
中
亜
先
秦
思
蒙
の
価
格
観

本
稿
は
、
昨
昭
利
五
十
七
年
四
月
六
日
か
ら
凶
月
二
十
日
ま

で
の
二
週
樹
、
西
北
大
学
(
小
国
・
峽
西
省
西
'
帯
)
か
ら
難

器
校
長
を
団
長
如
万
名
の
友
好
考
察
団
が
来
日
さ
れ
た
際
、

団
員
の
何
煉
成
先
生
(
西
北
大
学
経
済
系
々
主
任
・
副
襲
)

が
四
月
十
日
、
同
志
社
大
学
稔
の
学
術
報
告
会
で
発
表
さ
れ

九
内
容
の
全
文
で
あ
る
。

条
時
代
は
、
中
国
社
会
発
展
の
重
要
な
時
期
で
あ
り
、
奴
隷
制
か

ら
劉
術
に
移
行
す
る
大
き
な
系
の
窃
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の

後
刈
今
ま
り
春
秋
戦
国
時
代
)
に
は
、
学
術
愚
上
、
竿
百
家
が

論
,
す
る
と
い
う
情
況
が
あ
ら
わ
れ
た
。
商
品
価
格
の
問
謬
つ
い
て

の
見
方
に
も
、
冬
派
の
観
点
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
か
い

つ
ま
ん
で
そ
倫
評
紹
介
を
す
る
。

何

(
こ
西
周
時
代
の
価
格
観

煉
成

西
劇
(
刷
.
n
.
=
誇
t
§
は
小
圈
綴
社
会
の
轟
刈
で
あ
り
、

そ
の
基
本
的
な
特
徴
は
領
主
経
済
が
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
倒
然
経
済
で
あ
る
が
、
商
品
帯
経

滂
も
あ
る
程
皮
発
展
し
て
い
九
。
そ
れ
K
よ
っ
て
、
当
時
の
思
想
家
の

価
格
鶴
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
古
曾
記
諧
よ
れ
ば
、
キ
要
な
轡
{

と
し
て
次
の
三
つ
が
あ
る
。

一
貨
幣
豐
母
壽

朋
の
文
王
は
『
四
方
の
冊
人
に
化
ぐ
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
.
西
っ
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て
い
る
。
「
四
方
の
商
人
よ
、
生
活
を
み
た
し
流
通
を
ひ
ら
け
。
交
通

宿
泊
に
は
、
何
処
な
り
と
も
利
便
を
は
か
る
。
貨
幣
軽
け
れ
ぱ
、
母

(
重
い
貨
幣
)
を
作
り
、
あ
わ
せ
て
其
の
子
(
軽
い
貨
幣
)
を
も
使
い
、

物
資
の
高
い
も
の
賤
い
も
の
と
交
換
し
、
商
人
の
公
平
な
利
益
を
は
か

る
。
滞
貨
な
く
腐
れ
た
る
も
の
を
売
ら
し
め
ず
、
市
場
を
ゆ
き
づ
ま
ら

け
か

せ
な
い
よ
う
、
内
外
を
権
っ
て
(
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
)
公
平
な
利
益
を

保
証
す
る
」
(
『
逸
周
書
・
大
匡
』
)
。

こ
れ
は
周
の
文
王
が
外
地
の
商
人
を
招
く
た
め
の
布
告
で
あ
る
。
貨

幣
の
軽
重
と
母
子
相
権
(
重
い
貨
幣
と
軽
い
貨
幣
の
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
)
と
い
う
理
論
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
貨
幣
の
材
料
が

軽
い
と
、
外
地
の
商
人
が
商
品
を
売
り
出
せ
ば
損
を
す
る
は
ず
だ
し
、

重
い
貨
幣
を
発
行
す
れ
ぱ
こ
の
問
題
を
解
泱
で
き
る
、
と
考
え
て
い

る
。
こ
こ
で
、
作
者
は
い
ち
お
う
商
品
と
貨
幣
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
る

種
の
比
例
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
の
種
の
比
例
関
係
の
基
礎
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

作
者
は
ま
だ
考
え
を
不
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
は
価
値
概
念

を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

三
、
価
格
民
風
を
定
め
る
の
論

『
礼
記
・
王
制
篇
』
の
器
に
ょ
れ
ば
、
周
の
天
子
が
地
方
を
巡
察

こ
.
つ
お

す
る
時
、
「
命
じ
て
市
場
に
商
品
を
提
出
さ
せ
、
民
の
好
悪
す
る
と
こ

ろ
を
観
九
。
志
(
民
心
)
が
淫
し
て
(
正
し
く
な
い
)
お
れ
ぱ
好
み

よ
C
し
ま

胖
と
な
る
」
と
さ
れ
た
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
市
場
の
価
格
の
高
低

こ
の
み

に
ょ
っ
て
、
民
間
の
商
品
に
対
す
る
好
惡
を
観
察
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て

民
風
(
民
の
な
ら
わ
し
)
の
良
悪
を
量
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ぱ
、
贅
沢
品
の
価
格
が
あ
が
っ
て
お
れ
ぱ
、
そ
れ
は
「
志
の
淫
し

た
」
人
が
多
い
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
民
風
の
良
く
な
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
も
し
生
活
必
需
品
の
価
格
が
あ
が
っ
て
お
れ
ば
、
民
風
が
質

朴
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
観
点
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

商
品
価
格
の
高
低
と
民
風
と
は
な
に
も
必
然
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
ょ
れ
ば
、
商
品
価
格
の
変
動
を
、
「
民
風
L

が
決
定
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
に
な
り
、
純
心
N
釣
な
要
因
に
帰
結

ニ
、
商
品
価
格
等
級
論

西
周
時
代
に
は
も
っ
ぱ
ら
価
格
を
評
定
す
る
官
吏
が
お
か
れ
、
「
賣

師
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
賣
師
は
商
名
を
検
査
し
そ
の
価
格
を
査

定
し
、
あ
わ
せ
て
価
格
の
高
低
に
ょ
っ
て
市
場
を
区
分
す
る
権
限
を
も

つ
て
い
九
。
価
格
に
あ
ま
り
差
の
な
い
商
品
を
同
じ
場
所
に
な
ら
べ
て

冗
り
出
し
、
同
じ
謡
の
商
品
で
も
価
格
の
ち
が
う
も
の
は
同
じ
場
所

で
売
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
九
。

以
上
の
情
況
は
、
こ
れ
が
奴
隷
制
の
等
級
の
観
念
を
商
品
の
交
換
に

む
り
や
り
当
て
は
め
、
商
品
の
価
格
に
ょ
っ
て
売
り
出
す
地
区
を
分
け

た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
商
品
の
価
格
に
ょ
っ
て
身
分
の
異
な
る
購

買
者
を
区
別
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
為
っ
て
い
る
。
あ
き
ら
か

に
、
こ
れ
は
奴
隷
制
の
等
級
制
が
商
品
貨
幣
関
係
に
影
響
を
与
え
て
い

る
こ
と
の
反
映
で
あ
っ
て
、
奴
隷
主
の
利
益
を
代
表
す
る
価
格
観
で
あ

る
0
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さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
あ
き
ら
か
に
、
こ
れ
は
主
観
的
な
価
格
観
で

あ
る
。(

二
)
春
秋
時
代
の
価
格
観

春
秋
時
代
(
如
.
δ
.
§
t
、
の
)
は
、
中
国
が
奴
隷
制
か
ら
封
建
制

に
移
行
す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
巨
大
な
転
換
の
過
程
で
、
商
品
貨
幣

経
済
は
大
き
く
発
展
し
、
商
業
の
繁
栄
す
る
多
く
の
都
市
が
あ
ら
わ

れ
、
商
人
が
目
立
っ
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
情
況
の

も
と
で
、
異
な
っ
た
階
級
お
よ
び
そ
れ
を
代
表
す
る
人
物
は
、
ほ
と
ん

ど
み
な
商
品
貨
幣
と
価
格
に
対
す
る
見
方
に
か
ん
し
て
、
多
く
の
異
な

つ
九
観
点
を
提
示
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
が
論
争
を
お
こ
な
っ
九
0
 
こ

こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
主
要
な
価
格
観
を
か
い
つ
ま
ん
で
界
紹
介
す

る
0

一
、
子
産
の
市
あ
ら
か
じ
め
価
を
き
め
ざ
る
の
論

子
産
(
則
.
n
.
伊
ゞ
t
総
)
は
、
ハ
ム
孫
僑
と
も
い
い
、
郷
国
の
人
、

宰
相
と
な
っ
て
二
十
数
年
、
卓
越
し
た
政
治
業
績
を
あ
げ
た
。
彼
は
西

周
以
来
の
役
所
が
「
賣
師
」
を
お
き
、
価
格
を
監
督
し
規
定
す
る
と
い

う
方
法
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
、
「
市
あ
ら
か
じ
め
価
を
き
め
ず
」
と

い
う
主
張
を
し
た
(
『
史
記
』
本
伝
)
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
市
場
の

価
格
は
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
市
場
の
情
況
に
も
と
づ

き
、
売
買
す
る
双
方
が
み
ず
か
ら
価
格
を
協
議
す
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。こ

の
価
格
観
は
、
当
時
の
新
興
商
人
の
資
本
の
利
益
に
合
致
す
る
も

の
で
あ
り
、
商
品
貨
幣
関
係
の
発
展
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

こ
と
か
ら
一
種
の
進
歩
的
な
観
点
で
あ
っ
九
。
し
か
し
、
市
場
価
格
は

つ
ま
る
と
こ
ろ
何
に
ょ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は

説
明
し
て
い
な
い
し
、
価
格
の
基
礎
的
な
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
彼
は
な
お
さ
ら
認
墜
き
て
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
に

は
価
値
概
念
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ニ
、
子
貢
の
物
は
稀
な
る
を
も
っ
て
貴
し
と
す
る
の
論

子
貢
(
端
木
賜
と
も
い
う
)
は
、
孔
子
の
著
名
な
弟
子
で
、
の
ち
に

富
商
と
な
っ
た
。
『
史
記
・
貨
殖
列
伝
』
の
器
に
ょ
れ
ぱ
、
「
子
貢
は

孔
子
に
学
ん
で
か
ら
、
師
の
も
と
を
退
い
て
衛
の
国
に
つ
か
え
、
曹

魯
の
地
方
で
物
資
を
蓄
積
し
時
機
を
待
っ
て
売
り
、
財
産
を
き
ず
い

九
。
孔
子
の
七
十
人
の
弟
子
の
う
ち
、
賜
(
子
貢
の
名
)
は
最
も
富
裕

で
あ
っ
九
。
・
・
・
・
:
四
頭
立
て
の
馬
車
を
仕
立
て
、
従
騎
を
つ
ら
ね
、
絹

東
(
き
ぬ
た
ぱ
)
の
贈
物
を
も
っ
て
ゆ
き
、
諸
侯
と
交
際
し
た
。
彼
が

訪
問
し
た
国
の
君
主
で
、
庭
に
お
り
彼
と
対
等
の
礼
を
お
こ
な
わ
ぬ
者

は
な
か
っ
た
し
と
い
う
。
子
貢
は
み
ず
か
ら
商
業
活
動
に
従
事
し
た
こ

と
か
ら
、
商
品
価
格
の
問
題
に
た
い
へ
ん
関
心
を
も
ち
、
彼
自
身
の
見

び
ん

方
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
「
君
子
は
玉
を
貴
び
眠
(
玉
に
次
ぐ
美
し
い

石
)
を
賤
し
む
が
、
何
故
か
。
そ
れ
は
玉
は
少
な
く
理
は
多
い
か
ら
」

(
『
荷
子
・
法
行
篇
』
)
、
と
考
え
て
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
商
品
価
格

の
高
低
は
商
品
の
数
量
の
多
寡
に
ょ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
、
物
は
稀
な
る
を
も
っ
て
高
し
と
す
る
価
格
観
も
、
需
要
と
供
給

が
価
格
を
決
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
商
人
の
立
場
を

た
九

.^1"^●"^1"^^1"^■Ⅱ^゛11^1■1-^■1"ーー"111^1"^1"^^1"^1"^",^1".^"



袋
し
て
い
る
。

子
貢
の
こ
の
観
点
は
、
孔
子
に
批
判
さ
れ
た
。
孔
子
は
、
「
君
子
は

ど
ぅ
し
て
多
い
か
ら
と
い
っ
て
賤
し
み
、
小
ノ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
賀
ぷ

よ
う
な
こ
と
を
し
よ
う
か
。
そ
も
そ
も
玉
と
い
う
も
の
は
、
君
子
は
徳

を
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
。
温
柔
で
光
沢
が
あ
る
の
は
、
仁
の
徳
で
あ

る
。
秩
序
整
然
と
し
て
筋
目
あ
る
の
は
、
智
の
徳
で
あ
る
。
堅
く
て
曲

ら
な
い
の
は
、
義
の
徳
で
あ
る
。
角
立
っ
て
い
る
が
他
を
傷
つ
け
な
い

の
は
、
行
な
い
の
徳
で
あ
る
。
折
れ
て
も
九
わ
む
こ
と
の
な
い
の
は
、

勇
の
徳
で
あ
る
。
欠
点
も
美
点
も
率
直
に
あ
ら
わ
す
の
は
、
情
の
徳
で

た
光

あ
る
。
こ
れ
を
扣
く
と
そ
の
音
が
澄
ん
で
高
く
揚
り
遠
く
聞
え
、
そ
の

こ
し
ば

止
ま
る
時
は
、
す
っ
き
り
と
収
束
す
る
の
は
、
辞
の
徳
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
美
し
い
文
彩
を
ほ
ど
こ
し
た
珊
が
あ
っ
て
も
、
玉
の
明
々
と
し

九
徳
沢
に
は
及
ぱ
な
い
」
(
『
萄
子
・
法
行
鯉
と
考
え
て
い
る
。
あ

き
ら
か
に
、
孔
子
は
商
品
の
自
然
的
属
性
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
に
濃
厚

な
倫
理
的
自
彩
臣
り
こ
め
九
こ
と
が
わ
か
る
。

も
し
、
子
貢
の
物
は
稀
な
る
を
も
っ
て
高
し
と
す
る
価
格
観
飯
り

が
あ
る
と
し
て
も
、
決
し
て
孔
子
の
価
格
鶴
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
は
し
な
い
。
実
は
、
彼
の
子
貢
に
対
す
る
批
判
は
妥
当
な
も
の

で
は
な
く
、
す
こ
し
も
本
当
の
誤
り
の
所
在
を
指
摘
し
て
は
い
な
い
。

し
か
も
、
彼
は
倫
理
道
徳
を
亀
に
し
て
商
品
価
格
を
は
か
る
。
こ
れ

こ
そ
人
び
と
の
主
観
讐
志
が
価
格
を
決
定
す
る
と
考
え
て
い
る
も
の

で
あ
っ
て
、
子
貢
の
価
格
観
よ
り
も
さ
ら
級
っ
て
い
る
。

単
旗
、
春
秋
末
期
の
人
、
か
つ
て
周
の
景
王
、
敬
王
の
卿
士
(
大
臣
)

を
つ
と
め
九
こ
と
が
あ
り
、
史
書
に
は
単
穆
公
と
い
う
。
紀
元
前
五
二

四
年
、
周
の
景
王
が
「
大
銭
を
鋳
よ
う
と
し
た
し
と
き
、
単
旗
は
反
対

し
て
、
彼
の
「
子
母
相
権
論
」
を
提
出
し
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い

う
。
「
昔
は
天
災
が
起
る
と
、
物
資
と
貨
幣
を
は
か
り
、
そ
の
軽
重
を

は
か
っ
て
、
民
を
救
っ
九
。
民
が
貨
幣
の
軽
い
の
に
苦
し
め
ば
、
重
い

貨
幣
を
作
っ
て
流
通
さ
せ
、
そ
こ
で
母
幣
が
子
幣
と
均
衡
を
九
も
っ
て

流
通
し
、
民
は
み
な
そ
の
お
陰
を
こ
う
む
る
。
も
し
重
い
貨
幣
に
堪
え

な
け
れ
ぱ
、
軽
い
貨
幣
を
多
く
作
っ
て
流
通
さ
せ
る
が
、
重
い
貨
幣
も

廃
止
せ
ず
、
そ
こ
で
子
が
母
と
均
衡
を
九
も
っ
て
流
通
し
、
民
は
大
小

の
貨
幣
を
利
用
す
る
。
い
ま
王
が
軽
い
貨
幣
を
廃
止
し
て
重
い
貨
幣
の

み
を
作
れ
ぱ
、
民
は
そ
の
貨
幣
価
値
の
損
失
を
う
け
、
貧
し
く
苦
し
ま

な
い
で
あ
ろ
う
か
L
(
『
国
語
・
周
語
下
』
)
。

こ
の
一
系
か
ら
、
単
旗
の
価
格
観
に
は
次
の
三
点
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
①
彼
の
「
物
資
と
貨
幣
を
は
か
る
」
と
い
う
の
も
、

貨
幣
を
資
財
を
量
る
尺
度
に
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

実
際
に
交
換
価
値
あ
る
い
は
価
値
形
態
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

だ
が
彼
は
説
明
を
し
て
い
な
い
。
②
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
貨
幣
が
重

い
」
「
貨
幣
が
軽
い
」
と
は
、
貨
幣
材
料
の
自
然
の
蛋
の
問
題
を
指

し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
さ
ら
に
商
品
と
貨
幣
の
間
に
あ
る
種

の
軽
か
ら
ず
重
か
ら
ず
(
あ
る
い
は
平
衡
)
と
い
う
関
係
が
実
的
に

存
在
し
て
い
る
こ
と
を
需
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
平
衡
の

基
礎
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
、
彼
は
も
ち
出
し
て
い
な
い
。
③

彼
が
子
母
相
権
曹
提
示
し
を
と
は
、
彼
が
す
で
に
貨
幣
が
価
格
の

せ
ん
き

三
、
単
旗
の
子
母
相
権
論



輩
と
し
て
現
実
の
価
格
水
準
と
適
応
し
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
、
貨
幣
単
位
の
大
小
を
う
ま
く
商
品
の
流
通
に
適
応
で
き
る
よ

う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
嘉
し
て
い
た
こ
と
、
を
物
語

つ
て
い
る
。

四
、
計
然
の
蓄
積
の
理

計
然
、
名
は
研
、
ま
た
の
名
は
計
硯
。
一
説
に
姓
は
辛
、
字
は
文
子

と
い
う
。
越
の
国
范
姦
の
師
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
龜
・
貨
殖
列

伝
』
の
記
譜
よ
れ
ぱ
、
「
熟
の
施
策
七
つ
ぁ
り
、
越
は
そ
の
五
っ

を
用
い
て
本
懐
を
と
げ
」
、
「
熟
の
策
を
お
こ
な
う
こ
と
十
年
、
国
は

富
ん
だ
」
と
し
る
し
て
い
る
。
し
か
し
、
計
然
の
七
策
が
具
体
的
に

な
に
を
含
ん
で
い
た
の
か
、
『
史
記
』
に
は
詳
し
く
器
さ
れ
て
い
な

ヘ
イ
チ
ロ
ウ

い
の
で
、
そ
の
な
か
の
「
平
郷
(
う
り
よ
ね
、
穀
物
を
売
り
だ
す
)
」
と

「
蓄
禎
の
理
」
の
み
を
梨
す
る
が
、
い
ず
れ
も
商
業
経
営
の
面
に
か

ん
す
る
問
題
で
あ
る
。

熟
の
平
郷
理
論
は
当
時
流
行
し
て
い
た
農
業
豊
凶
張
論
を
糖

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
循
環
曹
よ
る
と
、
木
星
の
空
に
お
け
る
相
対

的
位
貴
が
十
二
年
に
一
回
循
環
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
ょ

つ
て
農
業
の
豊
凶
を
き
め
る
周
期
は
、
「
六
年
ご
と
に
雛
、
六
年
ど

と
に
早
害
、
十
二
年
ご
と
に
大
飢
鯲
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
豊
年
に
は

穀
物
の
値
段
が
や
す
く
、
凶
年
に
は
穀
物
の
値
段
が
高
く
な
る
。
穀
物

の
値
段
を
均
衡
さ
せ
る
た
め
に
、
計
然
は
平
郷
政
策
を
う
ち
だ
し
、
国

家
が
穀
物
の
売
買
を
規
制
し
、
穀
物
の
値
段
を
一
石
三
十
な
い
し
八
十

銭
の
範
囲
内
に
規
制
し
大
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
う
り

よ
ね
、
二
十
銭
(
の
安
値
)
に
な
れ
ぱ
農
民
が
苦
し
み
、
九
十
銭
(
の

高
値
)
に
な
れ
ぱ
商
人
が
苦
し
み
、
商
人
が
苦
し
め
ぱ
物
資
が
出
ま
わ

ら
ず
、
農
民
が
苦
し
め
ぱ
耕
地
が
荒
れ
る
。
高
値
で
も
八
十
銭
を
こ
え

ず
、
安
値
で
も
三
十
銭
を
下
ま
わ
ら
ぬ
よ
う
に
す
れ
ぱ
、
農
商
と
も
に

利
が
あ
る
。
穀
価
が
水
準
を
た
も
ち
物
資
が
公
平
に
流
通
し
、
(
四
方

の
物
貿
が
)
関
門
を
通
じ
て
市
場
に
出
ま
わ
る
よ
う
に
す
る
の
が
、
国

を
治
め
る
道
で
あ
る
」
(
『
史
記
・
貨
殖
列
伝
』
)
。
上
述
の
こ
と
か
ら
次

の
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
①
計
然
は
、
商
品
価
値
と
生
産
・
流
通
と
の

関
係
、
と
く
に
穀
物
の
価
格
と
そ
の
他
の
商
品
の
価
格
と
の
対
比
関
係

を
認
識
し
て
い
た
。
②
彼
は
、
務
を
売
り
出
す
に
は
需
要
と
供
給
を

調
節
し
た
う
え
で
「
物
資
を
公
平
に
流
通
さ
せ
L
「
関
門
を
通
じ
て
市

場
に
出
ま
わ
る
し
ょ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ

は
事
実
上
、
価
値
法
則
を
利
用
し
て
生
産
と
流
通
に
影
紳
を
与
え
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
③
彼
の
平
躯
政
策
は
、
市
場
価
格
が
廚
然
発
生
的
に

変
動
す
る
こ
と
を
基
本
に
す
え
て
'
要
と
供
給
を
調
節
す
る
方
法
で

規
制
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
、
価
値
法
則
を
利
用
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
忙
は
価
値
と
か
価
値
法
則
と

か
が
な
に
か
と
い
う
一
L
と
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
。

勲
の
「
蓄
殖
の
理
」
は
、
商
人
が
い
か
忙
品
う
す
の
商
品
を
売
ら

ず
に
値
上
り
を
ま
っ
て
利
型
う
る
か
と
い
う
理
論
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
「
早
害
の
年

に
は
あ
ら
か
じ
め
舟
を
九
く
わ
え
、
水
筈
の
年
に
は
あ
ら
か
じ
め
車
を

た
く
わ
え
る
」
と
い
う
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
商
品
の
購
入
に
は
予
見

牲
を
も
九
ね
は
な
ら
な
い
と
い
う
吉
え
を
木
し
大
。
②
商
品
の
価
稲
変



動
の
特
徴
は
「
高
値
が
極
限
に
達
す
れ
ぱ
安
値
に
か
え
り
、
安
値
が
極

限
に
達
す
れ
ぱ
高
値
に
か
え
る
」
こ
と
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
故
、
商
品

を
売
買
す
る
に
は
時
機
を
し
っ
か
り
見
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
③
以
上

の
特
徴
に
も
と
づ
い
て
、
彼
は
、
「
高
値
の
物
は
汚
物
を
排
池
す
る
よ

う
に
ど
し
ど
し
売
り
出
し
、
安
値
の
物
は
珠
玉
を
手
に
入
れ
る
よ
う
に

大
切
に
買
い
入
れ
」
な
け
れ
ば
、
大
き
な
利
益
を
う
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
九
。
④
彼
は
、
「
つ
と
め
て
物
資
を
完
う
す

る
」
、
つ
ま
り
商
品
の
質
お
よ
び
そ
の
保
管
を
重
視
す
る
こ
と
を
強
調

し
、
そ
う
で
な
け
れ
ぱ
商
品
を
売
り
つ
く
し
、
か
つ
よ
い
値
で
売
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
⑤
彼
は
、
商
品
と
貨
幣

の
回
転
速
度
を
は
や
め
、
「
貨
幣
を
息
ま
せ
ず
し
、
「
物
資
は
留
め
お
か

ず
、
と
く
に
高
値
の
も
の
を
留
め
お
か
な
い
」
よ
う
に
し
、
商
品
と
貨

幣
の
回
転
を
「
流
水
の
ど
と
く
な
め
ら
か
に
し
」
な
け
れ
ば
、
絶
え
ず

利
益
を
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
と
あ
き
ら
か
に
し
九
。

(
一
己
戦
国
時
代
の
価
格
観

戦
国
時
代
(
則
.
n
.
無
卸
t
§
は
、
互
い
に
併
呑
し
あ
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
七
っ
の
大
き
な
諸
侯
国
と
若
干
の
小
さ
な
諸
侯
国
が
形
成
さ

れ
、
そ
の
大
多
数
は
す
で
に
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
の
移
行
を
と
げ

て
、
生
産
力
は
急
速
に
発
展
し
、
商
業
も
そ
れ
に
つ
れ
て
繁
栄
し
は
じ

め
て
い
九
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
で
、
春
秋
時
代
の
商
品
価
格
観

も
一
段
と
豊
か
に
な
り
、
発
展
し
て
い
九
。
そ
れ
は
『
墨
子
』
の
輕
重

貴
懲
論
と
『
管
子
』
の
軽
重
論
に
目
立
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ほ
か

に
も
、
な
お
李
偲
、
孟
子
、
許
行
、
筍
子
等
も
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格
観
を

提
示
し
て
い
る
。
い
ま
以
下
の
ご
と
く
そ
れ
ぞ
れ
を
論
評
紹
介
す
る
。

一
、
『
墨
子
』
の
軽
重
貴
賤
論

墨
子
(
ほ
ぼ
則
.
δ
.
禽
t
紺
の
)
、
つ
ま
り
墨
霍
は
、
墨
家
学
派
の
創

始
者
で
あ
る
ρ
『
墨
子
』
と
い
う
書
物
は
彼
の
門
弟
お
よ
び
そ
の
後
進

の
学
者
が
編
集
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
商
品

と
貨
幣
に
か
ん
す
る
軽
重
貴
賤
論
は
中
国
古
代
の
経
済
思
想
の
な
か
で

目
立
っ
て
内
容
豊
富
な
価
格
理
論
で
あ
っ
て
、
主
に
「
経
上
.
下
」
と

「
経
説
上
・
下
」
の
四
篇
の
作
品
に
で
て
い
る
。
具
体
的
な
論
述
は
以

下
の
五
条
で
あ
る
。
①
「
値
段
が
高
い
場
合
に
買
わ
な
い
、
理
由
は
値

)1(

段
を
低
く
す
る
こ
と
に
あ
る
」
(
『
経
下
』
)
。
②
「
買
う
と
は
、
刀
(
銭

の
こ
と
)
と
縮
(
か
い
よ
ね
、
穀
物
を
買
い
入
れ
る
)
が
互
い
に
価
を

つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
刀
が
軽
け
れ
ぱ
躯
は
高
く
な
い
、
刀
が
重
け
れ

ぱ
綴
も
易
く
な
い
。
王
刀
(
公
定
の
銭
)
は
変
わ
ら
な
く
て
も
、
綴
は

変
わ
る
。
歳
ど
と
に
籍
が
変
わ
る
と
、
歳
ご
と
に
刀
、
変
わ
る
L
(
『
経

説
下
』
)
。
③
「
価
が
宜
し
け
れ
ば
売
れ
る
、
理
由
は
盡
に
あ
る
L
(
『
経

下
』
)
。
④
「
価
の
宜
し
い
の
は
、
貴
賤
で
あ
る
」
(
『
経
説
上
』
)
。
⑤
「
価

こ
と
と
と

盡
き
る
と
は
、
売
れ
な
い
所
以
を
盡
く
と
り
去
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

売
れ
な
い
所
以
を
去
れ
ぱ
、
売
れ
、
正
価
と
な
る
。
宜
し
い
と
宜
し
く

な
い
と
は
欲
不
欲
に
あ
る
」
(
『
経
説
下
』
)
。
以
上
の
五
条
は
、
次
の
二

組
に
概
括
で
き
る
。

第
一
組
は
、
①
、
②
の
二
条
を
含
み
、
商
品
と
貨
幣
の
両
面
か
ら
価

格
の
高
低
の
問
題
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
ぃ
る
。

第
①
条
の
意
味
は
、
物
を
買
う
の
に
値
段
が
高
く
て
も
安
く
て
も
か
ま



^
な
し
な
^
な
ら
、
^
の
^
^
^
局
^
の
^
^
^
^
^
^
^
^
、
^

ま
り
貨
幣
の
購
買
力
が
低
い
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
翻
っ
て

い
え
ぱ
、
貨
幣
価
値
が
低
い
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
物
の
値
段
が
高

く
て
も
高
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雋
条
の
「
刀
と

躯
が
互
い
に
価
を
つ
く
る
し
と
は
、
刀
(
貨
幣
)
と
綴
(
穀
物
商
邑

が
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格
宣
不
し
あ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
 
そ

れ
故
、
「
刀
が
軽
け
れ
ぱ
雜
は
高
く
な
い
、
刀
が
重
け
れ
ぱ
籍
は
易
く

な
い
し
と
は
、
貨
幣
の
購
買
力
が
低
け
れ
ぱ
、
穀
物
の
価
格
が
高
く
て

も
高
い
と
は
い
え
な
い
、
反
対
に
、
貨
幣
の
購
買
力
が
高
け
れ
ば
、
穀

物
の
価
格
が
低
く
て
も
安
い
と
は
い
え
な
い
(
易
は
軽
に
お
な
じ
)
、

と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
「
王
刀
は
変
わ
ら
な
く
て
も
、
耕
は
変
わ
る
0

歳
ご
と
に
綴
が
変
わ
る
と
、
歳
と
と
に
刀
も
変
わ
る
し
の
ほ
う
は
、
国

家
の
貨
幣
の
法
定
価
格
に
は
変
化
は
な
い
が
、
務
の
価
格
は
変
化

し
穀
物
の
価
格
が
毎
年
変
わ
れ
ば
、
貨
幣
の
購
買
力
も
毎
年
変
わ

る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
、
①
②
の
二
条
は
ひ
と
し
く

商
品
と
貨
幣
の
向
面
か
ら
価
格
の
高
低
の
問
題
を
見
て
い
る
が
、
い
ま

だ
価
値
の
問
題
に
は
お
よ
ん
で
い
な
い
0

第
二
組
は
、
③
、
④
、
⑤
の
三
条
を
含
む
。
そ
の
な
か
の
キ
ー
ポ
イ

幻
、

ン
ト
は
「
宜
」
の
字
の
本
当
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
0
「
宜
」

と
は
伺
か
。
「
宜
し
き
と
宜
し
く
な
い
と
は
欲
不
欲
に
あ
る
し
と
は
、

人
び
と
が
買
い
・
た
け
れ
ば
宜
し
い
の
で
あ
り
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
宜
し

く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
価
の
宜
し
い
の
は
、

貴
賤
で
あ
る
し
と
は
、

も
し
価
格
が
人
び
と
の
願
望
を
超
え
て
お
れ
ぱ

高
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
安
い
の
だ
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
0
「
価
が
宜

し
け
れ
ぱ
売
れ
る
、
理
由
は
盡
に
あ
る
し
と
は
、
商
品
の
価
格
が
買
手

の
願
望
に
か
な
っ
て
お
れ
ぱ
売
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
ま
だ
は

け
て
い
な
い
商
品
を
す
べ
て
売
り
つ
く
す
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
)
る
、

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
「
そ
の
売
れ
な
い
所
以
を
去
れ
ぱ
、
売
れ
、
下

価
と
な
る
」
と
は
、
い
ま
だ
は
け
な
い
商
品
を
す
べ
て
売
り
つ
く
せ
る

の
は
、
売
価
が
正
常
な
価
格
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
〕
う
こ

と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
第
御
④
⑤
の
三
条
の
基
本
的
な
内
容
は
、
す

べ
て
商
品
価
格
の
「
宜
不
宜
(
適
不
適
)
」
の
問
題
を
説
明
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
『
墨
子
』
の
な
か
に
こ
の
問
題
を
も
ち
だ
し
え
た
の
は
、

そ
れ
自
体
が
天
才
的
な
の
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
価
伯
形
態

に
対
す
る
分
析
と
比
肩
す
る
も
の
と
い
っ
て
ょ
い
0

し
か
し
、
『
鑾
子
』

に
は
価
値
と
い
う
概
念
は
な
い
。
そ
れ
故
「
欲
不
欲
」
と
い
っ
た
主

観
的
な
願
望
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
の

こ
と
な
が
ら
適
切
で
は
な
い
。

ニ
、
李
慳
の
平
艇
論

李
慳
(
ほ
ぼ
則
.
δ

含
t
轡
)
は
、
か
つ
て
魏
の
文
侯
と
武
侯
の

宰
相
と
な
り
、
「
地
力
を
尽
く
す
の
教
」
(
土
地
の
生
産
力
を
十
分
利
す

る
)
を
作
り
、
魏
の
国
を
富
ま
せ
兵
を
強
く
し
た
。
『
馨
.
食
貨
志
』

の
張
に
ょ
れ
ぱ
、
彼
は
こ
う
考
え
て
い
た
。
「
綴
の
価
が
高
す
ぎ
て

は
民
は
傷
い
、
安
す
ぎ
て
は
農
民
を
傷
う
。
民
が
傷
わ
れ
ー
ぱ
民
は
離

散
し
、
農
民
が
傷
わ
れ
れ
ば
国
は
貧
し
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
す

ぎ
る
こ
と
と
安
す
ぎ
る
こ
と
と
は
、
そ
の
損
傷
に
お
い
て
一
で
あ
る
」
0

そ
れ
故
、
彼
は
平
需
皮
を
お
こ
な
う
と
い
う
考
え
を
.
下
し
九
0
「
六



染
ら
ぱ
(
曾
百
石
の
う
ち
)
三
百
石
香
の
机
と
し
て
丙
石
を
除

外
し
、
中
熟
な
ら
ぱ
二
百
石
を
耀
と
し
、
下
毅
ら
ぱ
百
石
を
雜
と
す

る
0
 
民
を
ほ
ど
よ
く
充
足
さ
せ
、
穀
物
の
得
が
平
静
に
治
ま
れ
ば
や

め
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

李
惺
の
平
躯
栗
ら
、
彼
の
商
品
価
格
の
問
題
に
対
す
る
二
っ
の
見

方
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ω
彼
の
「
躯
の
価
が
高
す
ぎ
て
は
民

を
傷
い
、
安
す
ぎ
て
は
農
民
を
傷
う
」
と
い
う
論
点
か
ら
、
彼
は
基
之

的
に
商
品
価
格
の
生
産
と
消
費
に
対
す
る
関
係
を
需
し
て
ぃ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
0
 
彼
は
、
穀
物
の
価
格
を
確
定
す
る
に
は
生
産
者
と
消

費
者
が
ひ
と
し
く
利
益
を
う
る
よ
う
に
し
、
一
局
す
ぎ
な
い
よ
う
に
欧
す

ぎ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
ぃ
た
九
か
、
ど

う
い
う
基
準
で
価
格
の
高
低
を
は
か
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
ぃ
て

は
、
彼
は
考
え
を
示
し
て
い
な
い
。
②
彼
の
斎
論
は
、
国
家
か
島
年

の
と
き
器
を
買
い
入
れ
凶
年
に
な
る
と
売
り
出
す
こ
と
に
ょ
っ
て
、

商
品
と
し
て
の
穀
物
の
需
要
と
供
給
を
調
節
し
、
穀
物
の
価
格
を
安
定

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
0
 
彼
は
「
民
を
ほ
ど
よ
く
充
足
さ
せ
、
穀
物
の
価

格
が
平
静
に
治
ま
れ
ぱ
や
め
る
し
と
泰
し
、
「
民
か
傷
わ
れ
る
こ
と

よ
し
に
農
民
の
利
益
を
勧
め
る
」
こ
と
を
し
た
。
い
か
に
す
れ
ぱ
「
穀

物
の
価
格
が
平
静
に
治
ま
る
」
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
彼
も
明

確
な
考
え
を
だ
し
て
い
な
い
し
、
説
明
も
し
て
ぃ
な
い
あ
き
ら
か

に
、
彼
も
価
値
概
念
を
欠
い
て
ぃ
た
の
で
あ
る

学
天
の
茗
名
な
代
烹
で
あ
る
。
許
打
(
筆
年
'
)
は
一
飯
に
乢
疹
永

学
派
の
代
表
者
と
考
え
ら
れ
い
る
。
『
孟
十
』
と
い
う
書
物
の
記
曾

よ
れ
ば
、
許
行
の
価
格
に
か
ん
す
る
張
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
「
市

場
の
価
に
貳
(
か
け
ね
)
な
く
、
国
忠
偽
な
く
、
五
尺
の
掘
に
市

易
に
行
か
せ
て
も
、
こ
れ
を
歎
く
も
の
は
い
な
い
。
布
帛
の
長
さ
か
同

ま
る
し
じ
よ

じ
で
あ
れ
ぱ
、
価
は
相
等
し
い
。
麻
纓
糸
架
(
以
は
、
つ
む
い
で
な
い

も
の
0
 
婁
は
、
つ
む
い
だ
も
の
。
糸
は
、
生
糸
。
架
は
、
綿
の
粗
太
な

も
の
)
の
重
さ
が
同
じ
で
あ
れ
ぱ
、
価
は
相
等
し
い
。
五
穀
の
嵩
が
同

じ
で
あ
れ
ぱ
、
価
は
相
等
し
い
。
履
の
大
き
さ
が
同
じ
で
あ
れ
ぱ
、
価

は
相
等
し
い
」
0
 
孟
十
は
専
の
覽
に
同
専
ず
、
反
駁
し
て
次
の

「
そ
も
そ
も
物
が
斉
し
く
な
い
の
は
、
物
本
来
の
性
情

よ
う
に
い
う
0

で
あ
る
0
 
あ
る
い
は
倍
と
か
希
と
か
、
あ
る
い
は
十
倍
百
倍
、
あ
る

い
は
千
倍
万
倍
と
い
っ
た
洪
が
あ
る
。
あ
な
た
は
お
し
な
べ
て
こ
れ

を
同
じ
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
天
下
を
乱
す
と
い
う
も
の
だ
。
巨

き
な
履
と
小
さ
な
履
と
の
価
を
同
じ
に
す
れ
ば
、
人
は
ど
ぅ
し
て
履
を

作
る
よ
う
な
こ
と
を
し
よ
う
か
」
(
『
孟
子
.
滕
文
公
上
』
)
。

ま
ず
許
行
の
価
格
観
を
の
べ
る
。
零
は
小
農
階
届
の
視
点
か
ら
、

商
人
の
詐
欺
と
掠
奪
に
反
対
し
て
、
同
一
類
型
の
商
品
は
「
市
の
価
貳

な
し
」
と
い
う
主
張
を
し
六
。
同
類
の
商
品
の
質
の
翻
烹
の
問
題

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
彼
か
ら
見
れ
ば
大
差
な
く
、
棚
上
げ
に
し
て

か
ま
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
生
産
技
術
の
水
準
に
あ

ま
り
大
き
な
差
が
な
い
と
い
う
怯
況
の
も
と
で
は
、
こ
う
い
う
見
方
は

基
本
的
に
実
情
に
合
っ
九
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
孟
子
は
許
行
の
価

格
観
を
攻
駁
し
大
と
き
、
許
行
の
黙
し
よ
う
と
し
九
モ
要
な
問
翻
を

三
、
孟
子
と
許
行
の
価
格
観

モ
十
、
つ
ま
り
需
(
則
.
0
 
無
N
t
N
器
)
は
、
戦
国
侍
代
の
倭



避
け
て
、
商
品
の
質
の
ち
が
い
だ
け
を
と
ら
え
て
、
許
行
の
主
張
を
、

「
市
中
に
売
っ
て
い
る
物
は
、
み
な
粘
粗
急
を
製
に
せ
ず
、
た
だ

長
さ
重
さ
大
い
さ
の
み
で
価
を
つ
け
て
い
る
」
と
曲
解
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
あ
き
ら
か
に
許
行
の
本
来
禽
し
た
も
の
と
完
全
に
合
致
し
九

も
の
で
は
な
い
。

孟
十
の
価
格
観
に
つ
い
て
。
彼
は
商
品
の
使
用
価
値
の
質
と
価
格
と

の
関
係
を
重
視
し
て
お
り
、
彼
が
「
そ
も
そ
も
物
が
斉
し
く
な
い
の

は
、
物
本
来
の
性
情
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
商
品
の
使
用
価
値
の
質

的
相
異
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
商
品
の
質
が
異
な
れ
ぱ
、
価

格
も
異
な
る
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
観
点
は
当
然
正
し
い
も
の

だ
。
同
時
に
、
彼
は
お
ぽ
ろ
げ
な
が
ら
価
格
決
定
の
問
題
も
出
し
て
い

て
、
人
に
深
く
考
え
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
歴
史
的
条
件
の
も
と

で
は
、
珍
ら
し
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
孟
十

の
徐
も
価
格
の
問
題
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
い
ま
だ
根
本
的
に
価
値

の
問
題
に
は
お
よ
ん
で
い
な
い
。

四
、
『
管
子
』
の
軽
靈
論

『
管
子
』
と
い
う
書
物
は
、
春
秋
時
代
の
著
名
な
政
治
家
篇
(
ほ

ぼ
如
.
δ
.
§
t
の
念
)
か
ら
名
を
取
っ
九
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は

後
の
人
が
管
仲
の
基
本
的
な
経
済
思
淫
も
と
づ
い
て
釜
し
、
手
を

い
れ
、
あ
わ
せ
て
絶
え
ず
業
忙
し
な
が
ら
で
き
上
っ
た
も
の
で
、
お

よ
そ
戦
国
の
中
期
に
は
す
で
響
物
に
な
っ
て
お
り
、
秦
漢
の
儒
象

た
ち
が
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
修
正
改
訂
し
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
符
季
派
の
代
高
#
な
の
で
あ
る
。
蔓
伺

踊
存
す
る
も
の
七
十
需
、
そ
の
な
か
の
三
分
の
二
以
上
が
経
済
問

題
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
半
分
近
く
が
主
と
し
て
経
済
問
題
に
ふ
れ
て

い
る
。
そ
の
徐
の
念
は
商
品
と
貨
幣
の
牒
で
あ
っ
て
、
と
く
に

系
統
的
紀
管
子
学
派
の
価
格
観
1
軽
磊
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
主

要
な
内
容
は
次
の
ど
と
く
で
あ
る
。

①

一
種
類
の
商
品
の
軽
重
の
問
題
に
つ
い
て
。
『
管
手
』
の
な
か

あ
つ

「
聚
め
る
と
き
は
重
く
、
散
ず
る
と
き
は
軽
い
」
(
『
国
蓄
』
)
、
「
蔵

、

に

き
 
k
く

す
る
と
き
は
重
く
、
発
す
る
と
き
は
軽
い
」
(
『
揆
度
』
)
、
「
小
ノ
な
く
あ

る
い
は
不
足
す
る
と
き
は
重
く
、
余
り
有
る
あ
る
い
は
多
い
と
き
縫

い
」
(
『
国
蓄
』
)
、
「
守
る
と
き
は
亜
く
、
守
ら
ざ
る
と
き
は
軽
い
。
章

け
や

す
る
と
き
は
重
く
、
章
せ
ざ
る
と
き
は
嵯
い
」
(
『
軽
儒
』
)
、
「
令
疾
き

ゆ
る
や
か

と
き
は
亜
く
、
令
徐
な
る
と
き
は
供
」
(
『
軽
埀
乙
』
)
、
と
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
論
述
の
様
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
種
類

の
商
品
が
も
し
国
家
の
あ
る
い
は
少
数
の
人
の
手
中
に
染
中
し
て
い
る

と
、
流
通
に
投
じ
ら
れ
る
商
品
の
数
量
は
少
な
く
な
り
、
物
価
は
高
く

な
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ぱ
そ
の
反
対
に
な
る
。
「
蔵
」
と
「
聚
」
、
「
散
」

と
「
発
」
は
、
意
味
は
す
こ
し
異
な
る
が
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
商
品
の
軽

埀
を
説
明
す
る
と
き
は
同
じ
で
あ
る
。
「
少
L
 
あ
る
い
は
「
不
足
L
、

「
余
り
有
る
し
と
「
多
L
 
と
は
、
概
念
と
し
て
も
区
別
が
あ
り
、
「
少
」

と
「
多
」
は
商
品
向
体
の
数
量
を
指
す
の
で
あ
り
、
「
不
足
」
と
「
余

り
有
る
」
は
商
品
の
数
星
と
需
要
供
給
と
の
比
岐
を
さ
し
て
い
う
の
で

あ
る
が
、
す
べ
て
商
品
仙
格
の
禁
の
問
題
器
辨
す
る
。
「
{
寸
る
」

と
「
{
寸
ら
ず
し
と
は
、
人
び
と
の
商
品
に
対
す
る
態
度
を
さ
し
、
こ
れ

は
商
品
の
光
れ
ゆ
き
の
伸
び
と
小
癒
を
次
定
し
て
い
て
、
そ
れ
故
に
商

^1",^'"^",^1"^^1Ⅱ^,11■.^11」^"'ー.^"」^1"^1Ⅱ^'"^11」^1非^"'^111r.、"111^一●"'.』、^!"^'1t十.^"1^-1"^



品
価
格
の
軽
重
に
影
響
す
る
。
「
章
」
と
「
不
章
」
と
は
、
郭
沫
若
の

考
証
(
『
管
子
集
校
』
下
、
一
一
九
三
ペ
ー
ジ
)
に
ょ
れ
ぱ
、
章
は
障

に
伺
じ
、
つ
ま
り
障
碍
の
意
味
で
、
不
章
と
は
障
碍
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
価
格
の
軽
重
に
影
響
す
る
。
「
令
疾
」
、

「
令
徐
」
と
は
、
国
家
が
人
民
に
貢
賦
(
み
つ
ぎ
物
と
ね
ん
ぐ
)
の
納

入
を
命
ず
る
期
限
の
長
短
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
も
し
期
限
が
短
か
け

れ
は
(
令
疾
)
、
み
な
が
争
っ
て
商
品
を
買
い
納
入
す
る
の
で
、
商
品

は
品
う
す
に
な
り
、
価
格
は
値
上
り
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
法
令
の
期
限

が
長
け
れ
ば
(
令
徐
)
、
反
対
に
な
る
。

異
な
る
商
品
間
の
軽
重
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
。
選
月
子
』
は
穀

②
物
と
貨
幣
を
万
物
の
な
か
か
ら
分
け
て
、
三
つ
の
対
比
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
軽
重
問
題
を
み
る
と
い
う
考
え
を
だ
し
九
。
一
つ
は
「
貨

幣
の
重
い
と
き
は
万
物
軽
く
、
貨
幣
の
軽
い
と
き
は
万
物
は
重
い
し

(
『
山
至
数
』
)
、
つ
ま
り
貨
幣
の
購
買
力
と
商
品
価
格
は
反
比
例
の
関
係

に
な
る
こ
と
。
二
つ
は
「
貨
幣
の
重
い
と
き
は
穀
物
軽
く
、
貨
幣
の
軽

い
と
き
は
穀
物
は
重
い
」
(
『
同
上
』
)
、
つ
ま
り
貨
幣
と
穀
物
と
の
間
の

相
対
的
な
軽
重
関
係
で
あ
る
。
三
つ
は
「
穀
物
の
重
い
と
き
は
万
物
軽

く
、
穀
物
の
軽
い
と
き
は
万
物
は
重
い
L
(
『
乗
馬
数
』
)
、
つ
ま
り
穀
物

と
そ
の
他
の
商
品
と
の
相
対
的
な
軽
重
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
穀

物
、
貨
幣
、
万
物
の
三
者
の
な
か
で
、
穀
物
自
体
の
軽
重
が
一
種
の
能

動
的
な
働
き
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
(
財
物
の
価
は
、
貨
幣
と
と
も

ひ
り
た
か

や
す

に
騰
落
す
る
が
)
穀
物
は
独
り
貫
く
、
独
り
賤
い
」
(
『
同
上
』
)
と
い
う

の
で
あ
る
。
穀
物
の
生
産
が
正
常
な
情
況
の
も
と
で
は
、
貨
幣
が
決
定

的
な
働
き
を
す
る
。
そ
れ
故
、
も
し
「
人
君
が
穀
物
と
貨
幣
の
均
衡
を

と操
る
と
き
は
、
天
下
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
(
『
山

至
数
』
)
。

貨
幣
の
数
量
と
軽
重
と
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
。
『
"
昌
子
』
は

御

か
み

し
、

次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
「
国
幣
の
九
は
上
に
在
り
、
一
は
下
に
在

り
、
貨
幣
は
重
く
て
万
物
は
軽
い
。
貨
幣
を
も
っ
て
万
物
を
買
収
し
、

こ
れ
に
対
応
す
る
と
き
は
、
貨
幣
は
下
に
在
り
、
万
物
は
皆
上
に
在
り
、

万
物
の
重
さ
は
十
倍
に
な
る
」
(
『
山
国
軌
』
)
。
ま
九
「
一
国
の
穀
物
は

皆
上
に
在
り
、
貨
幣
は
皆
下
に
在
り
、
国
の
穀
物
(
の
価
)
が
十
倍
に

な
る
の
は
、
数
(
自
然
の
結
果
)
で
あ
る
L
(
『
山
至
数
』
)
と
も
い
う
。

こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
上
」
と
は
、
貨
幣
が
流
通
過
程
か
ら
抜
け
て

国
家
に
ょ
っ
て
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
「
下
L
と
は
、
民
間

で
流
通
す
る
貨
幣
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
以
上
の
引
用
文
の
意
味

は
次
の
よ
う
に
な
る
。
も
し
流
通
し
て
い
る
貨
幣
の
十
分
の
九
が
国
家

し
、

に
ょ
っ
て
収
蔵
さ
れ
、
十
分
の
一
だ
け
が
下
で
流
通
す
る
に
す
ぎ
な
い

と
、
貨
幣
価
値
が
あ
が
っ
て
物
価
は
さ
が
る
。
こ
の
時
、
も
し
国
家
が

貨
幣
を
放
出
し
て
商
品
を
買
い
入
れ
れ
ぱ
、
貨
幣
は
民
間
に
流
れ
て
商

品
が
国
家
に
集
中
し
、
し
九
が
っ
て
物
価
は
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
ょ
っ
て
、
物
価
は
流
通
し
て
い
る
貨
幣
の
数
量
の
増
減
に
つ
れ

て
上
下
し
、
単
位
貨
幣
の
購
買
力
も
流
通
し
て
い
る
貨
幣
の
数
量
の
多

少
に
つ
れ
て
昇
降
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

④

価
格
の
変
動
と
商
品
の
軽
重
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
前
述
の
と

と
く
、
『
管
子
』
は
貨
幣
と
穀
物
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
万
物
の
価
格
の

均
衡
を
と
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
万
物
の
価
格
を
完
全
に
安
定
で
き

る
と
は
決
し
て
考
え
て
い
な
い
。
『
軽
重
乙
』
の
記
載
に
ょ
れ
ば
、
「
桓
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公
が
管
子
に
問
う
た
、
『
衡
(
物
の
相
場
)
に
は
数
(
固
定
し
六
標
準
)

が
あ
る
か
』
と
。
管
子
が
答
え
九
、
『
相
場
に
は
固
定
し
九
標
準
が
な

相
場
な
る
も
の
は
物
(
の
価
)
を
あ
る
も
の
は
高
く
し
あ
る
も
の

)
0

し
ひ
く

は
下
く
さ
せ
る
の
で
、
常
に
固
定
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
』
と
。

桓
公
が
言
っ
た
、
『
そ
れ
な
ら
は
相
場
は
調
(
画
一
価
格
)
し
て
は
い

け
な
い
の
か
』
と
。
管
子
が
答
え
た
、
『
画
一
価
格
に
し
て
は
い
け
な

た
い
ら
か

画
一
価
格
に
す
れ
ば
澄
(
た
ま
り
水
の
ど
と
く
平
静
)
で
あ
る
、

)
、

し澄
で
あ
る
と
き
は
常
(
固
定
)
で
あ
る
、
固
定
し
て
お
れ
は
高
低
の
ち

が
い
が
な
い
、
高
低
の
ち
が
い
が
な
い
と
き
は
万
物
を
得
る
こ
と
が
で

一
年
に
四
秋
(
四
回
の
収
益
の
機
会
)

き
ず
固
定
さ
せ
て
し
ま
う
。

が
あ
り
、
(
春
夏
秋
冬
の
)
四
時
に
分
か
れ
て
い
る
。
(
君
主
は
)
こ
の
四

つ
の
も
の
の
順
序
に
ょ
っ
て
、
政
令
を
発
布
す
れ
ば
、
物
の
価
の
軽
重

を
(
国
の
需
要
に
ょ
っ
て
)
十
倍
に
も
百
倍
に
も
で
き
る
故
、
物
の
価

は
固
定
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
そ
れ
故
相
場
に
は
固
定
し
九

標
準
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
』
と
」
。
こ
の
一
言
葉
の
意
味
は
、
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
商
品
の
軽
重
を
は
か
る
の
に
一
つ
の
常
に
固

定
し
た
標
準
は
あ
り
も
し
な
い
し
、
絶
対
に
固
定
し
九
物
価
は
存
在
し

え
ず
、
必
要
で
も
な
い
、
価
格
の
高
低
の
変
動
の
な
か
で
の
み
均
衡
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
価
格
の
高
低
の
ち
が
い
が
な
け
れ
ぱ
、

万
物
の
発
展
に
と
っ
て
は
不
利
な
の
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
一
年
に
四

つ
の
時
機
が
あ
り
、
四
季
に
わ
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
の
軽
重
の

相
違
も
非
常
に
大
き
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
物
価
は
常
に
固
定
不

変
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
『
管
子
』
の
嘱
重
論
の
内
容
は
業
で
あ
二
L
、
商
品
貨

幣
関
係
の
面
に
適
用
し
、
商
品
と
商
品
、
商
品
と
貨
幣
の
闇
の
対
比
関

係
の
問
題
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
貨
幣
の
数
量
と
商
品
価
格

と
の
間
の
関
係
を
も
分
析
し
て
お
り
、
さ
ら
に
い
か
に
価
格
の
客
観
的

な
運
動
を
利
用
し
て
経
済
活
動
を
調
節
す
る
か
と
い
う
問
題
を
提
出
し

て
い
て
、
こ
れ
は
当
時
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
は
確
か
に
大
き
く
評

価
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
"
目
子
』
の
作
者
に
も

価
値
概
念
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
商
品
価
格
の
軽
重
を
は
か
る
科

学
的
基
準
が
な
く
、
貨
幣
の
数
量
と
商
品
の
需
要
供
給
の
関
係
に
ょ
っ

て
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
必
然
的
に
理
論
上
の
矛
盾
と
誤
り
を
も
た
ら
し

九
。
こ
の
面
で
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
古
代
の
人
間
に
過

大
な
要
求
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
萄
子
の
ご
を
以
て
一
に
易
え
る
」
の
論

荷
子
(
ほ
ぽ
則
.
n
.
N
拐
t
N
器
)
、
つ
ま
り
荷
卿
は
孫
卿
と
も
い
い
、

名
は
況
、
先
秦
儒
家
学
派
の
著
名
な
代
表
者
で
あ
る
。
彼
は
戦
国
の
後

の
人
で
あ
る
が
、
当
時
す
で
に
各
諸
侯
国
の
封
建
制
は
基
本
的
に
確
立

し
、
商
品
貨
幣
関
係
に
は
一
段
と
発
展
が
あ
り
、
多
く
の
工
商
業
主
が

あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
況
の
も
と
で
、
荷
子
は
儒
家
に
属
し

て
い
た
け
れ
ど
も
、
「
利
益
の
こ
と
は
殆
ん
ど
語
ら
な
い
」
と
い
う
儒

家
の
伝
統
的
教
条
を
顧
恵
せ
ず
、
人
の
欲
望
は
「
人
の
本
性
」
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
自
分
の
経
済
観
を
あ
き
ら
か
に

し
九
0ま

ず
、
荷
子
は
先
秦
の
お
お
く
の
思
想
家
と
同
様
に
、
主
と
し
て
人

び
と
の
生
活
資
料
、
と
く
に
農
業
の
生
み
出
す
生
活
資
料
を
富
と
み
な
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し
、
「
田
野
県
部
@
反
村
)
」
は
「
富
の
本
」
で
あ
り
、
農
業
生
産
は

「
富
の
源
L
 
で
あ
る
と
指
摘
し
た
(
『
荷
十
・
{
畠
国
』
)
。
同
時
に
、
さ
ら

歩
す
す
め
て
、
富
を
生
み
出
す
に
は
、
土
地
以
外
に
、
主
と
し
て

に人
の
労
働
(
彼
は
こ
れ
を
「
力
L
 
と
い
う
)
に
ょ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

*
さ

い
こ
と
を
指
摘
し
九
。
彼
は
、
「
国
を
用
め
る
者
は
、
百
姓
(
人
民
)

の
力
を
得
た
も
の
が
富
む
」
(
『
荷
子
・
王
霸
』
)
と
い
う
。
当
然
、
彼

に
は
労
働
が
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
さ

れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
も
価
値
概
念
を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ

る
0

い
つ

.

次
に
、
萄
十
の
価
格
問
題
に
対
す
る
見
方
は
「
一
を
以
て
一
に
易
え

る
」
と
い
う
塗
あ
る
。
彼
は
「
易
」
を
解
釈
す
る
と
き
に
、
次
の
よ

う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
「
易
え
る
者
は
一
を
以
て
一
に
易
え
る
、
人

は
得
も
な
く
亦
喪
(
損
)
も
な
い
と
い
う
」
。
も
し
「
一
を
以
て
両
に
易

え
れ
ぱ
」
、
そ
れ
は
「
喪
な
く
し
て
得
あ
り
し
と
い
う
に
な
る
。
も
し

「
両
を
以
て
一
に
易
え
れ
ば
」
、
そ
れ
は
「
得
な
く
し
て
喪
あ
り
し
と
い

う
こ
と
で
あ
る
(
『
萄
子
・
正
名
』
)
。
あ
き
ら
か
に
、
彼
は
「
一
を
以

て
一
に
易
え
る
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ぱ
、
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
一
L
 
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の

か
。
商
品
の
使
用
価
値
を
指
し
て
い
る
の
か
。
当
然
ち
が
う
。
な
ぜ
な

ら
、
同
じ
使
用
価
値
の
交
換
は
あ
り
え
な
い
し
、
異
な
る
使
用
価
値
は

盆
的
比
較
を
す
る
方
法
が
な
い
の
だ
か
ら
。
価
値
を
指
し
て
い
る
の

か
。
当
然
、
不
可
能
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
根
本
的
に
価
値
の
範
腐
を

了
解
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
多
分
、
貨
幣
が
表

示
す
る
商
品
価
格
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
値
一
円
の

か
い
つ
ま
ん
だ
結
論

商
Π
ば
を
仙
一
円
の
別
の
商
品
に
取
り
換
え
る
よ
う
な
交
易
は
双
方
と
も

損
を
し
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
い
う
と
こ
ろ
の
等
価
交
換
に
他
な

ら
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は
価
格
の
同
一
性
し
か
知
ら
ず
、

価
値
の
伺
一
性
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

一
、
中
国
の
先
秦
時
代
は
、
学
術
上
非
常
に
活
気
の
あ
る
百
家
争
嶋

の
時
代
で
あ
っ
九
し
、
商
品
の
価
格
理
論
の
面
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
異
な

つ
た
学
派
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
と
く
に
『
墨
子
』
と
『
管

子
』
の
軽
重
論
は
、
ま
っ
た
く
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
愚
家
ク
セ
ノ
フ
ォ

ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
価
格
観
と
肩
を
並
べ
る
も
の
と
い
っ
て
ょ
い

し
、
彼
ら
の
鼎
よ
り
も
は
る
か
に
豊
か
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。
そ

れ
故
、
こ
の
面
に
対
す
る
軽
視
と
低
い
儒
は
す
べ
て
誤
っ
九
も
の
で

あ
る
。ニ

、
歴
史
的
な
時
代
と
階
級
的
な
制
約
に
ょ
っ
て
、
中
国
の
先
秦
思

想
家
は
そ
の
他
の
国
家
の
古
代
思
想
家
と
同
様
に
、
価
値
と
い
う
観
念

を
も
た
ず
、
ま
た
も
つ
可
能
性
も
な
か
っ
九
し
、
ま
し
て
や
労
働
が
価

値
を
創
造
す
る
と
い
う
観
点
を
も
つ
可
能
性
は
な
か
っ
九
。
そ
れ
故
、

彼
ら
に
は
価
格
観
し
か
な
く
、
価
値
観
を
も
ち
え
て
は
い
な
い
。
彼
ら

の
価
格
観
を
価
値
観
だ
と
い
っ
た
り
、
近
代
化
さ
れ
た
解
釈
を
す
る
こ

と
も
、
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
人
び
と
の
社
会
的
存
在
が
、
人
び
と
の
愚
を
決
定
す
る
。
春

秋
戦
国
時
代
は
中
国
の
社
会
が
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
移
行
す
る
時
代

で
、
大
き
な
変
動
の
時
代
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
な
か
で
、

^Ⅱlr^1"^'"^",U ,^'".^1ι^■1,.^"1r^



異
な
る
階
級
の
思
想
家
は
、
商
品
と
貨
幣
と
価
格
の
問
題
に
つ
い
て
の

見
方
に
必
然
的
に
異
な
る
観
点
を
も
ち
、
異
な
る
学
派
を
形
成
し
た
0

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
異
な
る
学
派
聞
の
思
想
的
関
連
性
と
継
承
性
を

も
み
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
往
々
異
な
る
階
級
利
益
を
代

表
す
る
思
想
家
が
同
一
の
観
点
を
も
つ
こ
と
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
階
級
分
析
を
単
純
化
し
、
階
級
の
レ
ッ
テ
ル
を

貼
る
方
法
を
と
る
の
は
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法

で
は
な
い
。

(
訳
者
付
記
)

訳
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
羅
演
の
原
稿
で
は
あ
る
が
、

誠
演
羽
に
は
訳
さ
な
か
っ
六
。
訳
文
が
長
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
⇔
古
典
か
ら
の

引
用
文
は
、
読
ん
で
そ
の
ま
ま
わ
か
る
か
、
あ
る
い
は
あ
と
の
説
明
と
あ
わ
せ
て

理
解
で
き
る
よ
う
に
、
か
な
り
砕
い
た
訳
を
し
六
。
働
出
典
を
示
す
以
外
に
、
報

告
者
自
身
が
カ
ッ
コ
し
て
挿
入
さ
れ
六
も
の
が
若
干
あ
る
が
、
カ
ッ
コ
し
て
補
っ

た
も
の
の
大
部
分
は
、
理
解
を
六
す
け
る
た
め
に
訳
者
が
加
え
九
も
の
で
あ
り
、

繁
を
い
と
っ
て
区
別
し
な
か
っ
九
。
四
古
典
か
ら
の
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
解
釈

の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
著
者
の
説
明
が
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
し
た
が
っ

光
つ
も
り
で
あ
る
。
国
訳
者
に
と
っ
て
、
こ
の
報
告
の
内
容
は
ま
っ
六
く
専
門
外

の
も
の
な
の
で
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
で
き
る
限
り
原
文
に
忠
実
な
訳
を
心
が
け

ろ
と
と
も
に
、
主
と
し
て
次
の
霄
物
を
参
考
に
し
た
。
加
藤
繁
『
支
那
経
済
史
考

証
(
上
下
巻
)
」
(
昭
和
二
十
七
年
三
月
、
東
洋
文
庫
刊
)
、
胡
寄
聞
『
中
国
経
済

思
恕
史
(
上
)
』
(
一
九
六
二
年
四
月
、
上
海
人
民
出
版
社
刊
)
、
中
国
人
民
大
学
・

北
京
経
済
学
院
管
子
経
済
思
想
研
究
組
『
管
子
経
済
倫
文
注
訳
』
(
一
九
八
0
年

四
貝
江
西
人
民
出
版
社
刊
)
。

な
お
印
刷
に
際
し
て
、
若
干
の
用
語
と
表
現
の
訂
正
は
経
済
学
部
.
笹
田
友
三

郎
教
授
に
お
ま
か
せ
し
北
。
訳
・
同
志
社
大
学
商
学
部
教
授
大
田
進

同
寝
肇
第
二
号

論
文

新
島
襄
の
一
央
文
の
自
叙
伝
・
・
:
・

:
:
:
:
^
^
一
^
^
^

新
島
襄
と
沢
山
保
羅

1
経
歴
の
対
比
と
二
人
の
一
父
流
1
:
:
:

:
・
:
:
・
:
・
佐
野
{
女
仁

伺
志
社
の
近
代
建
築
(
上
)

1
遺
構
と
資
料
1
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
前
久
夫

資
料

今
曇
<
幸
日
記
抄
・

:
・
・
・
高
橋
虔

:
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
:
:
:
.

同
志
社
理
事
会
決
議
録

1
自
明
治
三
十
二
年
七
月
・
至
明
治
三
十
七
年
二
月
1

新
島
襄
に
関
す
る
文
献
ノ
ー
ト

1
著
者
・
筆
者
別
1
・
・
・

河
野
仁
昭

同
志
社
談
叢
第
三
号

論
文

悲
劇
の
日
本
銀
行
総
裁
・
深
井
英
五
(
上
)

1
綴
政
策
の
激
動
期
を
生
き
た
同
志
社
人
1
・
・
・
杉
江
雅
彦

あ
る
朋
治
の
軌
跡

ー
^
^
^
^
^
^
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
^
^
^
^

わ
が
国
初
期
看
護
教
育
に
お
け
る
京
都
看
病
婦
学
校

の
置
づ
け
こ
つ
い
て
:
・
・
:
:
:
・

:
・
飽
山
美
知
子

黒
社
の
近
代
建
築
(
中
)

1
遺
構
と
資
料
1
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

前
久
夫

資
料

理
事
会
離
録

1
自
・
明
治
三
十
七
年
三
月
二
十
八
日
至
・
明
治

四
十
五
年
五
月
二
十
一
日
1

日
本
基
督
教
伝
道
会
社
第
九
年
会
器

新
島
襄
に
関
す
る
文
献
ノ
ー
ト
ー
専
・
筆
者
別
1:

・
・
河
野
仁
昭

頒
価
各
ズ
 
0
0
0
円

発
行
・
同
志
社
社
史
資
料
室
取
扱
い
・
同
志
社
収
益
事
業
課
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