
後
ま
で
奴
隷
制
(
賀
子
通
)
、
西
漢
末
ま
で
奴

隷
制
ハ
畑
谷
誠
)
、
阪
漢
も
奴
隷
判
例
〈
主
忠
治
、
一
意
書
業
)
と
い
う

兵
合
い
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
に
来
日
し
た
歴
史
容
者
一
鎖
的
資
は
、

街
加
を
封
建
枇
禽
と
す
る
立
場
に
立
つ
が
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
の
中

で
、
四
加
を
奴
隷
制
と
み
る
設
と
封
建
制
と
み
る
設
と
の
論
黙
を
丁

寧
に
紹
介
し
、
「
だ
が
こ
の
ご
つ
の
訟
は
、
な
お
多
く
の
人
々
に
普

ハ花
9
)

一
過
的
に
受
け
と
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
a

」
と
表
明
し
て
い
る
。
ち
な
み

(
注
玲
)

に
一
つ
の
文
献
自
鋒
の
「
社
禽
性
質
」
の
項
目
だ
け
に
よ
っ
て
も
、

一
九
五

O
年
か
ら
五
九
年
ま
で
の
問
に
こ
の
間
題
に
関
す
る
論
文
が

一
三

O
徐
篇
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
問
題
解
明
の
た
め
に
長
期
的

で
粘
り
強
い
努
力
が
績
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
器
開
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
記
文
磁
は
六
四
年
と
い
う
時
黙
で
西
周
か
ら
す
で
に

初
期
封
建
致
命
で
あ
る
と
い
う
従
前
か
ら
の
自
説
を
礁
し
て
お

(

法

円

以

〉

り
、
郭
抹
若
の
論
が
必
ず
し
も
定
論
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
現
に
郭
沫
若
自
身
も
七
二
年
の
前
掲
論
文
で
、
「
段
代

以
後
、
問
題
は
複
雑
に
な
る
。
あ
る
同
志
は
す
で
に
封
建
耽
舎
に
入

っ
て
お
り
、
奴
隷
制
と
封
建
制
の
交
替
郷
は
放
と
周
と
の
交
、
つ
ま

り
紀
元
前
一

O
六
六
年
前
後
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
少
な
か
ら
ぬ

間
志
惑
は
間
期
あ
る
い
は
府
代
と
府
代
以
後
ま
で
も
奴
隷
制
批
舎
で

〈
注
目
〉

あ
る
と
す
る
い
と
異
説
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
七
二
年
に
郭
沫
岩
の
そ
の
論
文
が
設
表
さ
れ
、
そ
れ

を
「
代
序
い
と
す
る
蕎
著
「
奴
隷
制
時
代
」
が
七
一
一
一
年
五
月
に
再
.
版

さ
れ
る
と
、
そ
の
時
代
思
分
論
を
伏
線
と
し
て
楊
築
関
ら
の
一
連
の

孔
子
批
判
論
文
が
笈
表
さ
れ
始
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

今
問
の
孔
子
批
判
は
、
回
開
封
建
枇
ム
川
口
論
を
は
じ
め
と
す
る
、
春
秋

戦
協
期
を
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
の
大
援
革
期
と
み
な
さ
な
い
見
解

を
無
説
し
、
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
の
基
盤
を
獲
得
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
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解
放
後
の
孔
子
評
償

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
時
期
鼠
分
論
と
関
連
し
つ
つ
、
解
放
後

の
中
閣
で
孔
子
が
ど
の
よ
う
に
許
偵
さ
れ
て
い
た
か
紹
介
し
て
み

る
。
た
だ
解
放
後
一
の
孔
子
詐
慣
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
は
、
す
で

毘



〈
任
問
)

に
高
橋
均
氏
の
丁
寧
な
紹
介
が
あ
り
、
私
自
身
も
鴻
友
磁
の
所
設
を

(

注

日

川

〉

中
心
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
春
秋
加
を
奴
隷
制

か
ら
封
建
制
へ
の
移
行
期
で
あ
る
と
す
る
時
期
一
弘
分
説
に
立
脚
す
る

孔
子
論
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

郭
沫
若
は
「
十
批
判
市
一
一
ど
に
お
い
て
奴
隷
制
と
封
建
制
の
交
代
期

を
秦
と
漢
の
交
と
み
な
し
、
孔
子
を
ぺ
常
時
の
一
枇
ム
昨
日
援
革
の
流
れ
に

〈
法
お
)

服
滋
」
し
た
思
出
家
で
あ
る
と
佐
え
司
に
許
償
し
て
い
た
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
論
文
「
奴
隷
制
時
代
い
で
は
、
時
期
一
院
分
を
春
秋
と
戦

協
の
交
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
背
景
に
、
孔
子
が
、
大
奴
隷
主
の

階
級
支
配
を
強
闘
に
す
る
た
め
の
つ
天
い
を
承
認
し
な
か
っ
た
こ

と
、
…
種
の
平
等
な
概
念
で
あ
る
「
仁
い
な
ら
び
に
私
有
財
産
を
保

障
す
る
考
え
で
あ
る
コ
我
い
を
主
張
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
孔

子
は
封
建
制
推
進
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
る
と
そ
の
詐
債
を
押
し
準

〈
印
日
〉

め
た
。
今
回
の
孔
子
批
判
運
動
の
中
で
は
そ
の
郭
沫
表
の
孔
子
許
償

は
ま
っ
た
く
鰯
れ
ら
れ
ず
、
時
期
区
分
説
だ
け
が
切
り
離
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

方
、
楊
築
関
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
皮
封
に
「
孔
子
の
思
想
微

系
は
保
守
的
な
凶
が
あ
り
け
ま
し
に
崩
壊
し
て
い
く
貌
族
統
治
を
擁

ハ
ル
総
門
川
)

殺
す
る
も
の
ん
で
、
勺
孔
子
の
仁
は
蛍
時
の
王
公
大
人
と
士
大
夫
を

包
括
す
る
だ
け
で
、
孔
子
は
仁
を
品
川
削
時
の
王
公
大
人
と
士
大
夫
を
岡

(
汁
抗
日
ゆ
〉

結
さ
せ
る
だ
け
の
中
心
的
な
も
の
と
し
た
い
と
述
べ
て
い
た
。
川
仰
柴

閣
に
闘
し
て
、
「
衛
問
問
中
関
思
想
史
j

一
(
六
二
年
)
に
お
い
て

〈

淀

川

月

)

も
間
接
な
見
解
を
表
現
し
て
い
る
の
で
、
今
回
の
孔
子
批
判
運
動
の

中
で
の
主
一
長
を
も
含
め
て
、
そ
の
孔
子
に
約
す
る
見
方
は
終
始
一
貫

し
て
い
る
と
一
一
一
一
悶
え
る
。

郭
、
楊
二
人
の
隔
極
的
な
詐
償
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

と
し
て
、
侯
外
ぃ
山
間
ι

の
詳
倍
、
が
あ
る
。
侯
外
山
内
川
は
、
孔
子
の
思
想
は
浸

落
し
た
氏
族
貴
族
の
利
金
を
代
表
し
た
が
、
自
出
民
の
接
一
践
に
よ
っ

て
一
定
の
譲
歩
を
飴
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
思
想
は
客
観
的
に
は
進
歩

的
要
素
を
鍛
え
る
と
い
う
矛
盾
し
た
折
衷
的
な
も
の
で
あ
る
と
す

(
注
初
)

る
。
鴻
友
蘭
も
侠
外
肢
と
同
様
な
一
件
伎
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
の
矛

応
性
を
孔
子
が
代
続
し
た
階
級
が
「
奴
隷
主
貴
族
か
ら
特
化
し
て
き

ハ
注
汎
)

た
地
主
階
級
i
一
で
あ
る
こ
と
に
求
め
、
そ
の
立
場
に
約
駐
し
て
そ
の

思
想
は
改
良
主
義
思
想
で
あ
る
と
し
、
た
と
え
ば
仁
は
「
支
配
階
級

が
人
民
に
到
し
て
搾
取
を
軽
減
し
、
人
誌
に
釘
し
て
若
干
の
思
惑
を

〈
山
松
山

ω
)

施
こ
す
い
よ
う
主
仮
す
る
も
の
で
、
選
比
少
的
芯
義
が
あ
る
と
一
件
償
す

る。
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孔
子
に
釣
す
る
楊
、
郭
の
よ
う
な
一
陶
磁
的
な
見
方
と
、
侠
、
潟
の

よ
う
な
そ
の
中
間
的
な
見
方
と
の
三
系
列
は
、
ム
ハ

0
年
代
に
入
っ
て

も
引
き
禎
き
存
夜
し
た
。
ム
ハ

O
年
か
ら
六
二
年
に
か
け
て
展
開
さ
れ

た
孔
子
哲
郎
ず
討
論
の
中
で
設
中
…
科
さ
れ
た
論
s

父
を
牧
録
し
た
…
i

孔
子
哲

(
片
山
部
)

践
す
討
論
集
い
を
み
て
も
、
間
一
の
時
期
限
分
説
に
立
脚
し
な
が
ら
孔



に
関
し
て
は
、
イ
奴
隷
主
階
級
一
の
思
想
(
任
総
愈
、
関
鋒
、

林
業
時
、
越
紀
彬
、
物
楽
閥
、
変
装
松
)
、
ロ
奴
隷
主
か
ら
斡
化
し

た
封
建
地
主
階
級
の
思
想
(
泌
友
樹
、
湯
一
介
)
、
ハ
新
興
地
主
階

級
の
思
想
(
安
作
部
、
主
先
進
、
え
松
亭
、
録
啓
鵬
)
と
い
う
一
一
一
系

列
に
分
裂
し
て
い
る
。

以
上
、
孔
子
論
の
一
部
分
を
み
た
だ
け
で
も
多
様
な
見
方
の
存
在

を
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
に
従
来
は
複
数
の
事
訟
の
中
の
一
つ

と
し
て
存
在
し
て
い
た
イ
の
系
列
の
設
が
、
七
三
年
ご
ろ
を
境
に
突

如
と
し
て
中
関
で
の
孔
子
に
制
列
す
る
唯
一
の
見
方
と
な
り
、
楊
楽

閥
、
任
綴
愈
、
越
紀
彬
ら
の
著
作
が
再
版
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

ハ注
M

〉

っ
た
。
つ
ま
り
現
在
の
孔
子
像
は
、
兵
な
っ
た
許
償
相
互
の
間
で
食

い
迷
い
を
確
認
し
合
い
、
相
互
批
判
を
通
じ
て
分
析
方
法
や
見
解
を

深
化
渡
良
さ
せ
た
結
果
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
わ
け
で
、
そ

こ
に
今
岡
の
孔
子
批
判
が
溺
諮
問
的
で
説
得
力
に
続
け
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。

五
魯
の
三
家
に
関
す
る
問
題

上
述
し
た
全
総
的
な
事
柄
を
踏
ま
え
て
、
同
一
〈
般
的
な
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
。
ニ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
楊
策
閣
は
四
つ
の
理
由
を

提
示
し
て
孔
子
を
奴
隷
制
…
擁
護
の
側
に
立
つ
思
想
家
と
断
定
し
て
い

る
が
そ
の
う
ち
少
正
卯
を
諒
し
た
問
題
と
「
刑
問
怖
を
態
た
こ
と
」
に

反
射
し
た
と
い
う
二
鈷
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
意
深
俊
郎
氏
が
す
ぐ

~ちわ

ι
p
b
J

/
、
:
?
亡

れ
た
分
析
を
加
え
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
魯
の
一
一
…
家
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

楊
栄
閣
は
「
左
侍
」
の
記
述
に
依
接
し
て
、
魯
の
一
一
一
家
(
季
孫
、

元
係
、
叙
孫
)
は
「
一
新
興
勢
力
の
代
表
で
あ
っ
た
い
と
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。
…

l

紀
元
前
五
六
二
年
、
彼
ら
は
吋
公
安
を
一
一
一
分
し
』
、
季
孫

氏
が
徴
税
と
い
う
新
制
度
を
採
用
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
後
、

さ
ら
に
吋
公
室
を
四
分
し
い
た
が
、
今
度
は
孟
孫
、
叔
孫
も
季
孫
と

同
じ
よ
う
に
徴
税
制
度
を
採
用
し
、
生
産
関
係
を
改
援
し
た
。
こ
れ

は
設
展
し
つ
つ
あ
る
封
建
制
の
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
奴
隷
制
に
潤
す

(
法
部
)

る
挑
戦
で
あ
り
、
選
歩
的
な
行
筋
で
あ
っ
た
」
。
そ
し
て
こ
の
三
家

に
針
し
て
孔
子
は
「
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
講
じ
て
三
家
の
弱
様
化
を
は

(
注
幻
)

か
り
、
魯
協
公
室
の
奴
隷
主
支
配
を
擁
護
し
た
」
か
ら
、
従
っ
て
孔

子
は
奴
隷
制
擁
護
の
側
に
立
っ
て
い
た
と
す
る
。

ま
ず
、
公
室
三
分
に
つ
い
て
鱗
れ
て
み
よ
う
。
楊
築
闘
が
依
接
し

た
公
室
三
分
に
つ
い
て
の
「
左
停
」
の
記
述
は
次
の
湿
り
。
「
三
分

公
室
、
市
各
有
其
一
。
季
氏
翠
征
之
。
叔
孫
氏
思
其
子
弟
、
孟
氏
取

其
宇
駕
。
」
(
昭
公
五
年
〉
。
楊
柴
閣
は
こ
こ
に
み
え
る
「
征
」
を
「
徴

税
い
と
解
務
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
い

ま
引
用
し
た
昭
公
五
年
の
一
記
述
は
裏
公
十
一
年
の
記
述
を
要
約
し
た

も
の
で
、
そ
こ
に
は
一
分
公
室
、
市
各
有
其
一
。
三
子
各
段
其
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乗
。
季
氏
使
其
一
乗
之
人
以
共
役
邑
入
者
無
紅
、
不
入
者
一
何
回
征
。
」
(
裏

公
十
…
年
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
ー
公
室
」
す
な
わ
ち
郷

の
土
地
と
人
民
を
三
分
し
、
一
…
…
家
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
領
有
と
し

た
。
季
孫
氏
は
「
乗
の
人
」
が
自
己
に
臣
従
す
る
場
合
は
「
公
征
」

(
社
法
に
よ
る
)
を
免
除
し
、
季
氏
に
間
以
従
し
な
い
場
合
は
「
公
征
」

を
二
倍
に
し
、
そ
う
し
た
思
惑
を
輿
え
る
こ
と
に
よ
り
騒
人
を
自
己

の
私
践
と
し
よ
う
と
全
開
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
事
態
を
要
約
し
た
の
が
昭
公
五
年
の
「
季
氏
議
征
之
」
の
「
征
」

で
あ
る
わ
け
だ
。
ま
た
「
征
」
「
民
」
「
取
」
は
並
列
し
て
使
用
さ
れ

て
い
て
、
「
征
」
は
「
陸
」
「
取
」
と
同
一
方
向
の
怠
味
を
有
す
る
一
言

葉
で
あ
る
こ
と
、
関
人
を
自
己
の
私
兵
と
す
る
こ
と
を
「
各
征
其

寧
」
(
袈
公
十
一
年
)
と
一
一
一
日
っ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、

「
征
」
と
は
公
の
領
有
し
て
い
た
郷
の
人
民
を
、
出
己
の
私
霞
と
す

る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
根
援
と
し
て
「
徴
税
」

を
銃
一
施
し
た
と
一
言
う
の
は
無
理
で
あ
る
し
、
ま
し
て
「
季
孫
氏
は
分

割
し
て
入
手
し
た
奴
殺
を
解
放
し
、
土
地
は
小
作
に
出
す
方
法
を
と

(
設
問
)

り
、
解
放
さ
れ
た
奴
隷
に
小
作
料
を
と
っ
て
貸
し
あ
た
え
た
」
な
ど

と
一
一
一
一
向
う
の
は
飛
躍
も
は
な
は
だ
し
く
、
定
恕
の
産
物
に
し
か
す
ぎ
な

い
。
公
室
三
分
の
原
史
的
一
志
味
は
、
…
;
徹
底
的
に
関
人
に
思
惑
を
輿

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
と
の
関
係
を
た
ち
切
ら
せ
、
自
己
の
私
原

(
注
m
m〉

と
す
る
こ
と
を
断
行
し
た
の
が
、
魯
の
の
場
合
で
あ
る
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
蓮
歩
的
、
饗
革
的
一
意
味
を
持
つ
も
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
魯
の
支
配
氏
族
集
関
の
名
目
的
中
核
で
あ
っ

た
魯
公
に
代
っ
て
、
一
ニ
桓
氏
が
そ
の
賓
質
的
中
心
に
な
っ
た
と
い
う

(
注
一
却
)

に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。

衣
に
三
都
破
壊
事
件
に
鰯
れ
て
み
る
。
楊
楽
園
は
「
孟
孫
は
成
都

を
、
叔
孫
は
郎
都
を
、
季
孫
は
費
都
を
築
い
た
0

・
:
:
・
孔
老
二
は
ひ

そ
か
に
弟
子
で
あ
る
子
路
を
そ
そ
の
か
し
て
、
叔
孫
氏
の
郡
部
と
季

孫
氏
の
費
都
の
城
一
足
を
と
り
こ
わ
さ
せ
た
。
た
だ
孟
孫
氏
の
成
都
だ

け
は
守
り
が
相
蛍
…
怒
一
回
で
あ
っ
た
た
め
城
壁
を
と
り
こ
わ
す
こ
と
が

ハ
注
幻
)

で
き
な
か
っ
た
」
と
漣
べ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
孔
子
は
コ
ニ
家
の

勢
力
弱
態
化
を
は
か
っ
た
い
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
論
理
の
展
開
、
つ
ま
り
一
一
一
家
と
一
一
一
都
と
の
路
係
が
一
枚
岩
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忠
明
の
前
提
と
し
て
、
一
一
一
都
破
壊
と
一
一
一
家
の

勢
力
弱
鰻
化
と
を
結
合
し
、
従
っ
て
一
一
…
都
破
壊
は
魯
公
室
の
復
擦
に

つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
は
、
検
討
を
要
す
る
。
蛍
持
の
欺
況
を
み

て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
都
を
根
披
と
し
て
、
陽
虎
(
定
公
五
年
、
八

年
〉
、
公
山
不
狂
(
定
公
九
年
)
、
佼
犯
(
定
公
十
年
〉
ら
が
一
一
一
家
に

絞
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
一
一
家
と
一
…
一
都
と
の
関
係
は
も
っ
と
複
雑
な
も

の
で
あ
っ
た
一
都
は
王
家
の
按
城
で
、
二
胞
は
一
一
一
家
が
任
命
し
た

の
受
け
て
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
「

ハ
注
詑
〉

の
自
主
管
恕
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
」
、
ま
た
費
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の
南
加
が
季
氏
に
叛
し
て
費
人
の
支
持
を
得
ら
れ
ず
失
敗
し
た
よ
う

に
(
定
公
十
四
年
〉
、
事
の
権
力
は
邑
人
の
支
持
を
得
て
は
じ
め
て

維
持
で
き
る
と
い
う
構
造
的
関
迩
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
宰
は
邑

人
の
支
持
と
い
う
篠
件
の
下
に
一
定
の
猫
自
性
を
持
ち
、
一
一
一
家
の
支

配
が
一
重
線
に
一
一
…
都
を
貫
徹
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
一
一
…
家
は
一
一
一
都
破
壊
に
よ
っ
て
、
以

前
か
ら
苦
慮
し
て
い
た
公
山
不
獄
ら
の
反
抗
を
庭
理
し
、
都
を
根
擦

と
す
る
向
様
な
反
…
一
一
組
的
な
叛
を
根
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
一
…
家
の

政
治
的
安
定
住
を
計
ろ
う
と
志
向
し
た
、
と
み
る
の
が
安
蛍
で
あ
っ

て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
三
認
が
援
一
一
一
都
に
反
到
し
な
か
っ
た
こ
と
を

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

波
法
卒
氏
は
、
こ
の
三
都
事
件
に
鋭
い
分
析
を
加
え
、
陸
一
一
一
都
に

つ
い
て
の
「
公
平
侍
い
か
ら
「
史
記
」
へ
の
記
述
の
餐
貌
を
、
孔
子

が
魯
に
お
い
て
誰
に
慌
従
し
た
か
を
中
心
に
辿
り
、
一
一
円
馬
遼
が
孔
子

の
主
を
季
一
孫
、
あ
る
い
は
京
公
か
ら
、
定
公
へ
と
判
決
化
さ
せ
、
そ
れ

に
仲
っ
て
瞭
一
三
都
に
つ
い
て
の
話
を
操
作
し
た
の
は
「
皇
帝
権
力
擁

立
の
た
め
に
豪
族
の
抑
監
を
要
諾
し
た
時
代
精
一
仰
と
相
互
に
呼
底
す

〈

注

目

峠

〉

る
も
の
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
孔
子
と

一
一
一
都
事
件
と
の
関
わ
り
合
い
そ
の
も
の
に
も
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
木
来
車
接
的
隊
法

を
持
た
な
い
と
推
定
さ
れ
る
一
一
一
都
破
壊
と
三
家
の
勢
力
弱
徳
化
と
を

結
び
つ
け
る
こ
と
r

悶
燃
が
、
君
擁
確
立
主
義
的
思
考
法
で
こ
の
話
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
引
き
ず
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
一
一
一
一
問
え
よ

o
 

h

勺
ノ

結
局
、
楊
策
協
の
議
論
は
、
一
一
一
家
と
三
都
と
の
路
係
、
そ
れ
と
孔

子
と
の
関
わ
り
合
い
を
、
春
秋
末
期
と
い
う
歴
史
的
獄
況
の
中
で
考

慮
せ
ず
、
奴
隷
制
に
反
射
す
る
の
は
す
べ
て
革
新
的
、
封
建
制
に
反

封
す
る
の
は
す
べ
て
反
動
的
と
い
う
隠
式
を
前
提
と
し
て
、
魯
の
一
一
一

家
を
新
興
勢
力
と
み
な
し
、
強
引
に
孔
子
を
そ
れ
へ
の
反
釘
者
に
仕

立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
孔
子
の
政
治
的
立
場
を
決
定
す
る
と
い
う
、

非
歴
史
的
、
短
絡
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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六
「
論
一
語
」
に
お
け
る
「
人
」
と
「
民
」

中
閣
の
孔
子
批
判
は
、
「
論
説
巴
以
外
の
資
料
に
よ
っ
て
孔
子
の

立
場
を
あ
ら
か
じ
め
奴
隷
制
擁
護
と
規
定
し
、
そ
の
観
黙
か
ら
「
仁
」

「
義
」
「
忠
」
な
ど
の
「
論
詰
」
に
み
え
る
孔
子
の
思
想
を
分
折
、
批

評
す
る
と
い
う
倒
立
し
た
方
法
を
取
っ
て
い
る
が
、
「
論
一
品
川
」
そ
の

も
の
の
分
析
と
し
て
検
討
に
値
す
る
の
は
、
「
論
説
問
」
に
み
え
る

「
人
」
と
「
民
」
に
つ
い
て
「
人
」
を
奴
隷
主
、
「
民
」
を
奴
隷
と
み

な
す
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
の
は
越

紀
彬
で
あ
り
、
場
築
関
な
ど
も
そ
れ
を
受
け
て
「
孔
子
の
い
う
吋
仁

者
は
人
を
愛
す
』
は
ま
っ
た
く
人
を
だ
ま
す
た
め
の
う
そ
で
、
そ
れ



は
す
べ
て
の
人
(
奴
識
を
含
む
)
を
愛
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
彼

ハ
注
出
)

が
愛
し
た
の
は
た
だ
奴
隷
主
階
級
だ
け
で
あ
っ
た
い
と
漣
べ
て
い

〈
詑
お
》

る
。
越
紀
彬
の
著
作
寸
論
語
一
新
採
」
は
、
日
本
で
も
「
最
近
で
の

(
法
犯
〉

去
削
減
忠
に
開
附
す
る
最
も
き
め
の
こ
ま
か
い
研
究
」
と
か
、
「
文
字
の

訓
誌
に
つ
い
て
の
考
認
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
て
:
:
:
そ
の
考
授
が
、

〈
什
は
幻
)

明
確
な
輝
史
像
に
よ
っ
て
球
引
さ
れ
」
と
か
の
高
い
許
債
を
得
て
い

る
が
、
そ
の
「
稗
人
民
」
篇
を
紹
介
し
て
み
る
。

「
節
用
愛
人
、
使
氏
以
時
」
の
よ
う
に
弓
人
b

に
濁
し
て
は

Z
C

ヘホ
h
m
m
d

r
l
i
、

と
一
一
一
日
い
、
吋
民
h

に
到
し
て
は
吋
使
』
と
一
一
一
一
向
う
い
(
三
文
)
。
「
人
」
に

潤
し
て
「
使
」
と
言
う
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
常
時
の
町
人
h

の
階
級
内
部
で
の
、
政
治
的
地
位
の
上
下
の
版
加
の
反
映
で
あ
る
」

(………

l
四
一
丸
)
。
こ
の
使
用
応
別
か
ら
可
人
い
は
世
間
時
の
支
配
階
級
、

2
5
は
散
時
の
被
支
配
階
級
で
あ
る
こ
と
を
確
定
で
き
る
い
(
五

支
)
と
一
一
一
日
う
。
こ
の
「
人
」
と
「
氏
」
の
使
い
分
け
に
封
漉
し
て

日
制
仰
い
と
「
数
い
も
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
ヨ
人
b

に
針
し
て
だ

け
吋
約
b

と
一
一
一
日
い
、
吋
口
出
h

に
犯
し
て
は
可
能
陥
と
一
一
一
一
向
わ
な
い
い
(
七

一
丸
)
、
弓
数
い
字
は
奇
心
を
針
象
と
す
る
。
か
っ
、
教
育
を
受
け

る
者
は

Z
C
で
、
町
民
い
を
数
え
る
者
は
吋
人
h

で
あ
る
い
ハ
十

一
氏
〉
と
言
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
使
い
分
け
か
ら
、
弓
人
b

は
奴
隷

主
階
級
、
町
民
b

は
奴
隷
階
級
で
あ
る
」
〈
十
一
氏
)
と
主
張
す
る
。

そ
の
活
銀
と
撤
密
な
論
諮
に
は
敬
怠
を
表
す
る
が
、
そ
の
論
授
の

過
程
に
は
問
題
が
あ
る
。
自
己
の
立
論
に
都
合
の
い
用
例
を
取
り

上
げ
な
か
っ
た
り
、
第
更
し
た
り
す
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
「
有
民

人
潟
、
有
枇
稜
一
治
」
の
「
民
人
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
氏
」
と

…t

人
」
と
い
う
こ
つ
の
名
詞
で
あ
る
と
し
て
扱
ル
わ
な
い
。
ま
た
「
惑

刻
足
以
使
人
」
に
つ
い
て
「
経
典
中
の
ヨ
誌
の
字
は
、
唐
代
に
は

太
宗
の
詳
を
避
け
る
た
め
、
「
人
』
の
字
に
改
め
ら
れ
た
も
の
が
多

く
、
こ
こ
は
あ
る
い
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
」
(
四
頁
)
と
推
量
し

て
、
こ
の
伎
の
「
人
」
は
「
本
来
は
吋
民
ど
で
あ
っ
た
と
す
る
(
四

一
兵
)
。
し
か
し
も
し
そ
う
い
う
本
文
の
築
史
を
考
慮
す
る
と
し
た
ら
、

記
訓
話
」
を
資
料
と
し
て
「
人
」
日
の
恒
別
を
問
う
と
い
う
方
法

臼
慨
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
説
明
の
矛
屈
し
た
館
所
。
「
忠
鴻
能
勿

て
、
つ
為
政
編
の
吋
使
民
敬
忠
以
劫
h

を
除
い
て
一

日
記
は
み
な
吋
人
b

に
釘
し
て
一
言
っ
た
」
(
七
一
丸
〉
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
僚
の
「
詩
い
の
封
象
は
「
人
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
な

ら
「
子
以
関
数
、
文
、
行
、
忠
、
信
」
に
つ
い
て
も
、
「
忠
」
は
人

に
射
し
て
言
う
の
だ
か
ら
「
数
」
の
針
象
は
「
人
」
で
あ
る
と
す
る

の
が
論
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
篠
の
説
明
で
は
先
ほ
ど
例

外
と
し
た
「
使
氏
敬
忠
以
劫
」
を
根
援
と
し
て
、
「
数
」
の
封
象
は

ご
で
あ
る
(
八
十
共
)
と
す
る
矛
盾
し
た
説
明
を
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
恐
一
芯
的
な
論
授
が
な
さ
れ
る
根
本
の
原
図
は
、
組
紀
彬

に
つ
い
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で



の
取
っ

j

人
い
と
「
叫
ん
」

る

人

い

と

の
絞
陥
に
あ
る
。
つ
ま
り

の

相

法

を

解

明

す

る

の

な

ら

ば

、

に

お

け

い
の
全
用
仰
を
検
討
し
て
締
約
す
る
と
い
う
方
法

で
あ
る
が
、
越
紀
彬
は
、
…

j

使
ー
一
一
愛
z

…
…
敬
二
ALdl一

の
み
に
考
察
の
的
象
を
限
定
し
て
し

まとを
つ i剥と
て係る
いすの
るるカミ

の「
で人
あしザ
る と。

全
憾
の
用
例
か
ら
考
え
る
と
、
先
述
し
た
「
民
人
い
に

つ
い
て
も
、
「
ふ
一
時
間
人
い
「
郷
人
ん
ぺ
恵
人
」
「
佼
人
い
な
ど
か
ら
戸
内
と

人
い
と
い
う
の
は
無
理
な
解
様
で
あ
り
、
や
は
り
「
氏
の
人
い
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
他
に
つ
笠
子
見
:
:
:
人
潔
己
以
進
、
間
ハ
其
潔
也
い

(
法
部
)
か
ら
、
吋
人
い
に
は

2Mm一
子
い
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る

し
、
示
問
之
於
人
也
、
誰
段
誰
削
m
M
O
-
-
:
:
悦
畑
氏
也
、
一
一
一
代
之
所
以
直

道
部
行
也
」
(
街
振
公
)
か
ら
、
「
斯
民
者
、
今
此
人
也
j

一
(
朱
技
)

と
言
う
よ
う
に
、
「
民
L

と
「
人
」
を
同
義
に
使
用
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
蹴
焚
、
子
、
退
朝
日
、
傷
人
乎
い
(
郷
議
)
の

よ
う
に
「
人
ん
と
「
馬
i
一
を
到
比
し
て
い
る
こ
と
、
「
未
能
事
入
、

…
砂
川
能
事
鬼
い
(
先
進
)
の
よ
う
に
「
人
」
と
寸
先
」
を
針
比
し
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ユ
人
b

は
天
地
自
然
や
鬼
一
料
・
鳥
獣
に
針
立

ハ
注
油
〉

す
る
人
間
…
般
い
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は

含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
が
安
常
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

も

結
び
に
か
え
て

今
回
の
中
間
関
の
孔
子
批
判
の
見
解
は
、
従
前
か
ら
存
犯
し
て
い
た

山
列
な
っ
た
見
解
を
明
間
的
な
手
続
き
を
路
ん
で
批
判
、
止
揚
し
た
結

来
、
中
闘
で
の
孔
子
に
削
列
す
る
支
配
的
な
考
え
と
な
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
異
な
っ
た
見
解
を
歎
殺
し
、
排
訴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
期
に
、
他
の
見
解
を
獣

殺
、
排
訴
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
か
つ
ま
た
そ
れ
を
可
能
な
ら
し

め
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

林
彪
が
孔
子
を
も
ち
あ
げ
た
か
ら
そ
れ
に
針
抗
す
る
た
め
に
毛
浮
東

が
示
唆
し
て
と
か
、
ぺ
四
人
材
」
が
認
と
踏
家
機
関
仰
を
築
奪
す
る
た

め
に
利
用
し
た
と
か
い
う
権
力
次
元
の
こ
と
だ
け
に
性
念
に
解
決
を

求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
絡
み
つ
つ
、
今
回
の
運
動
に
内
包
さ

れ
て
い
る
様
々
な
思
想
的
、
政
治
的
な
問
題
を

s

取
り
出
し
、
中
間
間
の

動
態
の
中
で
検
討
す
る
必
袈
が
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
過
渡

期
階
級
闘
争
の
理
論
の
展
開
と
定
活
、
「
中
関
近
代
に
お
い
て
ブ
ル

ジ
ョ
ア
忠
恕
が
孔
子
の
模
威
や
停
統
思
想
を
外
皮
と
し
て
出
て
く
る

(
注
ぬ
)

と
い
う
思
想
史
の
問
題
」
、
孔
子
や
孟
予
の
一
言
葉
の
類
推
か
ら
枇
愈

〈

淀

川

似

)

主
義
的
道
徳
に
つ
い
て
説
開
閉
し
て
い
た
段
階
か
ら
の
股
却
の
過
程
、

大
壊
改
革
を
含
む
一
連
の
教
育
改
革
等
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
中
間

の
箆
史
の
流
れ
の
中
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
究
明
し
て
い

き

た

い

と

考

え

て

い

る

。

(

都

立

市

中

高

校

教

議

)
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七



ー
そ
の
艇
過
の
伽
概
略
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
弓
孔
予
批
判
』
運
動
に
つ
い

て
の
…
考
察
」
(
ぺ
東
京
都
一
品
開
研
紀
要
」
第
十
五
集
〉
参
照
。

2

た
と
え
ば
、
洪
枇
淋
「
秦
始
皇
」
(
上
海
人
叫
ん
出
版
一
位
七
二
年
五
月
〉
、

郭
ル
体
策
「
中
関
古
代
史
的
分
期
問
題
」
(
「
紅
旗
」
七
二
年
七
期
〉
、
揚
築

関
「
春
秋
戦
閣
時
期
思
想
飢
域
内
向
候
路
線
的
関
川
ず
い
(
「
紅
旗
」
七
二
年

十
二
期
)
な
ど
。

3

楊
祭
殴
「
孔
子

i
頑
問
地
雑
談
奴
隷
制
的
思
想
家
」
(
「
人
民
日
報
」
七

一
一
一
年
八
月
七
日
)

4

「
論
一
北
川
」
が
ど
の
よ
う
に
一
絞
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
孔

子
批
判
究
書
」
(
都
立
一
腕
投
高
等
感
校
「
研
修
の
記
鋒
」
第
一
一
一
銃
一
〉
の

司
論
説
b

批
判
」
の
項
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

5

閥
的
定
生
「
中
関
古
代
枇
合
の
構
造
的
特
質
に
崩
ず
る
問
題
鈷
」
ハ
鈴

木
俊
、
同
鳩
山
一
此
生
絹
「
中
間
史
の
時
代
版
分
」
京
大
出
版
台
五
七
年
)

参
照
む

6

郭
法
若
「
中
間
開
古
代
史
的
分
別
問
題
い
(
「
紅
旗
」
七
二
年
七
期
一
)

7

再
確
認
で
あ
っ
て
次
の
文
献
の
よ
う
に
新
説
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。
洪
胤
州
問
「
中
間
の
孔
子
批
判
運
動
に
つ
い
て
」
(
「
道
俸
と
教
育
」
七

四
年
七
・
八
月
〉
入
京
、
山
田
勝
美
「
中
踏
の
批
孔
運
動
に
つ
い
て
」

(
「
漢
字
拠
文
」
六
各
十
六
・
十
七
銑
〉
七
八
一
丸
。

8

隠
史
研
究
紛
糾
部
編
「
中
閥
的
奴
隷
制
輿
封
建
制
分
期
問
題
論
文
選

恥
一
へ
ゴ
一
部
詩
訂
正
ん
ペ
ベ
ド
J

i
i
r
J
l
j
j
J
J
f
¥
 

9

日
以
一
的
資
「
小
関
史
の
時
代
一
仇
分
の

m胞
に
つ
い
て
」
ハ
杭
4
、
六
三
五
)

初
来
一
沢
一
附
縮
大
mmv
阪
史
系
「
中
間
古
代
及
中
段
紀
史
報
刊
論
文
資
料
索

引
」
(
恭
一
火
師
範
大
山
川
千
五
九
年
〉

日
辺
文
部
「
中
関
鴻
史
館
編
」
修
訂
本
銘
一
編
ハ
人
民
出
版
枇

ノ、
R~J 

八
月
四
版
)

つM

ト
仁
、

3

守

i

、J
1
L
r
t

日
高
橋
均
「
解
放
後
の
中
間
に
お
け
る
〈
論
語

V
と
孔
子
の
許
僚
論
争
に

つ
い
て
」
〈
「
中
関
誌
」
七
六
年
十
月
〉

日
拙
稿
「
中
閣
の
孔
予
批
判
に
つ
い
て
」
〈
第
十
三
間
企
閤
漢
字
漢
文
数

育
研
究
脅
渡
表
資
料
)
の
「
古
代
史
の
厄
分
と
孔
子
計
使
、

-M'

郭
沫
若
「
十
批
判
諜
」
(
一
九
四
五
年
)
邦
誇
「
中
関
古
代
の
思
想
家

た
ち
」
上
ハ
持
波
害
賠
五
三
年
、
二
一
六
頁
)

M
W

郭
沫
若
「
奴
隷
制
時
代
一
」
こ
こ
で
は
人
民
出
版
一
位
版
(
五
四
年
)
を
牧

錯
し
た
詑
8
に
よ
る
。
一
一
一
九
J
四
ニ
頁

げ
揚
脱
出
関
「
中
関
古
代
思
想
史
」
(
人
民
出
版
一
枇
五
四
年
七
一
一
一
年
第
二

版
)
の
「
涼
一
一
一
一
口
」
(
五
二
年
三

団

法

げ

一

O
一
瓦

山
口
竹
内
一
筑
「
何
時
代
と
し
て
の
中
関
」
〈
印
刷
川
書
応
七
六
年
)
一
一
一
…
五

}

』

伊

川

叫

4υ

、rd、

守
(
↑

rh
〕

/
F
S
J

mω

侯
外
蹴
主
制
「
中
関
哲
感
史
略
い
(
中
間
閥
抗
何
年
出
版
批
五
八
年
)
八

(
1
4
1
 

p
g
'
L
/
 

幻
溺
友
関
「
中
関
哲
郎
r
史
一
新
編
」
第
一
如
修
訂
本
(
人
民
出
版
枇
六
回

年
〉
九
日
a
…A

幻

注

幻

一

一

一

文

お
哲
郎
ず
研
究
揃
幹
部
「
孔
子
官
製
討
論
柴
」
(
中
来
需
品
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