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『
管
子
』
と
『
呂
氏
春
秋
』

町

田

三

郎

は
　
じ
　
め
　
　
に

　
戦
国
最
末
期
の
東
西
の
二
強
国
を
．
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
書
物
に
『
懸
子
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
背
景
に
あ
る
国

土
の
特
殊
性
を
伝
え
て
い
る
。
『
三
子
』
の
書
の
最
も
古
い
部
分
は
種
下
時
代
に
湖
り
、
新
し
い
と
こ
ろ
は
漢
初
に
ま
で
下
ろ
う
が
、
主

要
な
部
分
は
戦
国
末
期
の
作
品
と
思
わ
れ
る
。
一
方
『
呂
氏
春
秋
』
は
そ
の
書
意
篇
に
「
維
秦
八
年
、
堕
在
早
婚
」
と
あ
っ
て
前
二
三
九

年
の
成
立
を
措
定
で
き
る
。
ま
さ
に
始
皇
統
一
の
前
夜
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
戦
国
末
の
二
強
国
と
深
く
か
か
わ
る
こ
の
外
書
は
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
野
研
究
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
恐
ら

く
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
場
合
、
漢
志
に
「
雑
家
」
と
分
類
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
思
想
的
に
も
雑
な
る
も
の
と
烙

印
さ
れ
た
か
の
如
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
『
富
尾
』
の
場
合
で
も
、
目
録
分
類
上
で
は
「
道
家
」
或
い
は
「
法
家
」
で
あ
る

が
、
内
容
的
に
儒
道
法
か
ら
経
済
関
係
の
諸
説
ま
で
含
ん
で
．
い
て
雑
著
の
感
は
否
め
な
い
。
た
ま
た
ま
心
術
・
白
配
管
の
い
わ
ゆ
る
「
管

子
四
篇
」
と
称
さ
れ
る
異
色
の
数
篇
が
あ
づ
て
、
一
部
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
『
管
子
』
に
せ
よ
『
呂

氏
春
秋
』
に
せ
よ
、
そ
の
「
雑
家
」
雑
駁
さ
が
全
体
の
研
究
の
障
害
と
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
管
子
』
の
場
合
、
性
格
の

異
っ
た
い
く
つ
か
の
類
の
集
合
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
文
献
学
的
な
整
理
も
不
十
分
で
、
資
料
的
安
定
性
を
主
張
し
に
く
い
と
い
う
一
面

も
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
『
管
子
』
八
十
六
篇
、
『
呂
氏
春
秋
』
百
六
十
篇
と
い
う
母
数
は
彪
大
な
資
料
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
お
お
む
ね
戦
国
の
最

末
期
に
斉
と
秦
を
背
景
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
思
想
内
容
の
雑
多
さ
や
文
献
操
作
の
う
え
で
の
困
難
さ
等
、
解
決
す

べ
き
問
題
は
多
々
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
資
料
を
重
視
活
用
せ
ぎ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
戦
国
か
ら
秦
漢
に
か
け
て
の
時
代
の
性
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格
、
及
び
そ
の
推
移
の
秘
密
を
、
何
ら
か
こ
れ
ら
の
資
料
が
物
語
り
は
し
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
『
調
子
』

と
『
呂
氏
春
秋
』
と
い
う
書
物
を
ト
ー
タ
ル
で
捉
え
て
、
そ
れ
が
思
想
史
の
う
え
で
も
つ
意
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

　
『
呂
氏
春
秋
』
の
成
立
に
関
し
て
は
、
十
二
紀
の
末
尾
に
後
序
の
よ
う
な
形
で
序
意
篇
が
あ
り
、
「
古
れ
秦
の
八
年
、
歳
は
警
世
に
在

り
。
秋
甲
子
朔
、
朔
の
日
、
良
人
十
二
紀
を
請
い
問
う
。
文
信
侯
曰
わ
く
、
嘗
て
黄
帝
の
顎
項
に
和
え
し
所
以
を
学
ぶ
を
得
た
り
…
…
」

と
し
て
「
蓋
し
聞
く
古
の
清
世
は
、
象
れ
天
地
に
法
と
る
。
（
ゆ
え
に
）
十
二
紀
な
る
者
は
治
乱
存
亡
を
紀
す
ゆ
え
ん
な
り
。
寿
天
吉
凶
を

知
る
ゆ
え
ん
な
り
。
上
こ
れ
を
天
に
煎
り
、
下
こ
れ
を
地
に
験
し
、
中
こ
れ
を
人
に
審
ら
か
に
す
。
此
く
の
若
く
な
れ
ば
則
ち
是
非
可
不
可

遁
る
る
所
な
し
…
…
已
と
結
ぶ
。
つ
ま
り
黄
帝
以
来
の
政
治
の
極
意
を
十
二
月
に
具
体
的
に
分
署
し
て
、
大
は
国
家
か
ら
小
は
個
人
の
運

命
に
ま
で
説
き
及
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
に
史
記
呂
勝
事
伝
が
あ
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
荘
裏
王
元
年
に
呂
怪
事
は
丞
相
と
な
り
、
河
南
洛
陽
に
十
万

戸
を
領
有
す
る
。
や
が
て
射
撃
王
が
没
し
、
太
子
政
乃
ち
始
皇
帝
が
即
位
し
、
不
章
は
相
国
、
仲
父
と
称
せ
ら
れ
る
。
当
時
は
魏
の
信
陵

君
ら
で
知
ら
れ
る
戦
国
の
四
君
子
の
活
躍
期
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
「
皆
下
士
、
喜
賓
客
、
以
相
傾
」
と
い
う
。
不
章
は
秦
の
強
大
さ
を
以

て
こ
の
四
君
子
に
及
ば
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
「
亦
た
士
を
招
致
し
、
こ
れ
を
厚
遇
し
、
食
客
三
千
人
」
に
至
っ
た
。

「
そ
の
客
を
し
て
人
人
に
聞
く
所
を
著
わ
さ
し
め
、
集
下
し
て
以
て
八
覧
六
十
十
二
紀
十
余
万
言
を
為
す
己
そ
し
て
不
章
は
こ
の
書
を
秘

か
に
こ
う
誇
っ
て
い
た
。
「
天
地
の
万
物
古
今
の
事
を
備
え
た
り
」
と
。

　
右
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
『
呂
氏
春
秋
』
は
政
治
世
界
の
全
て
か
ら
は
て
は
個
人
の
運
命
ま
で
映
し
出
し
て
誤
な
く
、
つ
ま
り
「
天
地
の

万
物
古
今
の
事
」
時
間
と
空
間
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
カ
バ
ー
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
確
信
し
た
不
章
の
気
持
ち
か

ら
す
れ
ば
『
呂
氏
春
秋
』
の
百
科
全
書
的
な
多
方
面
に
わ
た
る
記
述
も
、
む
し
ろ
総
合
哲
学
を
目
ざ
す
こ
の
書
の
本
来
の
あ
り
方
に
即
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
「
雑
家
」
蕪
雑
な
る
も
の
と
評
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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『
呂
氏
春
秋
』
は
十
二
紀
八
雲
六
論
の
三
部
門
か
ら
な
っ
て
い
、
そ
の
成
立
の
次
第
に
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
十
二
周
目

ま
ず
成
立
し
、
次
い
で
智
慧
六
戸
が
そ
の
補
遺
と
し
て
作
ら
れ
附
加
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
『
呂
氏
春
秋
』
は
十
二
紀
を
本
と

し
、
八
覧
熱
論
を
そ
の
補
と
す
る
。
そ
れ
で
は
十
二
紀
は
序
三
皇
か
ら
始
皇
八
年
ρ
作
と
し
て
v
要
覧
六
斎
は
い
つ
頃
の
作
品
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
八
覧
に
特
徴
的
な
一
つ
の
形
式
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
八
覧
の
冒
頭
「
有
下
汐
」
の

有
罪
篇
か
ら
七
の
諭
大
立
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
末
に
「
解
在
…
…
」
と
の
文
が
あ
っ
て
、
そ
の
「
解
」
に
当
る
部
分
は
、
八
覧
の
第
二
篇

「
孝
行
覧
」
以
下
「
侍
君
覧
」
ま
で
、
そ
し
て
「
六
論
」
申
の
「
開
書
論
」
「
士
容
論
」
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
の
八
十
の
形
式
は
、
大

胆
な
云
い
方
を
す
れ
ば
、
冒
頭
の
「
有
始
覧
」
が
「
経
説
」
に
当
る
一
篇
で
「
孝
行
覧
」
以
下
の
「
解
説
」
七
篇
と
で
経
・
解
の
セ
ッ
ト

と
な
り
、
解
説
の
一
二
が
紛
れ
で
「
六
下
」
中
に
散
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
恐
ら
く
「
八
覧
」
「
六
十
」
は
、
元
来
が
「
有

始
覧
」
野
心
に
経
と
そ
の
解
説
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
解
在
…
…
」
の
解
説
文
が
十
二
紀
に
は
た
え

て
見
え
な
い
こ
と
は
、
十
二
紀
と
八
覧
六
論
と
が
本
来
別
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
内
容
的
に
八
覧
六
論
が
十
二
紀
よ
り
後
次
の
成
立
だ
と
思
わ
せ
る
も
の
に
「
審
上
覧
」
の
潮
道
篇
に
「
封
建
論
」
を
説
く
一
節
が
あ
る
。

封
建
論
そ
の
も
の
は
い
つ
説
か
れ
て
も
特
別
に
不
可
は
な
い
が
、
そ
れ
が
真
実
意
味
を
も
つ
の
は
、
こ
れ
と
対
決
す
る
郡
県
論
と
の
争
い

の
場
に
お
い
て
こ
そ
で
あ
っ
て
、
こ
の
体
制
論
議
が
現
実
に
賑
や
か
で
あ
っ
た
の
は
、
始
皇
二
十
六
年
の
統
一
か
ら
三
十
四
年
の
郡
県
制

再
確
認
の
時
期
に
か
け
て
で
あ
る
。
十
二
紀
成
立
時
の
始
皇
八
年
代
に
お
い
て
は
、
慎
勢
篇
で
説
く
よ
う
な
「
封
建
論
」
は
ま
る
で
語
弊

が
な
い
。
だ
れ
も
が
そ
う
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
い
っ
た
ん
二
十
六
年
の
統
一
后
．
．
郡
県
制
に
決
定
し
た
も
の

が
、
内
部
の
封
建
制
支
持
者
の
も
と
で
三
十
四
年
に
再
度
朝
廷
の
叩
け
の
場
で
体
制
論
が
闘
わ
さ
れ
る
。
恐
ら
く
こ
う
し
た
情
況
下
で
、

呂
不
章
門
下
の
生
き
残
り
の
者
が
、
封
建
論
を
よ
し
と
し
て
こ
の
篇
に
お
さ
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
呂
氏
春
秋
』
は
こ
う
し
た
時
期
の

も
の
も
含
ん
で
編
輯
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
『
呂
氏
春
秋
』
の
成
立
は
、
始
皇
八
年
の
十
二
紀
中
心
の
第
一
次
編

集
か
ら
始
皇
統
一
望
の
八
覧
秘
画
の
第
二
次
編
集
、
そ
し
て
＝
一
次
の
合
集
が
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
『
三
子
』
書
の
成
立
は
ど
う
考
え
た
ら
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
聖
子
』
八
十
六
篇
、
現
存
七
十
六
篇
は
、
今
日
八
つ
の
類

に
分
れ
て
い
る
。
経
言
（
九
）
、
二
言
（
八
）
、
内
言
（
九
）
、
短
語
（
一
八
）
、
区
言
（
五
）
、
雑
（
ご
二
）
、
解
（
五
）
、
軽
重
（
一

九
）
の
八
類
で
あ
る
が
、
厳
密
に
い
か
な
る
規
準
が
あ
っ
て
こ
う
し
た
分
類
編
輯
が
行
わ
れ
た
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
で

一
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も
冒
頭
の
「
維
言
」
類
が
、
こ
れ
に
対
す
る
「
解
」
類
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
相
対
的
に
古
い
も
の
と
い
え
る
ば
か
り
で

な
く
・
価
値
的
に
も
高
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
・
漢
初
ま
で
に
『
寒
季
』
の
文
章
を
引
用
し
た
も
の
が
数
条
あ
る
も

そ
れ
も
牧
民
・
権
修
な
ど
の
経
言
類
申
の
篇
か
ら
の
語
で
あ
り
、
司
馬
遷
も
『
聖
子
』
の
牧
民
・
山
高
（
形
勢
）
・
乗
馬
・
軽
重
・
九
府

の
篇
を
読
ん
で
感
歎
し
て
い
る
が
◎
九
府
は
ム
コ
雪
明
の
書
で
あ
り
・
蟹
は
し
ば
ら
く
措
く
と
す
る
と
・
や
は
り
経
言
類
の
中
の
牧
民

等
三
篇
を
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
な
り
に
こ
の
類
が
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
経
言
類
の
中
で
も
さ
ら

に
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
各
篇
の
間
に
は
そ
れ
な
り
の
相
違
も
あ
っ
て
そ
こ
に
お
め
ず
と
ま
た
新
故
の
差
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と

り
あ
え
ず
は
『
管
子
』
書
中
の
最
も
古
い
ま
と
ま
り
を
経
下
馬
に
み
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
れ
以
外
で
も
、
た
と
え
ば
内

言
や
外
言
に
堂
々
と
し
た
文
章
も
あ
り
、
心
術
・
聖
心
等
の
興
味
あ
み
篇
を
有
す
る
短
甲
類
も
注
目
さ
れ
る
が
、
類
と
し
て
み
る
と
き
、

ひ
と
ま
ず
経
回
類
が
『
管
子
』
を
代
表
す
る
古
さ
を
も
つ
も
の
と
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
『
管
子
』
の
書
が
、
戦
国
末
期
広
く
読
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
『
韓
非
子
』
五
寸
篇
の
次
の
記
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

「
今
境
内
之
五
言
治
、
藏
耳
管
之
法
者
家
有
之
、
而
国
廻
章
、
言
聾
者
衆
、
執
来
者
寡
也
。
境
内
皆
言
誤
、
藏
孫
呉
之
書
面
家
有
之
、
而
兵

愈
弱
、
言
戦
者
多
、
被
甲
者
少
也
巴

　
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
『
落
子
』
の
書
が
右
の
文
で
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
通
常
「
商
管
の
法
」
つ
ま
り
『
益
子
，
』
も
『
商
鞍
』
と
港
ど
も
「
法
」
を
説
い
た
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
右
の
文
章
を
さ
ら
に
注
意
し
て
み
る
と
「
今
境
内
の
民
治
を
言
い
て
」
と
あ
っ
て
「
国
愈
々
貧
し
き
」
理
由

　
　
　
　

は
、
「
耕
を
言
う
者
衆
く
し
て
」
実
際
に
「
来
を
執
っ
て
」
農
耕
に
は
げ
む
も
の
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
い
う

「
治
を
言
い
て
」
の
「
治
」
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
農
業
振
興
策
、
土
地
開
発
策
を
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
」

一
般
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
対
の
文
と
な
る
下
文
の
「
孫
呉
の
書
」
の
条
は
、
「
兵
」
と
「
戦
」
と
で
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る

べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
上
句
も
「
今
境
内
の
民
は
口
ぐ
ち
に
農
業
振
興
策
を
説
い
て
、
商
鞍
・
管
子
の
政
策
書
を
家
ご
と
に
所
有
し
て
い

る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
家
は
い
よ
い
よ
貧
し
い
。
そ
れ
は
振
興
策
を
口
先
き
で
説
く
も
の
ば
か
り
多
く
て
実
際
に
農
耕
に
精
出

す
も
の
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
」
の
意
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
う
解
釈
し
て
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
『
商
鞍
』
と
『
管
子
』

と
が
一
括
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
観
点
は
、
彼
ら
が
「
農
業
」
「
土
地
」
開
発
論
者
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し

一

る

｝



て
の
法
制
定
論
者
で
、
根
幹
は
あ
く
ま
で
「
農
業
」
「
土
地
」
開
発
に
こ
そ
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
『
韓
非
子
』
の
短
文
か
ら
そ
う
多
く
の
こ
と
を
類
推
す
る
の
は
つ
つ
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
韓
非
が
商
・
管
を
同
列
に
捉
え
て
い
る

と
い
う
見
方
は
、
実
は
さ
ま
ぎ
ま
な
内
容
を
含
ん
で
今
日
に
伝
わ
る
『
長
子
』
の
書
の
精
髄
が
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め

て
示
唆
的
で
あ
る
と
だ
け
い
っ
て
お
き
た
い
。

・
い
ず
れ
に
せ
よ
韓
非
の
登
場
す
る
頃
、
つ
ま
り
前
二
五
〇
年
～
二
四
〇
年
と
い
う
時
代
に
は
『
管
子
』
の
書
は
世
間
に
知
ら
れ
よ
く
読

ま
れ
て
も
い
、
そ
れ
は
今
日
の
テ
キ
ス
ト
を
出
入
す
る
と
こ
ろ
は
あ
ろ
う
が
、
今
の
類
で
い
え
ば
「
経
言
」
類
句
心
の
も
の
で
は
な
か
？

た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
一
体
、
さ
ら
に
突
っ
ζ
ん
で
『
管
子
』
輕
言
上
は
い
つ
頃
の
成
立
と
考
え
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
美
鋒
氏
ザ
ら
は

「
馨
」
篇
を
解
析
し
つ
つ
経
言
類
は
す
べ
て
子
仲
の
自
筆
で
あ
る
と
す
更
胆
な
説
を
主
張
し
や
し
か
し
盛
遁
管
仲
の
時
代
と
し

た
の
で
は
、
た
と
え
ば
次
の
立
政
篇
の
一
節
は
さ
っ
そ
く
理
解
し
難
い
も
の
と
な
る
。

　
寝
兵
の
説
勝
た
ば
則
ち
険
阻
守
ら
ず
。

　
兼
愛
の
説
勝
た
ば
則
ち
士
卒
戦
わ
ず
。

　
全
生
の
説
勝
た
ば
則
ち
廉
恥
立
た
ず
ゆ

　
私
議
自
貴
の
説
勝
た
ば
則
ち
上
令
行
わ
れ
ず
。

　
群
徒
比
周
の
説
勝
た
ば
則
ち
賢
不
肖
分
か
れ
ず
。

　
金
玉
貨
財
の
説
勝
た
ば
則
ち
爵
服
下
流
す
。

　
観
楽
玩
好
の
説
勝
た
ば
則
ち
姦
民
上
位
に
在
り
。

　
請
謁
任
挙
の
説
勝
た
ば
則
ち
縄
墨
正
し
か
ら
ず
。

　
詔
談
飾
過
の
説
勝
た
ば
則
ち
功
俵
者
用
い
ら
る
。

　
右
は
立
政
第
四
「
九
敗
」
の
一
文
で
あ
り
、
，
第
六
十
五
は
こ
れ
の
た
め
に
「
立
政
九
敗
解
」
を
立
て
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
寝
兵
」

「
兼
愛
」
「
出
生
」
は
、
墨
子
や
楊
朱
の
主
張
と
み
る
限
り
孟
子
以
前
の
考
え
方
と
と
れ
る
が
、
「
私
議
自
重
」
「
群
徒
比
周
」
以
下
の

こ
と
が
ら
が
政
治
社
会
問
題
化
し
や
か
ま
し
く
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
『
韓
非
子
』
等
の
戦
国
末
の
書
物
に
お
い
て
で
あ
る
の
ま

「

　

一



た
冒
頭
の
「
寝
兵
」
に
つ
い
て
も
慎
到
ら
の
流
れ
の
も
の
と
み
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
く
、
「
混
生
の
説
」
に
至
っ
て
は
、
た
と
え
ば
『
呂
氏

春
秋
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
も
あ
る
。
「
始
め
て
こ
れ
を
生
ず
る
も
の
は
天
（
地
）
な
り
。
養
い
て
こ
れ
を
成
す
も
の
は
人
な
り
。
能
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

天
の
生
ず
る
所
を
養
い
て
平
す
な
き
、
こ
れ
を
天
子
と
謂
う
。
天
子
の
動
き
や
、
天
を
全
う
す
る
を
以
て
故
と
な
す
も
の
な
り
。
此
れ
官

の
撃
て
立
つ
と
こ
ろ
な
り
。
官
を
立
つ
る
は
生
を
全
う
す
る
を
以
て
な
り
」
（
始
春
紀
本
生
篇
）
．
こ
の
部
分
は
、
実
は
『
呂
氏
春
秋
』
全
書

の
基
本
的
立
場
を
述
べ
た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
「
全
生
の
説
」
の
主
義
主
張
の
流
行
こ
そ
、
右
の
「
立
政
」
篇
九
敗

に
お
い
て
指
摘
す
る
「
園
生
の
説
勝
た
ば
…
…
」
の
社
会
的
背
景
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
み
て
く
る
と
「
九
敗
」
の
、

た
と
え
ば
「
請
謁
任
挙
」
や
「
私
議
自
貴
」
等
の
政
治
的
社
会
的
弊
風
の
存
在
流
行
等
と
も
併
せ
考
え
る
と
、
『
丁
子
』
経
言
類
の
成
立

年
次
と
い
う
の
も
、
戦
国
末
の
風
潮
を
背
景
に
し
て
考
え
る
べ
港
だ
と
い
ケ
こ
と
に
な
る
。

二

　
『
孟
子
』
膝
文
公
下
篇
で
、
孟
子
は
主
屋
・
墨
壷
の
学
問
を
激
し
く
非
難
す
る
。
「
楊
朱
・
墨
響
の
言
天
下
に
盈
ち
、
天
下
の
浅
野
に
帰
せ

ざ
れ
ば
則
ち
墨
に
帰
す
已
し
か
し
こ
の
傾
向
は
誤
っ
た
も
の
で
、
こ
の
二
身
を
排
除
し
こ
う
し
た
風
潮
を
改
め
正
さ
な
け
れ
ば
正
道
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も

る
「
孔
子
の
道
」
は
顕
彰
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
「
吾
れ
こ
れ
が
為
に
催
れ
、
先
聖
の
道
を
閑
り
て
寒
心
を
距
ぎ
、
淫
辞
を
放
ち
、
邪
説
す

る
者
の
作
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
め
ん
と
す
已
孟
子
が
資
糧
を
非
難
す
る
中
心
は
、
黄
緯
二
派
が
君
父
を
無
み
す
る
主
張
を
行
っ
て
孔
子
の

道
の
顕
彰
を
妨
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
孟
子
の
こ
う
し
た
云
い
分
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
判
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
戦
国
期
に
お
け
る
思
想
家
の
自
己
主
張

の
形
式
を
孟
子
に
籍
り
て
み
よ
う
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
孟
子
は
激
烈
に
排
他
的
に
、
全
称
否
定
の
形
で
他
者
を
拒
否
す

る
。
こ
う
し
た
排
他
的
な
自
己
主
張
の
形
式
が
、
こ
の
時
代
の
思
想
家
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
荘
子
』
天
下
篇
、
『
葡

子
』
非
十
二
子
篇
。
そ
の
基
調
は
孟
子
の
あ
り
よ
う
と
根
本
的
に
は
変
ら
な
い
。
他
者
を
否
定
し
、
あ
た
か
も
そ
の
否
定
の
強
さ
が
自
説

の
周
到
強
固
さ
を
証
明
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
論
調
も
自
ず
と
一
方
的
独
断
的
と
な
る
。
韓
非
の
場
合
に
は
他
学
派
批
判

が
論
理
的
科
学
的
な
傾
向
を
示
し
は
じ
め
も
す
る
が
、
相
変
ら
ず
自
説
だ
け
が
正
し
く
て
他
は
必
ず
誤
り
と
す
る
点
、
孟
子
以
来
の
排
他

「
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的
傾
向
を
遵
守
す
る
も
の
と
称
し
て
よ
い
。

　
自
己
主
張
の
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
は
、
い
わ
ば
戦
国
中
末
期
に
お
い
て
独
自
の
学
派
学
説
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
と
き
き
ま
っ
て
用
い

ら
れ
る
常
套
的
形
式
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
は
自
己
を
主
張
す
る
に
は
他
を
否
定
排
除
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
よ
う
で

あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
方
式
に
よ
る
自
己
主
張
は
、
自
ら
の
思
想
を
複
雑
化
し
総
合
化
し
て
い
く
と
き
、
そ
の
限
界
に
つ
き
当
ら
ざ
る
を
え

な
い
⑩
他
者
か
ら
多
く
の
も
の
を
吸
収
し
て
自
己
が
成
立
し
て
い
る
と
き
、
そ
う
そ
う
他
者
を
否
定
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

そ
れ
は
自
己
否
定
に
さ
え
つ
な
が
る
。
戦
国
期
に
「
心
術
」
と
い
う
こ
と
ば
が
流
行
し
た
。
『
葡
子
』
解
糖
篇
に
「
聖
人
は
心
術
の
患
を

知
ウ
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
『
荘
子
』
天
道
篇
に
は
「
心
術
の
動
」
と
あ
り
、
『
捨
子
』
に
は
「
心
術
」
上
下
篇
が
存
在
す
る
。
当
時

こ
の
こ
と
ば
は
儒
家
に
も
道
家
に
も
用
い
ら
れ
た
。
『
葡
子
』
憎
相
篇
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
い
っ
た
い
人
相
を
み
る
こ
と
な
ど
ば
古
聖
人
の
無
視
し
た
も
の
で
、
学
問
す
る
人
間
は
口
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
…
…
。
だ
い
た
い
形

状
が
ど
う
か
を
占
う
の
は
心
が
ど
う
で
あ
る
か
を
論
ず
る
に
は
及
ば
ず
、
心
が
ど
う
で
あ
る
か
を
論
ず
る
の
は
、
号
す
な
わ
ち
そ
の
行
動

の
拠
り
ど
こ
ろ
が
ど
う
で
あ
る
か
を
見
る
に
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
形
状
は
心
よ
り
劣
り
馬
心
は
術
よ
り
も
劣
る
か
ら
、
術
が
正
し
く
て
心

が
従
順
で
あ
れ
ば
、
人
相
は
た
と
え
悪
く
と
も
心
と
術
と
は
善
い
わ
け
で
、
君
子
と
よ
ぶ
の
に
何
の
妨
げ
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
心
術
」
と
い
う
こ
と
ば
は
こ
の
例
で
み
る
限
り
心
と
術
と
の
二
つ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
心
と
そ
の
拠
り
所
と
し
て
の
術
と

い
う
台
子
の
説
明
は
分
り
に
く
い
。
こ
の
心
と
術
と
の
関
係
を
す
っ
き
り
と
説
明
す
る
も
の
が
、
『
鬼
谷
子
』
軍
書
篇
の
「
心
よ
く
一
を

う
れ
ば
乃
ち
そ
の
術
あ
り
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
意
を
集
中
す
る
と
き
お
の
ず
と
術
、
つ
ま
り
心
の
発
動
す
る
道
筋
が
え
ら
れ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
「
術
と
は
心
気
の
道
な
り
」
と
続
く
一
文
か
ら
も
こ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
儒
家
の
軽
子
に
お
い
て
説
か
れ
た
「
心
と
術
」
と
が
、
兵
家
の
鬼
谷
子
の
文
章
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ム
ー
ズ
に
理
解
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
を
右
の
関
係
は
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
学
派
や
立
場
を
超
え
て
、
横
断
的
に
共
通
の
関
心
事
と
し
て
た
と
え
ば
「
心
術
」

と
い
う
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
問
題
に
関
心
を
抱
い
て
こ
れ
の
解
明
に
努
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
つ
ま
で
も
タ
テ
系
統
の
学
統
学
派
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
で
は
、
新
頴
の
説
、
斬
新
な
発
想
か
ら
新
た
な
創
造
を
目

ざ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
自
ず
と
ヨ
コ
組
み
の
共
通
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
。
「
心
術
」
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
他
学
派
の
長

「

ア
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所
を
と
り
入
れ
、
相
手
の
問
題
関
心
も
よ
り
深
く
理
解
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
基
盤
を
拡
大
強
固
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
二
子
』
や
『
荘
子
』
に
い
わ
ゆ
る
他
思
想
の
影
響
を
多
分
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
彼
ら
は
す
で
に
一
家
の
学
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
こ
の
時
代
の
趨
勢
で
あ
る
。

　
『
辞
去
春
秋
』
不
二
篇
に
い
う
。
「
老
耽
は
柔
を
貴
び
、
孔
子
は
仁
を
貴
び
、
短
径
は
廉
を
貴
び
、
関
ヂ
は
清
を
貴
び
、
子
量
子
は
虚

を
貴
び
、
陳
麟
は
斉
を
貴
び
、
陽
生
は
己
を
貴
び
、
孫
腋
は
勢
を
貴
び
、
王
彦
は
先
を
貴
び
、
見
良
は
後
を
貴
ぶ
己
こ
の
十
人
へ
の
評
価

は
、
さ
な
が
ら
『
荘
子
』
天
下
篇
の
記
述
に
近
い
も
の
を
思
わ
せ
る
が
、
実
は
．
こ
う
し
た
評
価
を
記
述
す
る
こ
の
篇
の
本
意
は
、
「
群
衆

人
皇
に
曝
が
い
て
以
て
国
を
治
む
れ
ば
、
国
の
危
き
こ
と
日
な
が
ら
ん
」
の
例
証
と
し
て
十
人
十
色
の
立
場
が
あ
り
・
そ
の
例
と
し
て
昔

か
ら
の
有
名
思
想
家
の
差
を
挙
げ
た
も
の
で
、
要
は
こ
う
し
た
相
違
が
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
人
々
の
意
見
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
不
可

で
よ
り
統
一
的
な
基
準
点
を
設
け
よ
、
と
し
て
相
違
を
超
え
る
点
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
が
予
想
す
る
基

準
は
多
数
者
の
利
益
を
約
束
す
る
と
い
う
「
公
」
の
立
場
で
も
あ
ろ
う
が
、
当
面
不
二
篇
の
こ
の
記
述
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
人
そ
れ

ぞ
れ
の
個
別
の
立
場
を
超
え
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
認
識
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
う
気
付
い
た
時
に
実
は
新
し
い
立
場
は
生
ま
れ
て
く
る
。
頑
固
な
他
者
の
否
定
か
ら
柔
軟
な
他
者
の
受
容
へ
、
そ
し
て
総
合
の

立
場
へ
の
転
換
で
あ
る
。
通
常
戦
国
と
秦
漢
の
思
想
界
を
分
介
す
る
も
の
と
し
て
、
前
者
に
は
一
家
の
学
が
あ
る
が
後
者
に
は
そ
れ
が
な

い
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
戦
国
的
な
発
想
に
も
と
つ
く
一
家
の
学
が
や
が
て
行
き
づ
ま
り
、
す
で
に
『
葡
子
』
や
『
荘
子
』
に
他
思
想
が

深
く
か
か
わ
り
は
じ
め
た
と
き
、
さ
ら
に
思
い
切
っ
て
新
し
い
立
場
を
求
め
、
い
う
な
れ
ば
諸
家
の
学
か
ら
創
造
的
立
場
を
追
求
し
た
も

の
が
、
実
は
『
馬
子
』
で
あ
り
『
呂
氏
春
秋
』
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
思
想
史
的
に
意
義
深
い
転
換
が
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
た
戦
国
を
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る
思
想
界
の
模
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一

　

一

三

　
『
呂
氏
春
秋
』
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
各
思
想
家
の
長
所
を
摘
録
し
て
い
わ
ば
百
科
全
書
的
な
総
合
哲
学
を
こ

の
書
が
本
来
目
ざ
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
呂
前
章
は
こ
の
書
に
「
天
下
の
万
物
古
今
の
事
」
を
備
え
た
と
豪
語
し
た
。
目
論
見



は
成
功
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
こ
の
主
意
に
沿
っ
て
『
呂
氏
春
秋
』
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
よ
う
に
こ

の
書
を
「
雑
」
な
る
も
の
、
価
値
的
に
よ
り
劣
る
も
の
、
と
の
見
方
は
最
初
に
拗
棄
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
面
雑
多
で
百
科
全
書
風
の

あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
戦
国
の
学
問
の
行
き
づ
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
新
し
い
学
風
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
で

あ
る
。
ま
ず
こ
の
点
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
諸
家
の
長
所
と
さ
れ
る
も
の
を
何
で
も
取
り
込
め
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
本
来
い
か
な
る
観
点
か
ら
「
長
」

と
判
定
さ
れ
る
の
か
。
思
想
を
見
、
取
捨
し
判
断
す
る
と
き
の
核
と
な
り
か
な
め
と
な
る
も
の
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
と
っ
て
何
で
あ
っ

た
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
が
矛
盾
衝
突
し
か
ね
な
い
寄
せ
集
め
の
結
果
が
、
先
き
の
呂
翌
翌
の
豪
語
を
生
ん
だ
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ

な
り
の
核
が
存
在
し
、
そ
の
視
点
が
．
安
定
し
、
判
断
も
ま
た
的
確
に
行
わ
れ
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
場
合
、

そ
れ
は
何
か
。
恐
ら
く
「
時
令
」
の
思
想
で
あ
ろ
う
。

　
時
令
と
い
う
の
は
四
季
十
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
政
令
が
あ
っ
て
こ
れ
に
従
え
ば
四
季
の
推
移
も
人
事
も
調
和
し
順
調
で
あ
る
が
、

違
令
の
生
じ
た
場
合
に
は
災
厄
が
降
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
『
華
氏
春
秋
』
の
場
合
、
十
二
紀
が
本
論
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
述

し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
十
二
紀
は
各
月
の
冒
頭
に
そ
の
月
の
、
特
殊
な
政
令
を
説
く
月
令
を
篇
首
に
立
て
、
以
下
四
篇
つ
つ
の
人
事
教

訓
を
い
う
篇
目
を
お
く
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
然
の
運
行
の
あ
り
方
か
ら
人
事
を
経
倫
し
行
動
予
定
を
組
む
と
い
う
構

想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
孟
春
の
月
は
天
の
気
下
降
し
、
地
の
気
上
祝
し
て
生
物
萌
動
の
月
で
あ
る
か
ら
人
の
生
や
天
子
の
本
務
を
天
の
始

生
に
基
づ
け
て
半
生
を
説
き
（
本
務
）
、
欲
望
を
適
度
に
せ
よ
と
論
じ
（
重
己
）
、
ま
た
人
の
本
性
を
主
と
す
る
反
面
、
天
下
和
合
の
公

平
を
い
い
（
貴
公
）
、
か
く
て
私
心
を
去
る
べ
き
だ
と
論
じ
る
（
去
私
）
と
い
う
よ
う
に
。
各
月
各
篇
の
関
係
を
み
る
と
、
部
分
的
に
は

む
ろ
ん
薄
弱
な
関
係
の
も
の
も
存
す
る
が
、
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
自
然
秩
序
を
本
と
立
て
て
そ
れ
に
相
応
す
る
よ
う
人
事
人
間
界
の
約

束
ご
と
も
あ
る
べ
き
だ
と
論
じ
る
の
で
あ
る
．
④

　
こ
う
み
て
く
る
と
十
二
紀
冒
頭
の
月
令
、
時
令
の
思
想
は
、
本
来
こ
の
月
に
は
何
を
為
す
べ
き
か
と
い
う
実
践
、
農
業
の
た
め
の
指
導

指
針
と
し
て
の
意
義
を
は
る
か
に
超
え
て
、
こ
う
し
た
自
然
秩
序
こ
そ
が
人
間
界
の
人
事
政
治
の
原
理
な
の
だ
と
説
い
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
つ
ま
り
『
呂
氏
春
秋
』
に
と
っ
て
時
令
と
は
、
こ
の
書
の
全
体
構
成
の
ま
さ
に
か
な
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
い
ま
や
実
践
か
ち

原
理
へ
と
完
全
に
飛
躍
し
て
、
自
然
と
人
事
と
を
包
み
込
ん
だ
哲
学
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
次
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の
問
題
は
、
こ
う
し
た
時
令
に
統
括
さ
れ
た
『
呂
氏
春
秋
』
の
成
果
は
、
呂
国
章
の
自
賛
と
は
別
に
、
ど
う
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
『
甲
子
』
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
呂
氏
春
秋
』
は
十
二
紀
の
構
成
そ
の
も
の
か
ら
し
て
も
、
時
令
が
他
の
も
の
を
統
括

し
て
い
る
こ
と
は
見
易
い
の
で
あ
る
が
、
『
管
子
』
の
場
合
に
は
そ
う
は
い
え
な
い
。
『
管
子
』
を
考
え
る
う
え
で
、
は
じ
め
に
注
意
し

て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
『
管
子
』
現
有
七
十
六
篇
中
に
、
何
ら
か
の
形
で
時
令
を
説
く
も
の
が
、
七
里
・
四
時
・
五
行
・
七
臣
業
主
．
・
禁

藏
・
度
地
・
軽
重
庚
と
七
篇
も
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
令
が
た
ん
に
篇
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
や
土
木
事
業
と
セ

ッ
ト
で
説
か
れ
る
も
の
、
五
行
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
も
の
等
、
そ
の
態
様
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
な
ぜ
『
管
子
』
に
七
つ
も
の
時
令

を
い
う
諸
腰
が
あ
る
の
か
は
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
心
て
当
面
と
り
わ
け
注
意
す
べ
き
も
の
と
し
て
算
勘
篇
と
軽
重
庚
篇
と
が

あ
る
。

　
幼
官
寺
は
興
言
類
の
最
後
の
｝
篇
で
、
正
し
く
は
こ
の
後
に
同
文
の
今
旦
図
篇
な
る
も
の
が
接
続
す
る
の
で
あ
る
が
、
要
は
時
令
を
い

う
こ
の
一
篇
で
経
言
類
は
終
る
。
軽
重
類
は
、
経
済
政
策
を
主
題
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
諸
篇
で
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
篇
に

時
令
を
い
う
軽
重
庚
篇
が
お
か
れ
て
い
る
。
実
際
は
軽
重
己
篇
が
さ
ら
に
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
今
日
で
は
こ
の
篇
は
亡
蝕
し
て
い
る
。

も
し
経
蛭
類
の
幼
官
と
図
篇
と
の
関
係
が
、
そ
の
ま
ま
軽
重
類
に
も
お
し
あ
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
軽
重
庚
が
時
令
を
い
い
、

続
く
己
篇
は
図
篇
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
こ
う
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
軽
重
類
の
き
わ
め
て
地
上
的
な
経

済
調
整
策
と
い
う
こ
と
も
、
実
は
時
令
と
い
う
自
然
秩
序
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
経
塚
類
は
、
牧
民
篇
か
ら
始
ま
っ
て
形
勢
・
権
修
・
立
華
・
乗
馬
・
母
法
・
版
法
と
続
き
、
幼
官
・
幼
官
図
篇
で
終
る
。
幼
官

以
前
の
七
篇
に
は
儒
家
・
道
家
・
法
家
の
諸
思
想
や
文
飾
を
示
し
め
（
親
政
）
天
へ
の
随
順
を
呼
び
か
け
（
七
法
）
、
服
制
を
い
い
地
方

制
度
を
い
う
（
立
政
）
。
経
言
出
は
こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
採
取
し
て
、
現
実
の
国
家
社
会
に
有
用
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
思
想
・

制
度
の
総
集
の
如
き
観
を
呈
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
牧
民
篇
の
有
名
な
冒
頭
の
黒
目
と
題
さ
れ
る
一
章
で
「
凡
そ
地
を
有
し
民
を
牧
う
者

は
、
務
め
は
四
時
に
あ
り
、
守
り
は
倉
凍
に
あ
り
」
と
し
て
天
と
地
へ
の
敬
順
を
う
た
い
つ
つ
、
後
半
で
は
「
民
を
順
む
る
の
経
は
、
鬼

神
を
明
ら
か
に
し
山
川
を
祇
い
、
宗
廟
を
敬
い
祖
旧
を
恭
し
く
す
る
に
あ
り
」
と
い
っ
て
、
山
川
鬼
神
の
諸
々
の
神
々
を
も
網
羅
し
て
、

民
衆
の
信
仰
心
を
も
包
み
こ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
こ
れ
は
『
中
子
』
の
書
が
、
既
成
の
儒
道
法
等
の
諸
思
想
に
目
を
配
る
と
同
時
に
、

「1
0
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従
来
否
定
的
に
し
か
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
民
間
の
呪
術
宗
教
的
な
部
分
ま
で
政
治
領
域
に
と
り
込
ん
で
、
行
政
の
資
と
し
ょ
う
と

す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
い
う
な
ら
ば
巫
祝
機
祥
の
世
界
の
政
治
的
な
評
価
で
あ
り
そ
の
利
用
で
あ
る
・
⑤

　
こ
う
し
て
発
言
類
は
、
儒
道
国
警
の
思
想
の
中
の
あ
る
特
定
の
主
題
を
い
っ
そ
う
深
く
追
求
す
る
と
い
う
体
の
も
の
で
は
な
く
、
民
間

信
仰
の
世
界
ま
で
も
視
野
に
入
れ
て
の
政
治
の
書
、
国
家
経
営
の
書
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
経
言
類
の
終
篇
と
し
て
時
令
を
い
う

幼
官
篇
が
附
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
こ
と
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
元
来
幼
官
と
い
う
の
は
男
宮
の
謂
で
あ
っ
て
よ
り
一
般

的
な
称
呼
と
し
て
は
明
旦
で
あ
る
。
明
堂
と
は
「
王
者
の
堂
な
り
」
（
欝
王
）
で
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
で
は
月
ご
と
に
変
る
天
子
の

居
所
で
あ
り
、
『
准
南
子
』
で
は
時
令
を
宣
布
す
る
と
こ
ろ
（
榛
族
）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
幼
官
明
堂
が
経
言
類
の
最
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
恐
ら
ぐ
次
の
よ
う
な
意
図
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
牧
民
篇
か
ら
始
ま
る
七
篇
の
さ
ま
ざ

ま
な
国
家
経
営
論
は
、
最
終
的
に
は
時
令
を
宣
布
す
る
王
者
の
道
に
到
達
す
る
政
治
論
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
幼
官
篇
を
終
篇
と
す
る
こ

と
で
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
前
七
篇
の
議
論
は
、
解
官
時
令
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
方
向
性
を
も
つ
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
う
考
え
な
い
限
り
、
雅
言
七
篇
の
主
張
は
全
く
ば
ら
ば
ら
の
ま
と
ま
り
を
も
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
。

　
こ
う
し
た
時
令
を
内
容
と
す
る
幼
官
篇
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
収
束
す
る
意
図
の
も
と
で
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
五
言
類
で
あ
る
と
し
で
も
、

た
と
え
ば
ど
の
条
が
前
七
篇
の
ど
の
部
分
に
該
当
し
、
ど
う
規
制
す
る
の
か
は
明
白
で
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
恐
ら
く
『
電
子
』
の
こ
の

形
式
に
触
発
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
思
い
切
っ
て
月
ご
と
に
割
裂
し
て
振
り
当
て
た
『
肩
馬
春
秋
』
十
二
紀
時
令
の
緊
密
な
構
成
に
は
及

ば
な
い
。
そ
の
意
味
で
『
里
子
』
の
幼
中
篇
の
役
割
り
は
逃
前
七
篇
の
個
別
の
議
論
の
行
き
つ
く
堅
き
と
し
て
の
王
政
の
象
徴
に
止
ま
る

も
の
で
も
あ
り
、
総
合
の
か
な
め
と
し
て
の
役
割
り
、
自
然
秩
序
か
ら
人
事
を
経
呈
す
る
そ
の
関
与
の
仕
方
は
、
当
然
の
こ
と
よ
り
穏
や

か
な
も
の
で
．
も
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
う
し
た
自
然
秩
序
を
説
く
時
令
を
こ
こ
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
総

合
の
と
も
か
く
か
な
め
と
立
て
る
こ
と
に
お
い
て
、
戦
国
諸
子
の
従
前
の
一
家
の
学
の
枠
を
超
え
て
、
よ
り
巾
広
く
政
治
思
想
を
吸
収
も

取
り
込
み
さ
ら
に
統
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ケ
に
な
っ
た
こ
と
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四

　
『
里
子
』
も
『
呂
氏
春
秋
」
も
そ
の
機
能
の
し
か
た
に
差
異
は
存
す
る
も
の
の
時
令
を
用
い
て
、
い
わ
ば
自
然
の
秩
序
及
び
四
季
の
推

移
に
照
し
て
当
面
す
る
諸
般
の
事
物
を
取
捨
統
括
す
る
と
い
う
新
し
い
立
場
を
獲
得
し
た
点
は
変
ら
な
い
。
そ
れ
は
従
来
の
一
家
の
学
を

超
え
て
よ
り
総
合
的
な
視
点
を
切
り
拓
き
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
時
令
登
場
の
最
大
の
意
義
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
し
か
し
、
時
令
を
基
準
に
し
て
と
い
う
の
は
、
自
然
を
準
拠
と
し
て
の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
時
令
は
こ
の
自
然
を
、
四
季
十
二
月
と
捉

え
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
思
想
を
位
置
づ
け
る
。
い
い
換
え
れ
ば
思
想
も
自
然
の
一
部
と
す
る
。
た
と
え
ば
春
は
道
家
思
想
、
夏
は
儒
家
思

想
、
と
い
っ
た
よ
う
に
。
だ
か
ら
思
想
が
自
然
に
照
射
さ
れ
て
そ
の
位
置
を
う
る
と
い
う
の
は
、
こ
と
ば
と
し
て
は
一
応
筋
が
通
っ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
現
実
問
題
と
し
て
は
当
然
疑
問
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
『
呂
氏
春
秋
』
の
孟
春
紀
に
は
道
家
の
筆
生
思
想
が
と
り
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
の
月
が
万
物
生
動
の
月
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
道
家
思
想
の
他
の
も
の
、
た
と
え
ば
因
循
思
想
と
か
無
為
の
思
想
と
か
は

ど
こ
へ
組
み
込
ま
れ
れ
ば
良
い
め
か
。
あ
る
い
は
ト
L
タ
ル
な
も
の
と
し
て
の
道
家
思
想
は
ど
こ
に
落
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う

み
て
く
る
と
時
令
に
よ
る
思
想
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
限
界
が
あ
っ
て
そ
う
万
事
に
通
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
ま
た
、
時
令
と
い
う
観
念
が
自
然
を
四
季
、
十
二
月
で
分
類
し
そ
の
一
一
を
あ
ま
り
に
具
体
的
に
把
握
し
て
い

る
こ
と
に
よ
ろ
う
。
そ
れ
ば
類
似
点
や
親
近
姓
を
捉
え
る
に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
本
質
的
部
分
で
の
原
理
化
に
は
か
え
っ
て
制

約
に
さ
え
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
時
令
に
つ
い
て
今
一
つ
違
っ
た
考
え
を
し
て
み
よ
う
。
こ
の
時
代
に
時
令
思
想
が
説
か
れ
る
政
治
社
会
的
意
味
は
、
戦
国
以
来
か
ら
の

一
家
の
学
を
超
え
て
よ
り
有
効
的
で
あ
る
総
合
の
学
を
樹
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
を
富
強
に
し
戦
国
時
代
を
勝
ち
抜
い
て
い
く
た
め

で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
も
と
も
と
自
然
の
摂
理
に
も
従
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
立
場
か
ら
の
国
家
の
強
大
化
は
、
実
は
ぎ
わ
め

て
道
義
的
倫
理
的
で
も
あ
り
、
だ
れ
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
大
国
化
す
る
。
こ
れ
が
そ
の
論
理
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
強
大
国
が
、
た
と
え
ば
『
呂
氏
』
の
秦
と
『
愚
子
』
の
斉
と
い
う
よ
う
に
二
国
が
出
現
し
た
と
き
、
最
終
的
に
は

ど
ち
ら
を
よ
り
善
い
も
の
、
と
決
め
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
解
答
は
不
能
で
あ
ろ
う
。
時
令
の
思
想
は
こ
の
よ
う
な
場
面
を
本
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来
予
想
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
令
が
元
来
政
治
思
想
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
特
別
な
一

者
の
出
現
を
時
令
が
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
は
、
せ
っ
か
く
違
令
の
項
を
規
定
し
て
お
き
な
が
ら
そ
の
他
の
部
分
を
あ
ま
り
に

無
機
的
な
ま
ま
放
置
し
て
し
ま
う
か
ら
の
こ
ど
で
、
こ
れ
で
は
よ
り
積
極
的
決
定
的
な
意
思
の
介
在
を
考
慮
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
時
令
が
基
本
的
に
「
古
今
一
如
」
の
立
場
に
あ
り
、
「
循
環
」
の
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
最
後
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
四

季
十
二
月
中
推
移
は
古
今
と
も
に
変
る
こ
と
は
な
い
。
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
を
い
う
歴
史
観
か
ら
、
今
日
の
特
殊
性
を
導
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
時
令
説
で
は
、
今
日
を
特
殊
な
時
代
と
も
過
去
を
異
質
の
世
界
と
も
把
握
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
で
は
過
去
の
歴

史
か
ら
飛
躍
す
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
。
こ
う
み
て
く
る
と
時
令
の
思
想
は
、
戦
国
の
一
家
の
学
を
突
き
破
っ
て
、
　
一
つ
の
構
体
的
な

思
想
、
複
数
の
思
想
の
共
存
を
可
能
に
す
る
新
し
い
思
想
的
立
場
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
業
績
で
あ
っ
・
た
。

し
か
し
そ
の
事
業
は
本
質
的
に
は
過
去
の
事
業
の
総
ま
と
め
的
色
彩
が
強
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
業
規
模
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
と
い
う

こ
と
は
で
き
て
も
、
全
く
質
的
に
違
っ
た
世
界
の
論
理
を
創
り
出
し
て
新
時
代
に
適
応
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
9
戦
国
的
限
界

に
時
令
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
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時
令
を
超
え
る
新
し
い
原
理
と
は
何
な
の
か
。

　
．
秦
始
皇
本
紀
で
統
一
後
の
世
界
を
李
斯
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
む
か
し
五
帝
、
地
方
千
里
、
そ
の
外
制
服
夷
服
し
、
諸
侯
或
い
は
朝
し
或
い
は
否
ら
ず
。
天
子
制
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
今
陛
下
義
兵
を

興
し
盗
賊
を
詠
し
、
天
下
を
平
定
し
海
内
を
郡
県
と
な
し
、
法
令
一
統
に
由
る
。
上
古
よ
り
以
来
末
だ
嘗
て
有
ら
ず
、
五
帝
の
及
ぼ
ぎ
る

と
こ
ろ
な
り
。

　
戦
国
の
封
建
国
家
の
分
裂
抗
争
を
統
一
づ
け
て
一
元
的
な
秦
帝
国
を
築
き
あ
げ
た
始
皇
帝
の
事
業
は
、
ま
さ
に
「
上
古
よ
り
末
だ
嘗
て

有
ら
ず
、
五
帝
の
及
ば
ぎ
る
と
こ
ろ
」
の
偉
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
始
皇
称
賛
の
李
斯
の
こ
と
ば
を
い
た
ず
ら
に
追
従
の
言
と
と
っ
た
の
で

は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
人
々
の
こ
れ
は
実
感
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
国
に
封
建
国
家
が
な
く
な
る
こ
と
を
一
体
だ
れ
が
想
像
し
え
た
で



あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
国
の
分
裂
国
家
は
突
如
と
し
て
消
滅
し
た
。
李
斯
ら
は
こ
の
驚
く
べ
き
歴
史
の
現
象
に
驚
嘆
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
世
界
は
ヨ
帝
の
及
ば
な
い
」
と
こ
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、
従
来
の
政
治
世
界
が
未
経
験
の
広
大
さ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

唯
一
人
の
秦
始
皇
が
支
配
す
る
、
と
い
う
．
の
が
こ
の
時
の
構
図
な
の
で
あ
る
。
道
路
も
言
語
も
文
字
も
習
慣
も
か
な
り
に
異
っ
た
も
の
が

い
ま
や
一
つ
の
国
な
の
で
あ
る
。
か
つ
で
の
戦
国
期
と
は
政
治
世
界
も
今
や
質
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
韓
非
は
「
上
古
は
道
徳
・
中
世
は
知
謀
・
現
在
は
（
気
）
力
」
を
競
い
争
う
時
代
だ
と
規
定
し
た
譜
代
の
質
的
差
暴
こ
う

捉
え
た
の
で
あ
る
。
い
ま
始
皇
は
「
力
」
の
時
代
の
そ
の
強
き
に
立
っ
て
い
る
。
里
馬
が
感
動
し
た
よ
う
に
五
帝
も
及
ば
な
い
広
大
な
新

世
界
が
出
現
し
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
過
去
の
ど
の
時
代
の
政
治
と
も
異
っ
だ
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
支
配
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
歴

史
に
「
古
今
一
如
」
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
’

　
い
ず
れ
に
せ
よ
時
代
は
変
っ
た
。
「
古
今
一
如
」
と
考
え
る
時
令
思
想
は
い
わ
ば
こ
う
し
た
突
然
変
異
的
世
界
を
説
明
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
秦
の
国
家
が
撰
ば
れ
て
統
一
者
と
な
り
他
の
国
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
も
説
明
で
き
な
い
。
し
か
し
同
じ
設
問
が
さ

ら
に
繰
り
込
ま
れ
る
。
陸
賞
の
伝
に
い
う
。

　
…
…
郷
に
秦
を
し
て
巳
に
天
下
を
井
せ
、
仁
義
を
行
い
先
聖
に
法
ら
し
め
ば
、
陛
下
安
く
に
か
得
て
こ
れ
を
有
せ
ん
。
高
帝
よ
ろ
こ
ば

ず
し
て
葱
ず
る
色
あ
り
。
廼
ち
陸
生
に
謂
い
て
曰
わ
く
、
試
み
に
我
が
為
に
秦
の
天
下
を
失
い
し
所
以
、
吾
の
こ
れ
を
得
し
所
以
の
も
の

は
何
か
、
及
び
古
今
の
成
敗
の
国
を
著
せ
。
陸
生
逼
ち
存
亡
の
後
を
騒
駕
し
て
凡
そ
十
二
篇
を
著
わ
す
。
一
篇
を
奏
す
る
ご
と
に
高
帝
未

だ
か
つ
て
善
と
称
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
左
右
万
才
を
呼
ぶ
。
そ
の
書
を
号
し
て
新
書
と
日
う
。

　
『
史
記
』
に
い
う
「
新
語
」
と
現
在
に
伝
わ
る
「
新
語
」
と
の
関
係
は
改
め
て
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
右
の
記
述
で
注
目
す

べ
き
こ
と
は
、
砂
質
が
描
き
出
し
た
秦
漢
の
興
亡
、
古
今
の
成
敗
に
関
し
て
、
高
祖
及
び
側
近
の
臣
下
た
ち
は
「
善
」
と
い
い
「
万
才
」

を
叫
ん
で
、
素
直
に
「
歴
史
」
に
か
か
わ
る
人
間
の
感
動
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
時
代
の
到
来
を
全
身
を
以
て
表
現

し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
具
体
的
な
感
動
こ
そ
、
歴
史
を
形
づ
く
る
根
幹
と
し
て
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単

純
だ
が
本
質
的
な
疑
問
、
な
ぜ
始
皇
が
、
な
ぜ
高
祖
が
秦
漢
の
支
配
者
で
あ
る
の
か
を
、
説
明
す
る
核
と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
時

令
の
思
想
、
つ
ま
り
『
管
子
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
に
こ
の
解
答
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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い
ち
お
う
の
ま
と
め

　
以
上
『
管
子
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
の
通
常
雑
書
と
い
わ
れ
る
二
書
に
つ
い
て
そ
れ
が
思
想
史
的
に
い
か
な
る
意
味
を
果
す
も
の
で
あ
る

か
を
み
て
き
た
。
『
量
子
』
も
『
呂
氏
春
秋
』
も
個
別
的
に
は
さ
ま
ぎ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
、
不
明
な
点
の
多
い
書
物
で
あ
る
が
、
以

上
で
は
二
書
を
ト
ー
ダ
ル
で
み
た
場
合
ど
う
考
え
ど
う
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
の
観
点
を
概
括
し
て
論
じ
た
。
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
ω
　
『
管
子
』
も
『
呂
氏
春
秋
』
も
戦
国
の
思
想
界
を
超
え
る
た
め
の
諸
家
の
総
合
の
役
割
り
を
果
し
た
。

　
②
　
そ
の
役
割
り
の
か
な
め
と
な
る
も
の
が
「
時
令
」
の
思
想
で
あ
っ
た
。

　
㈹
　
「
時
令
」
の
思
想
を
原
理
と
し
つ
つ
、
戦
国
の
諸
思
想
を
も
こ
こ
に
帰
属
ざ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
国
の
一
家
の
学
を

　
　
超
え
出
よ
う
と
試
み
た
。

　
ω
　
そ
の
「
時
令
」
の
思
想
に
も
当
然
思
想
的
限
界
は
存
し
、
や
が
て
来
る
「
秦
漢
」
期
は
こ
の
「
時
令
」
思
想
を
さ
ら
に
超
え
る
原

　
，
理
の
出
現
を
待
望
し
て
い
た
。

　
お
お
よ
そ
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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注

①
韓
非
子
難
三
篇
、
国
語
蚊
帳
、
賞
誼
新
書
俗
界
篇
、
史
記
管
仲
伝
、
史
記
質
誼
伝
（
上
疏
）
な
ど
に
見
え
る

②
史
記
管
曇
列
伝

③
芙
鋒
・
林
車
回
「
管
仲
遺
著
考
」
（
春
秋
哲
学
史
論
集
所
収
）

④
赤
塚
忠
氏
「
呂
氏
春
秋
の
思
想
史
的
意
義
」
日
本
申
国
学
会
報
第
八
集
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
『
管
掌
』
『
呂
氏
春
秋
』
の
政
治
思
想
に
関
し
て
は
拙
論
「
『
戦
国
末
政
治
思
想
』
覚
書
」
中
国
哲
学
論
集
第
六
号
を
参
照
さ
れ

　
た
い
。

⑥
『
韓
非
子
』
五
蛍
篇
・
八
説
篇


