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「
管
子
」

軽
重
篇
の
成
立

金

谷

，'1L込
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は

じ

め

に

一

軽
重
諸
篇
の
吟
味

二
軽
重
諸
篇
の
内
部
関
係

三
軽
重
諸
篇
の
成
立
と
そ
の
時
代

結

び
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は

じ

め

『
管
子
』
の
全
世
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
の
事
情
と

古
代
の
思
想
史
の
流
れ
を
新
し
く
豊
か
な
も
の
に
す
る

の
一
環
と
し
て
軽
重
の
諸
篇
を
取
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
『
管
子
』
の
全
世
八
十
六
篇
は
、
組
言
・
外
言

・
内
言
な
ど
と
い
う
八
類
に
分
類
さ
れ
、
軽
重
は
そ
の
最
後
に

第
八
類
で
あ
っ
て
、
『
管
子
』
の
第
六
十
八
篇
か
ら
第
八
十
六
篇
を
占
め
る
十
九
篇
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
は
三
篇
が
篇
名
を
停
え
る
だ

け
で
、
十
六
篇
が
停
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
直
接
か
つ
具
銭
的
な
経
済
関
係
の
資
料
で
あ
り
、
ま
た
お
お
よ
そ
桓

公
と
管
仲
と
の
問
答
盟
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
十
六
篇
は
、
こ
の
黙
に
お
い
て
、
軽
重
と
い
う
経
済
術
語
を
用
い
た
そ
の
分
類
名
に
ふ
さ
わ
し

そ
の
時
代
と
を
考
え
、

そ
の
思
想
的
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、

と
い
う
の
が
、
こ
こ
数
年
来
の
筆
者
の
研
究
テ
l

そ
れ

に
よ

っ
て

マ
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
そ
の
研
究

位
置
す
る



く
、
ま
た
そ
れ
な
り
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
?
こ
の
十
六
篇
を
、

ひ
と
ま
ず
他
篇
と
切
り
離
し
て
考
察
の
封
象
と
す
る
根
援

は
、
十
分
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
事
貫
、
軽
重
諸
篇
伝
聞
す
る
専
論
は
こ
れ
ま
で
に
も
少
な
か
ら
ず
、

馬
非
百
氏
の
よ
う
に
、
幾
十
年

(
1

)

 

を
か
け
て
橡
討
を
く
り
か
え
し
て
い
る
皐
究
も
い
る
の
で
あ
る
。

-一

で
は
、
軽
重
諸
篇
の
問
題
と
し
て
、
最
大
の
争
黙
は
何
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
や
は
り
そ
の
成
立
の
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

語
ら
れ
る
経
済
原
論
な
い
し
経
済
政
策
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
米
穀
の
統
制
・
盟
織
の
専
頁
・
卒
準
の
説
・
貨
幣
論
な
ど
、
主
要

な
大
綱
は
殆
ん
ど
論
じ
っ
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
、

た
だ
そ
の
経
済
思
想
を
い
つ
の
時
代
に
お
く
か
は
、
背
景
と
な
る
経
済
史
の
情
況
と
か
ら

ん
で
、
な
か
な
か
決
し
が
た
い
複
雑
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
古
く
『
管
子
経
済
思
想
』
を
書
い
た
糞
漢
は
、
春
秋
時
代
の
管
仲
の
も
の
で
は

な
い
と
い
う
立
場
か
ら
戦
園
時
代
の
作
品
と
定
め
た
が
、
『
管
子
』
の
各
篇
を
詳
細
に
検
討
し
た
羅
根
調停は
、
軽
重
諸
篇
を
一
括
し
て
漢
の
武

ハ
2
〉

一
一
帝
・
昭
一
帝
期
の
理
財
皐
家
の
作
と
断
じ
た
。
そ
し
て
、
最
も
精
徴
を
極
め
る
馬
非
百
氏
の
検
討
は
、
十
六
篇
の
内
容
を
一
人

一
時
の
作
で
は
な

い
と
し
な
が
ら
も
、
つ
い
に
最
終
的
に
は
王
葬
時
代
の
人
物
の
作
品
だ
と
結
論
す
る
。
こ
の
結
論
は
「
誼
嬢
薄
弱
」
と
し
て
、
つ
と
に
郭
沫
若

(
3
)
 

氏
や
容
肇
組
氏
に
よ
っ
て
批
剣
さ
れ
た
。
し
か
し
馬
氏
は
屈
せ
ず
、
近
年
に
至
っ
て
さ
ら
に
修
訂
を
加
え
て
陣
容
を
固
め
て
い
る
。
郭
氏
は
漢

代
の
文
一
帝
・
景
一
帝
ご
ろ
の
文
一
章
と
考
え
、
容
氏
も
お
お
む
ね
漢
初
の
も
の
で
中
に
は
戦
園
期
の
も
の
も
あ
ろ
う
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
論
置
は

ハ
4
)

な
い
。
文
・
景
期
の
も
の
と
し
て
や
や
論
誼
を
加
え
た
の
は
町
田
三
郎
氏
で
あ
る
。
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で
は
、
軽
重
篇
は
ひ
っ
き
ょ
う
い
つ
ご
ろ
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
小
論
は
、
主
と
し
て
軽
重
諸
篇
の
内
容
の
吟
味
を
と
お
し

て
、
こ
の
問
題
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
、
成
立
の
事
情
、
ま
と
ま
り
の
意
味
、
な
い
し
経
済
思
想
と
し
て
の
特
色
な
ど

も
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

軽
重
諸
篇
の
吟
味

143 

ま
ず
軽
重
十
九
篇
の
篇
名
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
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68 
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69 
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86 
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庚
亡
(
四
)

こ
の
表
を
見
て
す
ぐ
気
が
つ
く
こ
と
は
、
第
八
十
の
軽
重
甲
以
下
の
七
篇
と
そ
の
前
の
十
二
篇
と
で
は
、

篇
名
の

つ
け
方
が
違
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
内
容
の
違
い
に
も
、
通
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
明
の
朱
長
春
の
『
管
子
権
』
で
は
「
甲
乙
等
の
七
篇
は
文
義
と

も
に
部
浅
で
観
る
に
足
ら
ず
、
〔
前
の
〕
十
こ
篇
で
軽
重
の
本
義
は
墨
さ
れ
て
い
る
。
」
と
評
す
る
。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
確
か
に
軽
重
甲

以
下
で
は
文
章
も
譲
み
や
す
く
興
味
本
位
の
作
と
み
ら
れ
る
通
俗
化
の
傾
向
が
目
立
っ
て
い
る
。
朱
長
春
の
評
は
お
お
よ
そ
の
こ
と
と
し
て
承

認
さ
れ
て
よ
い
が
、
こ
れ
と
別
に
、
い
わ
ゆ
る
軽
重
と
は
甲
乙
以
下
の
七
篇
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
と
す
る
の
は
、
石
一
参
『
管
子
今
詮
』

の
読

(
5
)
 

で
あ
る
。
石
氏
は
、
司
馬
遁
が
『
管
子
』
の
乗
馬
・
軽
重
・
九
府
な
ど
の
篇
を
讃
ん
だ
と
い
う
『
史
記
』
の
記
載
に
も
と
づ
い
て
、
前
の
十
二
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篇
を
乗
馬
と
九
府
と
に
嘗
て
、
後
の
七
篇
を
軽
重
に
首
て
て
、
「
乗
馬
は
自
ら
乗
馬
、
軽
重
は
自
ら
軽
重
、
額
然
と
し
て
各
と

殊
な
る
」
と
い

う
石
氏
の
読
は
巧
妙
で
あ
る
。
『
史
記
』

湾
太
公
世
家
の
索
隠
で
は
、
「
管
子
に
理
人
軽
重
の
法
七
篇
あ
り
」
と
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
軽
重
甲
か

ら
庚
ま
で
の
七
篇
が
唐
代
に
は
別
行
し
て
い
た
か
と
思
え
る
こ
と
も
、
石
氏
の
読
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

貧
は
、
甲
乙
以

下
と
そ
の
前
と
で
は
内
容
的
に
種
々
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
簡
単
に
「
顕
然
と
し
て
各
ヒ
殊
な
る
」
と
は
言
い
が
た
い
。
た
と
え
ば
、

同
旨
の
重
複
文
が
あ
る
、
匡
乗
馬
・
乗
馬
敷
雨
篇
に
も
物
債
調
整
の
卒
準
設
が
あ
り
、
軽
重
と
い
う
こ
と
ば
も
見
え
る
、
軽
重
丁
篇
に
は
「
此

れ
を
園
准
と
謂
う
」
と
い
う
説
明
が
あ
っ
て
園
准
篇
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
ど
も
は
、
す
べ
て
石
氏
の
説
、が
根
擦
の
な

い
く
ら
か
の
遣
い
の
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誼
明
し
て
い
る
。

し
て
み
る
と
、
甲
乙
以
下
と
そ
の
前
と
で
は
、

て
も
、
別
個
の
も
の
で
は
な
く
て
軽
重
篤
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
や
は
り
保
た
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



そ
こ
で
、
次
の
問
題
は
そ
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
が
、
軽
重
諸
篇
の
全
世
が
、

お
お
よ
そ
具
程
的
な
経
済
問
題
を
桓
公
と
管
仲
に
託
し
て
、
述

べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
初
め
に
述
べ
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
逼
例
と
は
遣
っ

た
篇
が
二
篇
あ
る
。

桓
公
と
管
仲
と
の
問
答
で
も
な

ふ
つ
う
の
紋
述
文
な
い
し
は
議
論
文
と
し
て
例
外
の
形
式
を
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
七
十
三
園

け
れ
ば
管
仲
の
こ
と
ば
で
も
な
く
、

菩
篇
と
第
八
十
五
軽
重
己
篇
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
後
者
の
内
容
は
春
夏
秋
多
の
四
季
の
め
ぐ
り
に
雁
じ
た
時
令
資
料
で
あ
っ
て
、
も

ち
ろ
ん
時
令
も
軽
重
の
経
済
資
料
と
ま
っ
た
く
無
関
係
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
や
や
異
質
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
は
、
筆
者
が

〈

6
〉

さ
き
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
他
の
時
令
諸
篇
と
一
括
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
軽
重
の
部
に
入
っ
て
い
る
の
か
は
、
も
ち

ろ
ん
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

想
で
満
た
さ
れ
、

し
か
し
、
も
う
一
つ
の
園
蓄
篇
の
方
は
除
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
ち
ら
は
、
形
式
こ
そ
異
例
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
重
要
な
経
済
思

し
か
も
、
他
の
軽
重
諸
篇
と
重
複
す
る
文
章
が
多
く
て
、
相
互
の
密
接
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
漢
書
』
食
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貨
志
に
は
管
子
の
軽
重
の
説
明
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
文
章
も
、
こ
の
圏
蓄
篇
の
文
で
あ
る
。
少
く
と
も
後
漢
の
時
代
に
、
園
蓄
篇

が
管
子
軽
重
の
代
表
的
文
献
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
篇
は
、
形
式
的
に
異
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

(

7
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て
、
む
し
ろ
特
別
な
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
清
の
何
如
嘩
は
、
こ
の
篇
を
管
子
の
自
著
と
み
な
し
て
経
言
の
部
に
あ
げ
た
が
、
そ
の
考

え
は
や
や
形
を
嬰
え
て
石
一
参
や
馬
非
百
氏
に
も
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
お
お
よ
そ
一
定
の
主
題
を
中
心
と
し
た
ま
と
ま
り
の
あ
る
篇
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
個
別
的
な
種
々
の
問
題
に

わ
た
る
短
一
一章
を
ょ
せ
集
め
た
よ
う
に
見
え
る
篇
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

海
王
篇
は
瞳
織
の
統
制
に
よ
っ
て
園
家
の
牧
入
を
は
か

る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
地
数
篇
は
地
理
的
燦
件
や
自
然
資
源
の
経
済
的
利
用
を
説
く
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
篇
名
と
も
合
致
す
る
は

っ
き
り

し
た
ま
と
ま
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
軽
重
甲
篇
以
下
で
は
、
己
篇
が
時
令
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
一

つ
の
問
答
ご
と
に
別
個
の
こ
と
を
述
べ
て
い
て
、
全
鐙
と
し
て
の
脈
絡
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
ま
と
ま
り
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

T
篇
と
戊

篇
と
を
比
べ
て
、
戊
篇
は
圏
際
経
請
で
丁
篇
は
膏
の
圏
内
経
済
を
主
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
丁
篇
の
初
め
の
石

145 
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壁
の
謀
や
青
茅
の
謀
の
園
際
性
が
疑
問
に
な
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
匡
乗
馬
篇
か
ら
甲
篇
の
前
の
園
准
篇
ま
で
は
、
海
王
篇
ほ
ど
に
は
は

っ
き
り
し
な
く
と
も
、

お
お
む
ね
卒
準
の
問
題
と
か
貨
幣
関
係
の
論
と
か
に
主
題
が
し
ぼ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
答
聞
の
連
繋
が
保
た
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
貼
で
例
外
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
園
蓄
篇
と
、
そ
し
て
別
に
第
七
十
六
の
山
至
数
篇
と
第
七
十
八
の
捺

度
篇
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
現
象
が
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
な
か
な
か
速
断
で
き
な
い
。
た
だ
、
甲
篇
以
下
が

「
文
義
都
浅
」
と
言
わ
れ
て
い

た
こ
と
、
園
蓄
篇
が
世
裁
の
う
え
か
ら
異
質
で
あ
り
な
が
ら
ま
た
重
視
す
べ
き
内
容
を
備
え
て
い
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

山
至
数
篇
や
撲
度
篇
に
も
特
別
な
意
味
の
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

山
至
数
篇
の
方
は
も
ち
ろ
ん
桓
公
と
管
仲
の
問
答
だ
け
で
終
始
し
て
い

る
が
、
挟
度
篇
の
方
で
は
問
答
の
他
に
「
管
子
日
わ
く
」
と
だ
け
書
い
た
章
や
、
そ
の
表
示
す
ら
も
な
い
普
通
の
文
章
も
ま
じ
っ
て
い
て
、
や

は
り
種
裁
上
か
ら
も
嬰
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
撲
度
と
い
う
篇
名
そ
の
も
の
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
貫
は
そ
れ
も
疑
問
と
さ

(
8
)
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
岐
に
わ
た
る
そ
の
個
別
的
な
内
容
は
、
篇
名
の
一
意
味
を
定
め
る
う
え
に
も
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
甲
乙
な
ど
の

篇
名
が
単
な
る
記
競
で
あ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
な
い
。
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軽
重
諸
篇
を
通
じ
て
の
問
題
と
し
て
は
、
文
章一
の
重
複
が
か
な
り
多
い
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
文
章一
に
は
微
妙
な

相
違
も
あ
る
が
、
ま
た
文
章
は
違
っ

て
も
主
旨
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
例
も
少
な
く
な
い
。
園
蓄
篇
を
特
に
重
覗
し
て
、
軽
重
篇
全
世
の
理
論

綱
領
だ
と
定
め
た
馬
非
百
氏
は
、
こ
の
篇
に
と
く
に
他
篇
と
の
重
複
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
れ
は
、
他
の
諸
篇
が
問
答
の
形
を
か
り

て
、
こ
の
篇
の
原
則
を
具
陸
的
な
問
題
に
つ
い
て
解
樟
し
、

補
充
し
、
あ
る
い
は
そ
の
反
射
意
見
を
提
示
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い

(
9〉

る
。
そ
れ
は
一
つ
の
解
樟
と
し
て
傘
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
重
複
は
園
蓄
篇
と
他
篇
と
の
開
だ
け
で
な
く
、
園
蓄
篇
以
外
の
諸
篇
の
聞
に

も
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

さ
ら
に
贋
く
重
複
の
貫
態
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
重
複
文
が
多
い
と
い
う
事
貫
は
、
軽
重
十
九
篇
が
決
し
て
一
人

一
時
の
作
で
は
な
い
こ
と
を
誼
明
し
て
い
る
と

(m〉

し
て
よ
か
ろ
う
。



な
お
、
。

各
篇
の
長
短
の
差
の
甚
だ
し
い
こ
と
も
気
に
な
る
こ
と
で
る
る
か
こ
の
鈷
は
軽
重
篤
だ
け
に
限
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
が
、
軽
重
篤

の
場
合
、
と
く
に
問
題
に
な
る
の
は
、
篇
の
分
合
を
悉
一
意
的
に
行
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
疑
わ
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
匡
乗
馬
篇
の
末
尾
は
「
此
れ
有
虞
の
焚
乗
馬
な
り
」
と
結
ぼ
れ
る
が
、
次
の
乗
馬
数
篇
の
初
め
は
「
有
虞
の
焚
乗
馬
す
で
に

ハ
U
)

行
な
わ
る
」
と
い
う
桓
公
の
聞
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
同
篇
の
連
繍
し
た
文
章
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
わ
れ
る
。
ま
た
園
准
篇
は
非
常
に
短
い

篇
で
あ
る
が
、
丁
篇
の
中
に
「
此
れ
を
園
准
と
調
う
」
と
結
ぶ
説
明
が
二
一章一
も
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
ら
が
園
准
篇
に
入
っ
て
い
な
い
の
か

(ロ)

と
い
う
こ
と
が
疑
問
に
な
る
。
篇
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
乏
し
い
甲
篇
以
下
で
は
、

章
ご
と
に
問
答
の
内
容
が
改
ま
る
か
ら
、
甲
と
乙
と
の
匡

別
を
ど
こ
で
切
っ
て
も
よ
い
と
い
っ
た
よ
う
す
が
見
え
る
。
張
侃
輸
は
軽
重
諸
篇
を
後
人
の
分
篇
足
敷
、
す
な
わ
ち
後
人
が
か
つ
て
に
篇
を
分

〈日〉

け
て
全
韓
の
八
十
六
篇
の
敷
に
合
わ
せ
た
も
の
と
見
て
い
る
が
、
そ
の
疑
問
も
全
く
根
擦
な
し
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

た
だ
、
も
し
後
人
が
か
つ
て
に
篇
の
分
合
を
行
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
篇
の
長
短
を
不
揃
い
の
ま
ま
に
し
た
り
、
間
乗
馬
や
軽
重
丙
・
庚
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の
よ
う
な
亡
篇
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
、
ま
た
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
後
人
と
は
、
も
ち
ろ
ん
劉

向
が
八
十
六
篇
を
定
め
て
か
ら
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
確
め
る
の
は
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。
暫
ら
く
こ
の
問
題
は
保
留
に
し
て
お
く
よ

(

凶

)

り
し
か
た
が
な
い
。

さ
て
、
以
上
は
軽
重
諸
篇
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
問
題
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
諸
篇
の
あ
り
か
た
に
即
し
て
と
り
あ
げ
て
き
た
の
で
あ

る
。
軽
重
甲
篇
以
下
と
そ
の
前
と
で
は
、
同
じ
軽
重
の
部
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
内
容
的
な
関
連
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ま
た
な
ん
ら
か
の
匿

別
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
園
蓄
篇
の
睦
裁
が
特
殊
で
あ
っ
て
、

し
か
も
内
容
的
に
豊
富
で
他
篇
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
撲
度
篇

も
ま
た
何
ほ
ど
か
そ
れ
に
準
ず
る
様
相
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
全
篇
に
わ
た
っ
て
重
複
が
多
く
、
全
瞳
が
一
人
一
時
の
作
と
は
み
ら
れ
な
い
と

い
っ
た
こ
と
ど
も
で
あ
る
。
で
は
、
軽
重
篇
の
こ
う
し
た
様
相
は
ど
の
よ
う
に
解
得
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
う
か
。
そ
れ
に
は
、
さ
ら
に
内
容
に

た
ち
い
っ
た
考
察
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
き
だ
っ
て
、
何
如
嘩
の
偲
読
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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何
如
嘩
が
、
園
蓄
篇
を
管
子
の
自
著
と
見
て
経
言
の
部
に
掲
げ
た
こ
と
は
、

さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
篇
に
つ
い
て
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も
、
そ
れ
を
二
分
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
の
分
け
方
に
は
二
設
が
あ
っ

て、

一
つ
は
軽
重
甲
篇
以
下
の
七
篇
と
そ
の
前
の
園
蓄
を
除
く
十
一
篇

と
を
分
別
す
る
こ
と
、
他
の
分
け
方
は
軽
重
甲
篇
以
下
か
ら
己
篇
を
除
き
、
甲
篇
の
前
に

つ
づ
く
地
数

・
挟
度
・
園
准
の
三
篇
を
加
え
た
グ
ル

(日
)

l
.フ
と
、

園
蓄
篇
を
除
い
た
前
半
八
篇
と
を
分
け
る
の
で
あ
る
。
雨
読
の
遣
い
は
主
と
し
て
地
数

・
援
度
・

園
准
三
篇
を
前
に
つ
け
る
か
後
に

つ
け
る
か
で
あ
る
が
、
何
如
毒
も
迷
い
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

三
篇
を
甲
篇
以
下
と
一
括
す
る
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
何
加
嘩

は
二
分
し
た
前
牢
を
「
賢
史
の
文
」
す
な
わ
ち
湾
の
史
官
の
正
し
い
記
鋒
で
あ
っ
て
園
蓄
篇
と
並
ん
で
一意一
味
を
助
け
あ
う
も
の

(互
相
夜
明
〉
、

後
牢
を
「
斉
東
野
人
の
語
」
す
な
わ
ち
取
る
に
た
り
な
い
部
語
で
あ
っ
て
、
前
半
の
文
一章
の
断
簡
を
も
と
に
し
て
偽
作
者
が
で
た
ら
め
に
作
り

あ
げ
た
も
の
、
あ
る
い
は
後
人
が
圏
蓄
篇
を
訓
回
押
し
た
も
の
、

と
考
え
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

ま
ず
園
蓄
篇
が
中
心
と
な
る
資
料
で
あ
る
。
石
一

参
も
こ
れ
を
鰹
言
に
あ
げ
、
馬
氏
が
こ
れ
を
全
篇
の
理
論

み
な
同
じ
考
え
で
あ
る
。
次
い
で
匡
乗
馬
以
下
の
前
半
は
、
圏
蓄
篇
ほ
ど
重
く
は
な
い
が
、

そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
や

綱
領
と
し
た
の
は
、

は
り
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
く
に
甲
篇
以
下
の
グ
ル
ー
プ
は
後
人
の
附
加
で
あ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
取
る
に
た
り
な
い
も
の
だ、

と
い
う
こ
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と
に
な
る
。
こ
の
三
分
類
は
、
馬
氏
も
ほ
ぼ
賛
意
を
表
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
軽
重
篇
の
諸
問
題
か
ら
考
え
る

と
、
確
か
に
一
つ
の
目
安
と
し
て
首
肯
で
き
る
貼
が
あ
る
。

ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
検
討
を
準
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

軽
重
諸
篇
の
内
部
関
係

何
氏
や
馬
氏
の
考
え
に
従
う
と
、
軽
重
篇
の
中
で
は
園
蓄
篇
が
最
も
古
い
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。
何
氏
は
そ
れ
を
管
仲
の
自
著
と
し
、
馬

氏
は
王
葬
時
代
の
も
の
と
み
る
か
ら
、
そ
の
時
代
的
な
隔
た
り
は
甚
だ
し
い
が
、
相
封
的
な
古
さ
と
い
う
こ
と
で
は

一
致
し
て
い
る
。
絶
制
到
的

な
年
代
を
考
え
る
こ
と
は
あ
と
に
し
て
、

ま
ず
相
劃
的
な
先
後
関
係
を
、

さ
き
の
三
分
類
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
に
は
こ
の
場
合
、
重
複
文
の
比
較
が
最
も
有
数
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
園
菩
篇
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
と
軽
重
甲
篇
以
下
と
の
重
複
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
国
蓄
篇
の
初
め
は
、
十
年
の
蓄
え
と
山
海
の
鍍
産



と
が
あ
っ
て
も
そ
の
運
用
が
適
切
で
な
け
れ
ば
よ
く
な
い
と
し
て
、
「
有
能
に
援
万
て
不
足
を
制
し
」
「
其
の
逼
施
(
貨
幣
〉
を
執
り
て
其
の
司

命
(
五
毅
)
を
御
す
」
と
い
う
原
則
を
掲
げ
、
次
い
で
、
強
奪
さ
れ
る
と
怒
る
の
は
人
情
で
あ
る
か
ら
、
王
覇
の
君
は
抵
抗
の
少
な
い
税
の
取

り
方
を
す
る
と
い
う

一
段
に
移
る
。
こ
れ
が
軽
重
乙
篇
第
四
段
の
問
答
の
後
半
に
も
見
え
て
い
る
が
、
若
干
の
字
句
の
異
同
が
あ
る
だ
け
で
な

く
、
順
序
も
襲
わ
っ
て
い
て
、

乙
篇
で
は
租
税
の
一
段
が
園
蓄
篇
の
第
一
段
の
中
聞
に
割
り
こ
ん
だ
形
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
比
べ
て
み
る

と
、
園
蓄
篇
の
方
で
は
そ
れ
な
り
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
る
の
に
、
乙
篇
の
方
で
は

「
故
に
」
と
い
う
こ
と
ば
で
連
結
し
て
い
る
の
に
意
味

の
連
絡
が
悪
く
、
乙
篇
で
の
問
答
の
主
旨
(
嬢
数
を
問
う
)
か
ら
し
て
も
や
や
ず
れ
て
い
る
。
こ
の
黙
か
ら
考
え
る
と
、
乙
篇
の
方
に
は
何
か
錆

慌
が
あ
る
よ
う
で
、
も
ち
ろ
ん
園
蓄
篇
の
方
が
正
嘗
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
乙
篇
の
方
で

「
山
海
の
金
」
が
「
山
海
の
財
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
王
覇
の
君
」
と
し
て
善
い
面
か
ら
説
か
れ
て
い
た
も
の
、が
「
亡
君
」
と
な
っ
て
悪
い
面
か
ら
読
か
れ
て
い
る
と
い
う
黙
は
、

'南
者
の
直
接
的

な
親
子
関
係
に
は
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

園
蓄
篇
の
第
四
段
は
「
凡
そ
絡
に
園
を
矯
め
ん
と
し
て
軽
重
に
通
ぜ
ざ
れ
ば
」
に
始
ま
っ
て
、
「
軽
重
に
通
じ
」

「民
の
利
を
調
通
す
」
る
こ

と
の
重
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
牢
で
、

穀
物
と
貨
幣
と
の
滞
臓
を
戒
め
て
「
積
衰
を
散
じ
、
昔
一
執
ハ
徐
)
不
足
を
鈎
の
え
る
」
べ
き
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こ
と
を
説
く
一
節
は
、
軽
重
甲
篇
の
第
十
三
段
の
管
子
言
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
比
べ
て
み
る
と
、
甲
篇
の
方
が
簡
潔
で
論
旨
が
は
っ

き
り
し
て
お
り
、
と
く
に
そ
の
最
初
に
、

経
言
の
牧
民
篇
の
「
務
め
は
四
時
に
在
り
、
守
り
は
倉
擦
に
在
り
」
「
倉
康
賓
ち
て
躍
節
を
知
り
云

云
」
と
い
う
有
名
な
文
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
牧
民
篇
の
文
は
そ
れ
に
つ
づ
く
重
複
文
と
必
ず
し
も
よ
く
適
合
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
初
め
に
掲
げ
た
の
は
、
や
は
り
文
章
に
重
み
を
つ
け
る
た
め
の
作
震
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か

ら
す
る
と
、
甲
篇
の
方
は
そ
の
簡
潔
明
快
な
書
き
ぶ
り
か
ら
し
て
も
、
後
か
ら
整
理
を
加
え
た
文
章
一
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

園
蓄
篇
の
第
七
段
、
「
凡
そ
五
穀
は
高
物
の
主
な
り
」
で
始
ま
る
一
段
に
は
、
室
康
・

六
畜
・
田
畝
・
正
人
・

正
戸
の
五
者
に
よ

っ
て
税
牧

を
計
る
の
を
善
く
な
い
と
す
る
一
文
が
あ
る
が
、
軽
重
甲
篇
の
第
六
段
の
問
答
で
は
「
寡
人
、
室
屋
に
籍
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
聞
い
を

「
不

可
な
り
」
と
退
け
た
あ
と
、
高
民
・
六
畜
・
樹
木
と
つ
づ
き
、
「
然
ら
ば
寡
人
、
安
く
に
籍
し
て
可
な
る
や
」
と
い
う
聞
い
に
管
子
が
「
鬼
神

149 
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に
籍
せ
よ
」
と
答
え
る
文
章
が
あ
る
。
鬼
神
に
籍
す
る
と
い
う
の
は
、
後
文
に
よ
っ
て
、

貧
は
祭
躍
を
奥
こ
し
て
附
障
的
に
税
牧
を
は
か
る
こ

と
だ
と
わ
か
る
が
、
桓
公
も
「
忽
然
と
し
て
色
を
作
し
」
た
と
あ
る
よ
う
に
、
韻
者
の
一意一表を
つ
く
表
現
で
あ
る
。

甲
篇
の
文
章
に
は
、
確
か

に
わ
か
り
や
す
く
面
白
く
作
ら
れ
た
よ
う
す
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
甲
篇
の
と
よ
く
似
た
問
答
は
海
主
篇
の
初
め
に
も
あ
る
が
、
そ

こ
で
は

「
唯
だ
山
海
に
官
せ
よ
」
と
答
え
て
、
盟
鍛
幕
貰
論
へ

と
準
む
前
提
と
し
て
落
ち
つ
き
を
得
て
い
る
。

貫
際
、
軽
重
甲
篇
以
下
で
は
讃
み
物
と
し
て
話
を
面
白
く
す
る
工
夫
が
見
え
て
、
そ
れ
だ
け
に
通
俗
化
が
目
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
甲

篇
の
第
八
段
で
は
斉
の
北
津
が
焼
け
た
こ
と
で
管
子
が
濠
言
を
す
る
。

一
年
た
っ
て
そ
の
預
言
ど
お
り
、

農
民
が
豊
か
に
な
っ
て
租
税
も
早
く

牧
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
を
た
ず
ね
る
と
、
薪
の
値
段
が
あ
が
っ
て
農
民
に
除
裕
が
で
き
た
か
ら
だ
と
答
え
ら
れ
る
。

ま
た
乙
篇
の
第
七
段
に

は
「
素
賞
の
計
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

戦
争
に
先
き
だ
っ
て
議
め
軍
功
と
そ
の
賞
と
を
個
別
的
に
約
束
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
力
を
壷
く
さ

せ
て
利
を
牧
め
る
と
、
賞
金
の
寅
際
の
出
費
は
不
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
。
同
じ
く
第
九
段
に
は
「
蹴
令
に
籍
す
」

と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
園
蓄
篇
の
末
尾
で
、
令
の
緩
急
に
よ
っ
て
物
債
の
慶
動
が
起
こ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
こ
か
ら
園
の
牧
入
を
得
ょ
う
と
す
る
の
と
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は
異
な
り
、
偽
り
の
命
令
を
出
し
て
民
間
の
積
財
を
は
き
出
さ
せ
る
と
い
う
、
む
し
ろ
権
謀
色
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

軽
重
丁
篇
に
準
む
と
、
こ
の
権
謀
的
色
影
は
一
一
層
強
く
な
る
。

第

一
段
の
「
石
壁
の
謀
」

は
、
天
下
の
諸
侯
が
天
子
に
朝
見
す
る
の
に
必
ず

斉
で
作
っ
た
石
壁
を
用
い
る
こ
と
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
斉
の
経
済
を
豊
か
に
し
た
と
い
う
も
の
、
第
二
段
の

「
青
茅
の
謀
」
も
同
類、

第

三
段
も
「
富
一商
法
田
賀
稿
貸
の
家
」
の
力
を
弱
め
て
農
民
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
主
旨
の
長
文
で
は
あ
る
が
、
本
来
債
値
の
な
い
「
嬢
枝
蘭
鼓
」

と
ひ
き
か
え
に
稿
貸
の
家
の
券
契
を
破
棄
さ
せ
る
と
い
う
骨
子
は
、
や
は
り
前
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

情
況
に
よ
っ
て
物
の
債
値
が
襲

わ
る
と
い
う
経
済
原
則
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
利
盆
を
牧
め
る
た
め
に
こ
と
さ
ら
に
他
を
欺
く
と
い
う
擢
謀
的
性
格
が
中
心
に
な

っ
て
、
話
の
面
白
さ
を
盛
り
あ
げ
て
い
る
。
『
漢
書
』
華
文
志
に
よ
る
と
、
宵
の
関
係
で
「
太
公
の
謀
八
十
一

篇
」
と
い
う
書
物
も
あ
っ
た
ら
し

い
か
ら
、
樺
謀
と
管
仲
が
結
び
つ
く
の
も
理
由
が
あ
る
と
は
思
え
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
幼
稚
で
あ
る
。
丁
篇
の
第
十
一
段
や
第
十
二
段
で

は
、
ま
た
一
商
人
の
勢
力
を
抑
え
る
た
め
に
わ
ざ
と
川
を
作
っ
て
水
禽
を
集
め
、
一
商
人
を
遊
ば
せ
る
と
か
、
布
白
m
の
増
産
を
は
か
る
た
め
に
街
路



樹
を
伐
っ
て
人
々
を
休
息
さ
せ
な
い
と
か
い
っ
た
、

い
さ
さ
か
見
戯
に
類
す
る
よ
う
な
こ
と
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。

以
上
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
園
蓄
篇
が
そ
れ
な
り
の
重
厚
さ
を
備
え
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
軽
重
甲
篇
以
下
で
は
讃
み
物
と
し
て
の
面
白

さ
を
ね
ら
っ
た
逼
俗
的
な
風
気
が
あ
り
、
そ
れ
に
鷹
じ
て
文
章
も
内
容
も
新
し
い
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
先
人
の
考
え
た
と
お
り

で
あ
る
。
相
劃
的
な
先
後
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
園
蓄
篇
の
方
を
古
い
成
立
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
で
は
園
蓄
篇
を
承

け
て
甲
篇
以
下
が
で
き
た
の
か
と
な
る
と
、

そ
れ
に
は
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
な
疑
問
も
あ
っ
て、

に
わ
か
に
そ
れ
を
A

同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

し、
。

た
と
え
ば
、
園
蓄
篇
第
九
段
に
は
「
玉
は
圏
内
氏
に
起
こ
り
、
金
は
汝
漢
に
起
こ
り
、
珠
は
赤
野
に
起
こ
る
。
東
西
南
北
、
周
を
距
た
る
こ
と

七
千
八
百
里
」
の
遠
方
輸
絶
の
地
に
あ
る
が
た
め
に
、
先
王
は
と
く
に
そ
れ
ら
を
珍
重
し
「
珠
玉
を
上
幣
と
掃
し
、
黄
金
を
中
幣
と
震
し
、
万

布
を
下
幣
と
掃
し
」
た
と
い
う
貨
幣
論
が
あ
り
、
そ
れ
が
乙
篇
第
一
段
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
文
一章
の
遣
い
が
あ
る
。
乙
篇
で
は
、

全
睦
に
簡
略
で
あ
る
の
に
「
汝
漢
の
右
衛
」
「
赤
野
の
末
光
」
「
国
間
氏
の
芳
山
」
と
徐
分
の
語
が
あ
り
、
「
東
西
南
北
」
と
い
う
意
味
の
わ
か
ら

な
い
四
字
は
な
い
。
そ
し
て
結
末
の
文
章
は
、
園
蓄
篇
で
は
「
上
中
下
の
三
幣
を
撮
っ

て
も
暖
に
も
飽
に
も
盆
は
な
い
が
、
先
王
は
そ
れ
に
よ

っ
て
財
物
を
守
り
民
事
を
御
し
て
天
下
を
卒
ら
か
に
し
た
」
と
あ
る
の
に
謝
し
て
、
乙
篇
の
方
で
は
「
先
王
は
そ
の
中
幣
(
賞
金
)
を
高
下
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
下
幣
と
上
幣
と
の
作
用
を
制
禦
し
、
天
下
を
足
ら
し
め
た
」
と
い
う
。
こ
れ
を
比
べ
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、

三
幣
を

読
く
主
意
と
し
て
は
乙
篇
の
方
が
ま
と
ま
り
が
よ
く
、
園
蓄
篇
の
方
が
む
し
ろ
資
料
の
寄
せ
集
め
で
主
意
も
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
が
思

わ
れ
る
。
嘗
然
、
乙
篇
が
園
蓄
篇
の
文
を
利
用
し
て
そ
れ
を
簡
略
に
し
た
と
い
う
よ
う
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、
同
類
の

文
は
ま
た
地
数
篇
第
三
段
と
挟
度
篇
第
十
二
段
と
の
管
子
の
封
語
の
中
に
も
見
え
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
い
く
ら
か
の
遣
い
は
あ
り
な
が
ら

も
、
み
な
金
中
心
の
貨
幣
論
を
説
く
の
が
主
一
意
で
あ
っ
て
乙
篇
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
乙
篇
は
園
蓄
篇
に
依
接
し
た
の
で
は
な
く
、

園
蓄

篇
が
む
し
ろ
雑
湊
で
異
質
だ
と
い
う
現
象
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
現
象
は
た
だ
こ
こ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
園
蓄
篇
第
七
段
で
は
「
凡
そ
五
穀
は
高
物
の
主
な
り
、
穀
貴
な
れ
ば
高
物
必
ず
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賎
、
穀
賎
な
れ
ば
高
物
必
ず
貴
」
と
、

穀
を
中
心
と
す
る
物
債
論
が
あ
り
、
人
君
は
そ
れ
を
操
っ
て
利
盆
を
牧
め
る
か
ら
、
「
蔦
民
、
籍
(
税
〉

な
く
し
て
、
園
利
、
君
に
信
仰
す
」
と
結
ぼ
れ
る
が
、
乙
篇
第
十

一
段
で
は
閉
じ
こ
と
が
言
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
は
「
任
一
商
の
利
を
殺
ぎ
て
、
農

夫
の
事
を
盆
す
」
る
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
農
民
保
護
、
つ
ま
り
農
業
経
済
の
安
定
を
主
と
す
る
立
場
は、

乗
馬
数
篇
第
三
段

の
同
文
の
前
後
で
も
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
園
蓄
篇
第
六
段
に
は
、
由
民
事
の
た
め
に
預
め
資
力
を
貸
興
す
る
稿
貸
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
も
「
是
の
故
に
民
に
慶
事
な
く
し
て、

固
に
失
利
な
し
一
と
、
閤
盆
の
追
求
が
主
一
意
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
甲
篇
第
一
段
で

「
長
偲
〈
長
期
貸
輿
)」
を
言
い
、
丁
篇
第
三
段

・
第
九
段
で
「
稽
貸
の
家
」
か
ら
「
券
契
」
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
は
、
山
園
軌
第

四
段
で
「
無
貨
の
家
に
は
皆
こ
れ
を
慨
す
」
と
述
べ
る
一

節
な
ど
と
と
も
に
、
も
ち
ろ
ん
園
盆
に
か
か
わ
る
と
は
い
え
、
農
民
生
活
の
保
護
に

直
結
す
る
書
き
方
で
あ
る
。
園
出
世
篇
で
も

「
故
に
大
貫
蓄
家
も
吾
が
民
を
豪
奪
す
る
を
得
ず
」
と
い
う
よ
う
な
民
へ
の
配
慮
も
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
直
ぐ
つ
づ
い
て
「
固
に
失
利
な
し
」
と
い
う
園
家
目
的
へ
と
放
散
さ
れ
て
い
る
。
園
蓄
篇
は
、
他
篇
と
重
複
し
た
同
じ
資
料
を
使

い
な
が
ら
、

園
利
の
追
求
を
第
一
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

園
利
あ
る
い
は
園
君
の
利
益
が
第
一
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
た
め
に
は
民
の
利
を
奪
う
場
合
も
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
は

っ
き
り
し
て
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い
る
。
園
蓄
篇
の
第
五
段
で
は
「
民
は
除
あ
る
も
の
に
は
こ
れ
を
軽
し
と
す
、
放
に
人
君
は
こ
れ
を
数
む
る
に
軽
き
を
以
て
す
。

民
は
足
ら
ざ

る
も
の
に
は
こ
れ
を
重
し
と
す
、
故
に
人
君
は
こ
れ
を
散
ず
る
に
重
き
を
以
て
す
。
・
:
:
・
故
に
君
必
ず
十
倍
の
利
あ
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

園
禁
固
篇
を
除
く
前
半
の
諸
篇
で
は
、
君
民
闘
係
を
こ
の
よ
う
な
巌
し
い
利
害
劉
立
の
形
で
あ
ら
わ
し
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
む
し
ろ
す
で
に
見
た

よ
う
に
農
民
の
生
活
へ
の
配
慮
が
強
く
、
山
権
数
篇
第
四
段
で
は
「
民
の
能
く
農
事
に
明
む
る
者
」
「
民
の
能
く
六
畜
を
蕃
育
す
る
者
」
な
ど
に

賞
金
を
興
え
る
こ
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
山
権
数
篇
の
こ
の
前
後
で
は
仁
や
慈
孝
の
徳
を
表
彰
し
た
り
、
『
詩
』
『
春
秋
』
『
易
』
な
ど
を
皐

ば
せ
た
り
す
る
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
法
り
に
は
儒
数
の
影
響
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
園

蓄
篇
の
特
色
は
ほ
ぼ
十
分
に
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
園
蓄
篇
の
特
殊
性
を
こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
そ
れ
を
鰹
言
な
い
し
は
軽
重
全
睦
の
理
論
綱
領
と
し
て
、
と
く
に
古
い
停
承
を
持
つ



も
の
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
疑
問
に
思
え
て
く
る
。
他
の
諸
篇
と
は
異
な

っ
た
そ
の
文
置
は
、
確
か
に
原
理
原

則
を
述
べ
た
て
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
商
業
手
段
に
よ
っ
て
園
利
を
は
か
る
と
い
う
一
つ
の
立
場
の
も
と
に
、
経
済
原
則
的
な
こ

と
ば
を
集
め
て
新
し
く
編
纂
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
軽
重
甲
篇
以
下
の
諸
篇
が
、

全
世
と
し
て
、
そ
の
内
容
か
ら
も

文
僅
か
ら
も
園
蓄
篇
よ
り
は
新
し
い
様
相
を
備
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、

さ
き
に
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
親
子
闘

係
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
せ
ず
、
む
し
ろ
別
に
基
く
所
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
中
に
は
園
蓄
篇
と
は
違
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
外
の
前
半
諸
篇
と
よ

く
合
致
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
情
況
か
ら
す
る
と
、
甲
篇
以
下
が
ふ
ま
え
た
で
あ
ろ
う
組
本
と
し
て
園
蓄
篇
だ
け
を
立
て
る
こ
と

に
は
疑
問
が
あ
り
、
も
し
園
蓄
篇
を
立
て
る
な
ら
他
の
前
牢
の
諸
篇
の
中
に
も
組
本
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
複
数

の
篇
に
ま
た
が
っ
た
租
本
と
い
う
も
の
は
、
首
然
に
も
原
初
の
形
か
ら
は
す
で
に
第
形
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
て
み
る
と
、
今

の
軽
重
諸
篇
の
な
か
で
は
、
園
蓄
篇
と
匡
乗
馬
篇
以
下
の
前
半
諸
篇
と
が
や
や
古
く
、
甲
篇
以
下
が
新
し
い
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
は
親
子
関
係
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で
は
な
く
、
別
に
そ
れ
ら
が
共
通
に
も
と

e

つ
い
た
一
つ
の
租
本
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
が
、
む
し
ろ
安
首
な
こ
と
に
思
わ

れ
る
。い

っ
た
い
、
「
軽
重
」
と
い
う
篇
名
は

『
史
記
』
管
長
列
俸
の
賛
に
見
え
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
司
馬
蓮
は
そ
こ
で
「
管
氏
の
牧
民
・
山
高
・

乗
馬
・
軽
重
・
九
府
」
を
誼
ん
だ
と
言
っ
て
い
る
。
劉
向
の
『
絞
録
』
で
は
こ
れ
を
引
用
し
た
う
え
、
「
山
高
は
形
勢
篇
の
こ
と

で
、
九
府
は

民
聞
に
俸
わ
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
ば
ど
お
り
九
府
篇
は
そ
の
八
十
六
篇
の
篇
自
に
も
入

っ
て
い
な
い
か
ら
、

ひ
と
ま
ず

考
え
よ
う
が
な
い
と
し
て
、
問
題
は
軽
重
篇
で
あ
る
。
牧
民
・
形
勢
・
乗
馬
の
三
篇
は
、
今
の
『
管
子
』
で
も
経
言
に
入
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
に
ま
と
ま
っ
た
一
篇
で
あ
る
の
に
、
軽
重
だ
け
は
甲
か
ら
庚
ま
で
の
七
篇
、
さ
ら
に
-
軽
重
の
部
の
前
牢
を
合
わ
せ
る
と
十
九
篇
も
あ
っ

て、

そ
れ
が
ま
た
文
章一
も
内
容
も
複
雑
で
、
司
馬
選
が
こ
れ
ら
を
誼
ん
で
牧
民
や
形
勢
と
並
べ
あ
げ
た
と
考
え
る
に
は
、
か
な
り
の
む
り
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
馬
非
百
氏
な
ど
は
『
史
記
』
の
記
載
を
後
人
の
附
加
文
と
し
て
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
容
肇
租
氏
の
批
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剣
も
あ
っ
た
よ
う
に
、

と
う
て
い
従
い
が
た
い
。
『
史
記
』
の
中
で
は
、
管
仲
と
軽
重
と
の
闘
係
を
示
す
も
の
が
、
卒
準
書
を
初
め
と
し
て
多



154 

(
時
)

見
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
司
馬
遣
は
確
か
に
軽
重
篇
を
讃
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
は
、

そ
の
軽
重
篇
と
は
ど
ん
な
も
の
で

h
n
v

つ
二
、
、

ふ

d

+

I
、刀

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
の
租
本
を
偲
定
し
た
の
は
、
こ
の
司
馬
遣
が
讃
ん
だ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
る
。
現
存
の
十
六
篇
の
中
の
一
篇

を
、
た
と
え
ば
園
蓄
篇
な
ど
を
、
司
馬
遁
の
テ
キ
ス
ト
に
嘗
て
る
こ
と
は
、
容
易
に
思
い
つ
く
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
う
簡
単
に
ゆ
か

さ
き
の
吟
味
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
今
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
も
一
つ
の
原
本
が
あ
っ
て
、
そ

さ
き
に
、

な
い
こ
と
は
、

れ
が
種
々
の
立
場
で
縫
承
さ
れ
展
開
さ
れ
た
も
の
が
現
存
の
十
六
篇
だ
、
と
考
え
て
お
く
の
が
最
も
安
嘗
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
ご
ろ
考
え
る
の
は
、
古
典
の
重
層
的
成
立
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
園
の
古
典
で
は
、
一
つ
の
書
物
あ
る
い
は

一
篇
の
中
で
、
新
奮
の

資
料
が
ま
じ
り
あ
っ
て
い
る
例
は
少
な
く
な
い
。
『
中
庸
』
な
ど
は
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の

『
管
子
』
も
ま
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
現
象
は
、
も
ち
ろ
ん
後
世
の
錯
飢
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

ま
た
成
立
時
の
故
意
の
編
集
も
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
古
い
材
料
を
寄
せ
集
め
て
、

そ
こ
に
新
し
い
こ
と
ば
を
書
き
そ
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
旨
に
そ

っ
て
新
し
い
篇
を
合
成
す
る
と
い

う
作
業
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
多
少
の
改
箆
は
そ
れ
を
改
襲
者
も
意
識
せ
ず
、
古
い
ま
ま
の
組
連
と
し
て
遁
用
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
『
管
子
』
の
書
に
つ
い
て
、
新
出
土
の
「
王
兵
」
篇
と
の
比
較
を
試
み
た
奮
稿
で
も
、
そ
の
こ
と
を
寅
誼
す
る
こ

(
げ
)

と
が
で
き
た
。
古
い
材
料
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
上
塗
り
を
し
て
仕
上
げ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
く
り
か
え
す。

重
層
と
い
う
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
軽
重
篇
の
原
本
は
、
恐
ら
く
主
要
な
経
済
法
則
や
術
策
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
活
漉
な
経
済
動
向
の
な
か
で

そ
れ
を
利
用
し
て
重
層
的
な
新
篇
を
作
り
あ
げ
る
者
が
数
多
く
あ
ら
わ
れ
、
こ
う
し
て
十
九
篇
に
ま
で
ふ
く
れ
た
と
い
う
の
が
、
恐
ら
く
そ
の

寅
情
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
原
本
は
劉
向
の
段
階
で
亡
失
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
十
九
篇
の
中
に
そ
の
多
く
が
吸
牧
さ
れ
た
た
め
で
も

あ
っ
た
ろ
う
。

要
す
る
に
、
軽
重
諸
篇
の
中
で
は
園
蓄
篇
が
特
殊
な
一
篇
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
を
除
い
た
匡
乗
馬
篇
以
下
の
前
半
と
甲
篇
以
下
の
後
半
と

に
三
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
甲
篇
以
下
が
や
や
新
し
い
成
立
と
思
わ
れ
る
が
、
全
睦
の
欄
係
は
親
子
関
係
で
あ
る
よ
り
は
兄
弟



が
、
こ
の
節
で
考
え
た
結
論
で
あ
る
。

関
係
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
共
通
の
租
本
と
し
て
の
原
本
が
あ
っ
て
そ
れ
か
ら
多
様
な
護
展
を
と
げ
た
も
の
が
今
の
諸
篇
で
あ
ろ
う
と
い
う
の

で
は
、
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一

軽
重
諸
篇
，の
成
立
と
そ
の
時
代

い
よ
い
よ
そ
の
絶
劃
的
な
成
立
年
代
を
考
察
す
る
段
階
に
な
っ

た
。
た
だ
、
そ
れ
に
入
る
前
に
、
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
の
前
提
と
も
な
る
、
成
立
の
背
景
と
し
て
の
重
要
な
一
事
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

さ
き
に
は
軽
重
諸
篇
の
相
封
一的
な
先
後
関
係
を
吟
味
し
た
の
で
あ
る
が
、

ぃ
。
そ
れ
は
軽
重
家
と
名
づ
け
ら
れ
る
専
門
拳
涯
の
存
在
で
あ
る
。

一
篇
の
原
本
が
十
九
篇
に
も
ふ
く
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
華
々
し
い
軽

童
家
一の
活
躍
を
前
提
に
し
て
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「軽
重
之
家
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
軽
重
諸
篇
の
な
か
で
三
度
だ
け
出
て
く
る
。
ま
ず
乗
馬
歎
篇
第
二
段
で
は
「
彼
れ
物
軽
け
れ
ば
世
ら
さ

れ
、
重
け
れ
ば
恥
ら
る
、
此
れ
闘
園
相
い
世
ら
し
、
軽
重
の
家
相
い
奪
う
な
り
」
と
あ
り
、
物
債
の
嬰
動
に
乗
じ
て

E
利

-w牧
め
る
投
機
家
な

い
u

し
は
相
場
師
の
様
相
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
家
」
は
、
上
の
「
圏
」
と
劃
し
て
、
他
篇
で
「
大
買
蓄
家
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
場
合
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と
同
様
に
豪
家
を
さ
す
と
見
て
お
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
山
至
数
篇
第
七
段
で
は
、
諸
侯
の
身
内
の
財
産
争
い
を
と
り
あ

げ
、
丘
ハ
戦
に
た
る
だ
け
で
な
く
、
「
パ軽
重
の
家
、
復
た
其
の
聞
に
激
ぶ
」
と
い
う
。
「
酔
」
の
字
は
比
鳴
的
な
意
味
も
あ
ろ
う
が
、
権
力
者
の
聞

を
と
び
ま
わ
っ
て
酵
読
す
る
活
動
的
な
様
相
も
う
か
が
わ
れ
て
、
単
な
る
豪
家
で
は
な
さ
そ
う
な
感
じ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
軽

重
甲
篇
第
十
四
段
の
問
答
で
あ
る
。

ま
ず
、
桓
公
が
粂
併
蓄
臓
の
害
を
除
く
た
め
に
「
井
財
を
分
か
ち
積
棄
を
散
ず
る
」
方
策
定
質
問
す
る
と
、
管
子
は
「
唯
だ
軽
重
の
家
、
能

く
こ
れ
を
散
ず
と
震
す
の
み
。
請
う
、
以
て
軽
重
の
家
に
令
せ
ん
」
と
答
え
る
。
桓
公
は
「
諾
」
と
躍
じ
て
、
さ
て
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
五
乗

の
車
を
用
意
し
て
美
乙
と
い
う
人
物
を
周
の
下
原
か
ら
迎
え
、

重
臣
の
管
子
・
寧
戚
ら
と
と
も
に
四
人
の
座
に
な
っ
て
、
「
軽
重
の
敷
」
を
質
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閉
す
る
。
そ
し
て
、
美
乙
は
ま
さ
し
く

「
高
物
が
通
じ
運
っ
て
嬢
(
廉
須
V

に
な
る
」
方
策
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
長
康
舌
の
途
中
に
は
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な
ら

「
管
子
、
肩
を
差
ベ
て
問
う
」
と
い
う
一
幕
さ
え
揺
入
さ
れ
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
頼
み
と
さ
れ
て
い
る
「
軽
重
の
家
」
と
は

奨
乙
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
多
分
に
砕
説
家
の
様
相
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
人
物
は
車
な
る
捧
読
の

れ
る
。

土
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
さ
き
の
二
つ

の
用
例
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば、

貫
際
に
投
機
の
利
盆
を
牧
め
る
質
践
家
で
も
あ
っ
た
か
と
思
わ

し
か
し
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
経
済
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
で
も
い
う
べ
き
役
割
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
単
な
る
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
で

は
な
く
現
賓
の
反
映
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
誤
り
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う。

(
m
m
)
 

受
と
い
う
姓
は
珍
し
い
。
そ
れ
が
ま
た
奨
度
と
い
う
姓
名
で
軽
重
乙
篇
と
丁
篇
と
に
見
え
る
。
乙
篇
の
方
は
「
武
王
、

美
度
に
問
う
て
日
わ

く
」
と
始
ま
り
、

発
度
が
「
金
は
汝
漢
の
右
衛
に
出
で
、
珠
は
赤
野
の
末
光
に
出
で
云
云
」
と
答
え
て
、
「
中
幣
を
高
下
し
て
下
上
の
用
を
制

(
印
)

す
る
」
と
い
う
、
さ
き
に
引
用
し
た
貨
幣
論
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
美
度
は
こ
こ
で
も
経
済
問
題
の
相
談
役
で
あ
る
。

丁
篇
で
は
、
管
子
の
こ

と
ば
と
し
て
、
「
昔
、

英
度
は
人
の
園
に
居
り
」
物
債
の
高
下
に
鹿
じ
て
経
済
活
動
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
武
王
|

|
恐
ら

ろ
ん
架
空
と
し
て
も
、

と
も
に
軽
重
一
涯
の
理
想
人
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
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く
は
周
の
武
王
ー
ー
に
質
問
さ
れ
て
い
た
人
と
同
一
の
人
物
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

美
乙
と
の
開
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
発
と
い
う
姓
は
も
ち

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
挟
度
篇
の
存
在
で
あ
る
。
挟
度
の
意
味
は
、
文
字
ど
お
り
に
は
慮
り
考
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
篇

の
名
稽
と
し
て
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
張
侃
給
氏
は

「
軽
重
諸
篇
と
雑
操
重
複
し
た
内
容
で
、
篇
名
の
意
味
も
よ
く
分
か
ら
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
。
た
だ
、
郭
沫
若
氏
は
乙
篇
の
「
武
王
、

受
度
に
問
う
」
の
一
段
は
も
と
こ
の
篇
に
あ
っ
た
も
の
で
、
挟
度
と
い
う
篇
名

(
却
〉

は
そ
れ
に
も
と

J

つ
い
て
い
る
、
授
度
は
即
ち
発
度
で
あ
る
と
言
う
。

乙
篇
の
一
段
が
そ
の
ま
ま
挟
度
篇
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る

が
、
乙
篇
で
炎
度
の
答
え
と
さ
れ
て
い
た
文
一章
が
、
撲
度
篇
で
管
子
の
答
え
と
し
て
重
複
し
て
見
え
て
い
る
の
は
、
確
か
に
南
者
の
密
接
な
開

係
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

撲
度
を
奨
度
と
同
じ
人
名
だ
と
す
る
と
、

そ
れ
は
軽
重
一
波
の
理
想
人
と
し
て
設
定
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
人
名
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
篇
名
と
し
た
こ
の
篇
は
、
嘗
然
に
も
軽
重
一
涯
を
代
表
す
る
文
献
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
篇
が

他
の
軽
重
諸
篇
と
比
べ
て
や
や
特
殊
な
様
相
を
持
つ
こ
と
は
、

さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
問
答
睦
と
絞
述
鐙
と
が
ま
じ

っ
て
い
る
こ



と
、
十
六
段
に
分
け
ら
れ
る
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
問
題
を
扱
っ
て
い
て
連
繍
性
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

重
諸
篇
に
多
く
重
複
し
て
い
る
。
園
蓄
篇
に
準
ず
る
特
色
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
の
多
様
な
内
容
は
ま
た
軽

さ
て
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、

ま
ず
篇
の
初
め
に
は
、
「
燈
人
よ
り
以
来
、
其
の
大
倉
、
聞
く
を
得
べ
き
か
」
と
い
う
桓
公
の
質
問
に
答
え

た
管
子
が
、
「
蜂
人
以
来
、
朱
だ
軽
重
を
以
七
天
下
を
矯
め
ざ
る

〔者
〕
有
ら
ず
」
と
言
っ

て
、
共
工
・

古典一帝

・
莞
・
舜
と
歴
代
そ
れ
ぞ
れ
に

軽
重
を
行
な
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
一
段
が
あ
る
。
こ
の
一
段
は
軽
重
戊
篇
で
は
「
虚
蔵
、
園
を
理
め
て
よ
り
以
来
」
と
な
っ
て
、
神
農
・

一
一
層
も
の
も
の
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
軽
重
一
涯
の
宣
停
文
句
と
み

〔
蜂
人
〕
・
黄
一
帝
・
宥
虞
・
夏
人
・
段
人
・
周
人
と
、

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
古
い
大
昔
か
ら
軽
重
に
よ
っ
て
こ
そ
天
下
が
よ
く
治
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
の

一
段
は
、

軽
重
を
頁
り
こ
も
う
と
す
る

一

涯
の
存
在
が
あ
っ
て
こ
そ
言
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
段
は
「
軽
重
之
法
に
日
わ
く
」
と
い
う
一
段
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
自
ら
能
く
司
馬
た
ら
ん
と
言
い
な
が
ら
可
馬
た
る
こ
と
能
わ
ざ

る
者
は
、
其
の
身
を
殺
し
て
以
て
其
の
鼓
に
努
ら
ん
云
云
」
と
い
っ
た
、
言
行
一
致
な
い
し
名
貫
一
致
の
慮
罰
論
で
あ
る
。
そ
の
結
末
が
「
重

門
撃
折
も
能
く
せ
ざ
る
者
は
、
亦
た
こ
れ
に
随
う
に
法
を
以
て
せ
ん
』
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
法
律
論
で
あ
っ
て
軽
重

の
術
を
読
く
も
の
で
は
な
い
。
し
て
み
る
と
、
そ
れ
を
「
軽
重
之
法
」
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
い
ぶ
か
し
い
。
こ
れ
は
軽
重
家
の
法
、
軽
重
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一
波
に
適
用
さ
れ
る
法
と
解
轄
し
て
こ
そ
よ
く
理
解
で
き
る
。
彼
ら
は
経
済
政
策
を
進
言
し
、
時
に
は
投
機
的
な
こ
と
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
か

い
つ
わ

ら
、
名
貫
一
致
の
殺
果
が
と
ぐ
に
重
要
で
あ
る
。
厳
罰
を
用
意
し
て
'お
い
て
こ
そ
、
「
敢
え
て
能
を
姦
り
放
を
認
し
て
君
に
至
る
者
な
し

」
で
、

軽
々
し
い
進
言
は
抑
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
一
段
も
ま
た
軽
重
家
の
存
在
を
物
語
っ
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
第
四
段
以
下
で
、
と
り
わ
け
第
九
段
で
、
軽
重
の
原
則
を
次
々
と
羅
列
的
に
述
べ
て

撲
度
篇
の
内
容
を
こ
う
し
た
観
黙
か
ら
見
る
と
、

い
る
こ
と
な
ど
も
、

い
か
に
も
こ
の
皐
波
の
主
張
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
「
物
債
が
高
け
れ
ば
物
は
集
ま

っ
て
く
る
、
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安
け
れ
ば
物
は
去
っ
て
ゆ
く
。
」
「
物
は
集
識
さ
れ
る
と
高
く
な
り
、
分
散
さ
れ
る
と
安
く
な
る
。
〔
集
中
さ
れ
る
と
少
な
く
な
り
、
〕
分
散
さ
れ

る
と
多
く
な
る
。
」
「
貨
幣
債
値
が
重
く
な
る
と
民
は
利
の
た
め
に
命
を
投
げ
届
し
、
曜
く
な
る
と
棄
て
て
用
い
な
い
。
重
い
か
軽
い
か
は
護
行
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の
数
量
に
よ
っ
て
調
節
す
る
よ
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
園
蓄
篇
・
乗
馬
数
・
山
権
数
・
軽
重
乙
の
外
、
山
至
数
・
地
数
・

軽
重
甲
な

ど
、
軽
重
諸
篇
の
中
に
ひ
ろ
く
散
ら
ば

っ
て
重
複
し
て
い
る
。
そ
の
重
複
の
情
況
は
、

さ
き
に
見
た
三
分
説
を
勘
案
す
る
と
、
園
蓄
篇
の
特
殊

性
は
前
の
と
お
り
と
し
て
、
襟
度
篇
は
他
の
雨
者
に
ま
た
が
り
、
園
蓄
篇
を
除
く
前
半
諸
篇
を
承
け
て
甲
篇
以
下
へ
と
展
開
す
る
仲
介
の
形
が

あ
る
。
何
如
環
の
第
一
設
が
、
甲
篇
以
下
の
諸
篇
に
撲
度
篇
と
そ
の
前
後
の
地
撤
と
園
准
の
雨
篇
を
あ
わ
せ
て

一
類
と
し
て
い
た
の
は
、
あ
る

(

幻

)

い
は
そ
の
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
こ
れ
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
襟
度
篇
の
な
か
で
は
、
さ
き
の
第
三
段
の
「
軽
重
の
法
」
は
法
術
の
揺

取
か
と
思
わ
れ
る
が
、

ま
た
「
仁
義
」
を
述
べ
た
儒
家
と
の
協
調
や
、
「
紳
農
の
数
」
を
述
べ
た
農
家
と
の
協
調
な
ど
も
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、

こ
れ
も
儒
家
に
つ
い
て
は
山
櫨
撒
・
山
至
歎
・
軽
重
甲

・
丁
な
ど
の
篇
に
、
農
家
に
つ
い
て
は
軽
重
甲
篇
な
ど
に
見
え
て
い
る
。

撰
度
篇
の
こ
と
は
以
上
に
止
め
る
が
、
要
す
る
に
、
軽
重
家
と
よ
ば
れ
る
一
涯
の
存
在
が
あ
っ
て
、
経
済
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の
活
避

な
活
動
が
あ
り
、
そ
の
活
動
の
中
か
ら
挟
度
篇
を
中
心
と
す
る
諸
篇
が
生
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
軽
重
諸
篇
の
成
立
に

は
、
そ
う
し
た
事
情
を
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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さ
て
、
軽
重
諸
篇
の
内
容
か
ら
そ
の
成
立
時
代
を
考
え
て
き
た
先
皐
の
説
で
は
、
そ
れ
を
王
葬
時
代
の
成
立
と
す
る
馬
非
百
氏
の
見
解
が
最

も
尖
鋭
で
あ
る
。
た
だ
、
氏
が
そ
の
理
由
と
し
て
「
王
葬
時
代
に
属
す
る
も
の
」
と
指
摘
す
る
文
章
は
六
篠
あ
り
、
そ
の
他
に
い
く
つ
か
の
語

〈
詑
〉

黍
な
ど
を
奉
げ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
明
確
な
板
擦
と
は
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

第
一
一
は
、
軽
重
戊
篇
の
「
天
子
幼
弱
、
諸
侯
尤
強
、
:
:
:
公
其
れ
強
を
弱
め
絶
を
継
ぎ
、
諸
侯
を
率
い
て
周
室
の
杷
を
起
こ
せ
」
と
あ
る
の

を
、
漢
の
幼
一帝一
は
三
人
い
る
が
、
最
も
朕
況
の
よ
く
合
う
の
は
王
葬
の
居
揖
時
代
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
の
立
場
に
従
っ
て
こ
の
文

を
解
揮
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
王
葬
時
代
に
隈
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
昭
脅
か
ら
宣
帯一
へ
の
移
行
期
、
昌
邑
王
賀
と
塞
光
と
の
劃
立
、
そ

と
を
、

の
聞
に
お
け
る
睦
孟
や
夏
侯
勝
ら
の
活
動
を
考
え
る
と
、
そ
の
情
況
に
合
わ
ぬ
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
第
二
は
寅
一帝
や
虞
舜
の
あ
ら
わ
れ
る
こ

王
葬
が
と
く
に
彼
ら
を
皇
組
考
と
し
た
こ
と
の
反
映
だ
と
い
う
が
、
軽
重
諸
篇
で
は
雨
人
を
特
別
な
扱
い
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
毛
頭



な
い
。
第
三
は
軽
重
己
篇
の
時
令
で
、
夏
を
赤
色
に
嘗
て
な
い
で
黄
色
に
嘗
て
て
い
る
の
を
、

王
葬
が
漢
の
火
徳
赤
色
を
排
し
て
土
徳
黄
色
を

貴
ん
だ
こ
と
の
反
映
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
時
令
の
諸
例
か
ら
考
え
て
、
夏
の
赤
色
の
部
分
が
脱
落
し
て
季
夏
の
黄
色
が
残
っ
た
も
の

お
お
む
ね
皆
こ
の
類
で
あ
る
が
、
第
六
で
は
園
蓄
篇
で
蓄
臓
の
う
え
「
春
は
賦
(
輿
)
し
て
以
て
績
隔
を
殺
め
、
夏

王
葬
の
五
均
除
貸
一制
度
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
。

白し
か
し
、
こ
れ
も
む
し
ろ
内
容
目
的
と
も

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
貸
し
て
以
て
秋
貧
を
牧
む
」
と
述
べ
る
の
を
、

に
違
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
園
蓄
篇
の
は
農
民
を
劃
象
と
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、

王
葬
で
は
都
市
の
市
場
統
制
に
及
ん
で
い
る
。
な
お
稽
貸
の
こ

と
は
買
誼
・
桑
弘
羊
も
ま
だ
言
わ
ず
と
い
う
が
、
そ
れ
は
古
く
『
孟
子
』
(
際
文
公
上
篇
〉
の
中
に
も
見
え
て
い
る
。

馬
氏
は
ま
た
『
瞳
識
論
』
と
の
関
係
で
も
、
嘗
然
に
も
軽
重
諸
篇
が
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
し
て
、
同
文

一
覧
表
を
作
っ
て
論
謹
に
っ
と

(
お
)

め
て
い
る
。
し
か
し
、

，こ
れ
も
ま
た
本
末
を
い
ず
れ
に
お
く
か
、
馬
氏
の
断
案
に
は
、
容
肇
租
氏
も
い
う
よ
う
に
、
成
見
に
と
ら
わ
れ
た
と
思

え
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
山
擢
数
篇
第
一
段
で
高
・
湯
の
水
平
針
策
を
語
る

一
節
が
、
『
盟
織
論
』
力
耕
篇
で
は
大
夫
と
文
相
尚子
と
の
両

者
の
こ
と
ば
に
二
分
さ
れ
て
い
る
の
を
取
り
あ
げ
て
、
敵
射
す
る
両
者
が
連
損
す
る
文
章
を
分
け
て
引
き
あ
う
は
ず
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
は

『
管
子
』
の
方
が
『
瞳
織
論
』
に
よ
っ
て
合
成
し
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
が
、
も
ち
ろ
ん
必
ず
そ
う
と
は
決
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
通
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有
篇
に
は
大
夫
の
こ
と
ば
に
「
管
子
日
」
と
い
う
引
用
文
が
あ
り
、
『
管
子
』
の
事
語
篇
で
は
そ
れ
に
似
た
文
章一
を
「
敢
に
非
ず
」
と
否
定
し

て
い
る
の
を
取
り
あ
げ
て
、
管
子
に
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
「
管
子
日
」
と
し
て
引
用
す
る
は
ず
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
も
『
管
子
』
の
方
が

通
有
篇
を
ふ
ま
え
て
後
か
ら
作
ら
れ
た
誼
援
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
争
癖
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
ル
ー
ズ
な

引
き
方
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
う
え
に
、
文
章
も
違
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
と
、
事
語
篇
の
引
用
と
定
め
る
こ
と
自
睦
が
す
で

に
誤
一り
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
議
篇
に
も
「
管
子
云
」
と
い
う
引
用
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
園
蓄
篇
の
文
と
似
な
が
ら
ま
た
達
っ

て
い
る
と
い
う
事
情
も
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
瞳
織
論
議
の
背
景
と
し
て
『
管
子
』
の
軽
重
篇
が
讃
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
今
の
も
の
と
近
似
し
て
い
る
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こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
馬
氏
の
よ
う
に
断
案
す
る
の
は
、
容
氏
も
い
う
よ
う
に
「
顛
倒
錯
範
」
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
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た
だ
、
『
盟
織
論
』
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

一
方
で
「
管
子
日
」
正
明
言
し
な
が
ら
、
他
面
で
は
そ
う
言
わ
な

い
で
今
の
軽
重
と
類
似
の
経
済
言
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
『
管
子』

を
ふ
ま
え
て
い
る
と
見
て
お
く
こ
と
は
可
能
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
軽
重
諸
篇
の
成
立
と
関
係
す
る
同
時
代
的
な
現
象
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
軽
重
諸
篇
を
「
漢

の
武
・
昭
時
の
理
財
筆
家
の
作
」
と
断
定
し
た
羅
根
深
の
設
を
ふ
り
か
え
る
必
要
が
あ
る
。

羅
氏
の
あ
げ
る
理
由
は
、
園
家
に
よ
る
盤
織
の
統
制
や
卒
準
は
武
一
帝
時
代
に
始
ま
る
こ
と
、
社
曾
情
勢
や
経
済
情
況
、

と
く
に
豪
一商一
の
粂
併

と
い
う
事
態
は
武
一帝
時
代
の
情
況
に
合
う
こ
と
、
そ
し
て
『
盟
織
論
』
の
内
容
と
の
近
似
は
共
通
の
背
景
と
し
て
の
同
一
皐
涯
の
存
在
を
思
わ

せ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
瞳
織
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
容
肇
組
氏
が
馬
氏
を
論
駁
す
る
な
か
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
董

仲
静
の
上
奏
の
な
か
で
そ
れ
が
商
鞍
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
事
買
が
あ
り
(
『
漢
書
』
食
貨
志
〉
、
軽
重
に
つ
い
て
も
景
帝

の
時
の
果
王
携
が
す
で
に
行
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
て
(
『
漢
書
』
本
俸
)
、
必
ず
し
も
武
一帝
以
後
と
限
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
『
堕
織
論
』

軽
重
篇
で
は
、
御
史
の
言
と
し
て
「
今
、
大
夫
君
は
太
公
・
桓
・
管
の
術
を
修
め
、
盟
識
を
組

一
し
、
山
川
の
利
を
通
じ
て
、
高
物
殖
す
」
と
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言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
夫
君
桑
弘
羊
が
盟
織
政
策
を
行
な
っ
た
の
も
、
『
管
子
』
を
皐
ん
だ
結
果
だ
と
わ
か
る
。
さ
ら
に
粂
併

に
つ
い
て
も
、
羅
氏
自
ら
が
鐙
錯
の
上
書
を
奉
げ
て
い
る
よ
う
に
、
大
一
商
人
の
匪
迫
に
よ
っ
て

「回
宅
を
買
り
、
子
孫
を
鷺
ぐ
者
」
が
景
一帝
の

こ
ろ
に
も
い
た
の
で
あ
る
(
『
漢
書
』
食
貨
志
)
。
ま
た
文
一
帝
の
時
の
買
誼
が
銅
山
の
園
告
を
行
な
っ
て
貨
幣
政
策
を
立
て
よ
う
と
し
た
の
は
有
名

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
鍔
銭
を
禁
ず
れ
ば
、〔
銭
が
少
な
く
な
っ
て
〕
必
ず
幣
債
が
重
く
な
り
、

重
く
な
る
と
利
盆
も
大
き
く
な
る
か
ら
ま

す
ま
す
盗
鋳
が
盛
ん
に
な
る
」
と
か
、
銅
を
上
に
集
中
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
軽
重
を
制
禦
で
き
る
。
銭
が
軽
け
れ
ば
術
に
よ
っ
て
そ
れ
を

牧
め
、
銭
が
重
け
れ
ば
術
に
よ
っ
て
そ
れ
を
散
じ
、
幣
債
と
物
債
と
が
必
ず
調
節
さ
れ
る

(貨
物
必
卒
ご
な
ど
と
あ
っ
て
(
向
上
〉、
す
で
に
貨

幣
を
中
心
と
す
る
軽
重
卒
準
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
軽
重
諸
篇
の
成
立
を
武
・
昭
期
と
定
め
る
羅
根
津
の
立
論
も
十
分
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
で
は
、
郭
沫
若
氏
や
町
田
氏
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
文
・
景
期
へ
と
ひ
き
上
げ
る
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、

さ
き
に
考
察
し
た
結
果
を
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
司
馬
蓮
が
讃
ん
だ
軽
重
篇
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し



て
、
今
の
軽
重
諸
篇
が
一
人
一
時
の
作
で
は
な
く
、
ま
た
重
層
的
成
立
之
い
え
る
よ
う
な
奮
資
料
の
補
修
改
作
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
ら
し
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
司
馬
濯
の
見
た
も
の
を
今
の
諸
篇
の
原
本
だ
と
す
る
と
、
今
の
諸
篇
の
成
立
を
文
・

景
期
に
定
め
て
し
ま
う
こ
と
に
は

や
や
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
中
心
に
な
る
原
本
と
そ
れ
を
改
作
し
た
今
の
諸
篇
と
が
武
帝
の
時
代
に
並
行
し
て
存
在
し
た
、
と
み
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
司
馬
濯
が
経
言
に
準
ず
る
一
篇
と
し
て
原
本
を
と
り
あ
げ
た
に
つ
い
て
は
、
今
の
諸
篇
が
ま
だ
そ

れ
ほ
ど
完
備
じ
て
い
な
か
っ
た
、
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
き
に
考
え
た
軽
重
家
の
存
在
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

一
涯
の
活
躍
し
た
時
期
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
の
よ
う
な
存
在
は
、
も
ち
ろ
ん
戟
園
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
ー
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
軽
重
篇
の
内
容
と
結
び
つ

い
た
そ
れ
で
あ
る
。
『
史
記
』
の
貨
殖
俸
に
よ
る
と
、
春
秋
末
期
の
計
然
が
す
で
に
「
卒
耀
膏
物
」
を
行
な
い
、
「
其
の
有
能
不
足
を
論
じ
て
貴

さ
て
、

賎
を
知
り
」
、
貴
な
れ
ば
出
し
賎
な
れ
ば
牧
め
て
流
通
を
は
か
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
が
歴
史
事
貨
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
経
済
情
況

の
整
備
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
営
利
手
段
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
こ
れ
を
修
む
る
こ
と
十
年
に
し
て
園
富
む
」
で
あ
っ
て
、
十
年
の
歳

月
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
貨
殖
俸
の
記
載
は
、
以
下
に
大
一
商
人
の
活
躍
を
列
絞
す
る
が
、
瞳
や
識
や
牧
畜
で

E
利
を
獲
得
す
る
と
い

っ
た
情
況

は
、
軽
重
篇
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
単
純
に
、過
ぎ
る
。
軽
重
篇
の
特
色
と
し
て
は
、
物
債
の
高
下
を
自
由
に
あ
や
つ

っ
て
買
買
の
利
盆
を
牧
め
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
貨
幣
操
作
を
も
と
も
な
い
、
と
り
わ
け
直
接
に
園
利
の
増
牧
を
は
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
況
は
、
『
史
記
』
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で
言
え
ば
卒
準
書
の
な
か
の
記
述
と
最
も
よ
く
慮
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
漢
に
な
っ
て
か
ら
、
と
り
わ
け
て
武
一帝
期
の
桑
弘
羊
の
事
業
で

あ
る
。そ

こ
で
、
漢
に
な
っ
て
か
ら
の
情
況
を
ふ
り
か
え
る
と
、
軽
重
家
の
活
躍
す
る
時
期
と
し
て
は
、
や
は
り
文
・

景
期
と
武
・
昭
期
と
が
考
え

ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
園
初
以
来
の
消
極
的
経
済
の
建
て
な
お
し
、
買
誼
と
買
山
と
電
錯
の
活
動
が
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。
ま
た
後
者

ま
さ
に
桑
弘
羊
ら
の
活
躍
し
た
情
祝
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
誼
明
し
て
い
る
。
時
代
は
な
お
諸
子
百
家
の
活
動
の
餓

に
つ
い
て
は
武
一帝
の
後
期
、
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韻
を
と
ど
め
て
い
た
。
被
ら
は
こ
の
聞
に
あ
っ
て
、
種
々
の
経
済
政
策
を
説
い
て
嘗
路
者
に
訴
え
允
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

一
部
で
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は
、
『
管
子
』
を
皐
び
な
が
ら
補
修
増
幅
の
改
作
や
新
作
の
筆
を
加
え
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

軽
重
諸
篇
は
一

人
一
時
の
作
で
は
な
い
。
そ
れ
を
分
析
し
て
考
え
た
さ
き
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
園
蓄
篇
の
特
殊
性
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
は
、
民
衆
の
生
活
へ
の
配
慮
よ
り
も
園
家
人
君
の
利
盆
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
農
本
的
立
場
が
他
篇
と
比
べ
て
稀
薄
で
あ

る
。
こ
の
特
色
は
、
『
盟
織
論
』
に
見
え
る
大
夫
の
立
場
に
近
い
。
容
肇
組
氏
は
「
軽
重
篇
の
目
的
は
利
民
富
固
に
あ
り
:
:
:
桑
弘
羊
ら
の
目

(
お
〉

的
は
園
用
を
補
う
た
め
に
巧
取
豪
奪
す
る
に
あ
る
」
と
言
っ
て
、
雨
者
の
違
い
を
強
調
す
る
が
、
園
蓄
篇
が
例
外
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
い

な
い
。
桑
弘
羊
が
管
子
の
軽
重
を
間
学
ん
で
そ
の
政
策
を
貫
施
し
た
と
い
う
こ
と
は
『
瞳
鍛
論
』
に
見
え
て
い
た
か
ら
、
園
蓄
篇
は
そ
う
し
た
桑

弘
羊
を
と
り
ま
く
一
涯
の
人
々
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
篇
は
、

匡
乗
馬
篇
以
下
の
前
半
は
恐

ら
く
文
・
景
期
ご
ろ
か
ら
次
第
に
成
立
し
て
き
た
も
の
で
、
挟
度
篇
を
ふ
く
む
軽
重
甲
篇
以
下
は
、
園
蓄
篇
と
並
行
し
な
が
ら
も
、

や
や
後
れ

た
成
立
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
今
の
軽
重
諸
篇
に
は
そ
れ
ら
が
も
と

a

つ
い
た
原
本
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
圏
蓄
篇
に
し
て
も
そ
の
す
べ
て
が
武
一
帝

時
代
の
創
作
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
経
済
原
則
を
述
べ
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
他
篇
と
重
複
す
る
も
の
に
は
原
本
を
承
け
た
も
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の
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
原
本
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

は
っ
き
り
と
は
考
え
よ
う
が
な
い
か
ら
、

そ
の
成
立
時
代
も
ま
た
不
明

た
だ
、
今
の
軽
重
諸
篇
の
経
済
思
想
と
し
て
の
特
色
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
漢
代
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
司
馬
遷
が
牧

民
篇
や
形
勢
篇
の
よ
う
な
経
言
の
諸
篇
と
並
べ
挙
げ
た
軽
重
篇
は
、
も
っ
と
素
朴
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、

平
準

で
あ
る
。

書
で
計
然
の
と
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
、
同
類
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

結

び

以
上
、
軽
重
篇
の
成
立
を
考
え
た
結
果
を
と
り
ま
と
め
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
司
馬
遁
の
讃
ん
だ
軽
重
篇
が
原
本
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
れ
は
戟
園
以
来
の
惇
承
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
台、



し
、
文
帝
賜
の
こ
ろ
か
ら
盛
ん
に
な
る
国
家
経
済
の
建
て
な
お
し
に
鹿
じ
て
軽
重
家
と
い
う

一
涯
の
活
動
が
盛
ん
に
な
り
、
原
本
を
ふ
ま
え
な

が
ら
逐
次
い
ま
の
諸
篇
を
作
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
時
期
は
文
・
景
期
か
ら
武
一帝一
の
末
年
ご
ろ
ま
で
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
中
聞
に
は
桑
弘
羊
ら
に
連
な
る
一
涯
の
文
献
いも
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
今
の
軽
重
諸
篇
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
は
戦
園
時
代
の
成
立
で
あ

る
原
本
を
吸
牧
し
て
、
漢
代
の
経
済
情
勢
に
あ
わ
せ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
雑
篇
の
集
積
で
あ
る
。
原
本
は
こ
れ
ら
が
作
ら
れ
て
い
く
過
程
で
次

や
が
て
前
漢
末
、
劉
向
の
編
定
の
時
に
は
喪
失
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
に
生
彩
を
失
い
、
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註(
1〉
馬
非
百
『
管
子
駆
重
篇
新
詮
』
(
一
九
七
九
年
中
華
書
局
版
〉
の
出

版
説
明
参
照
。
日
本
で
は
木
村
英
一
「
『
管
子
』
軽
重
篇
に
つ
い
て
」
(
一

九
六

O
年
『
福
井
博
士
頚
霧
記
念
東
洋
思
想
論
集
』
)
、
町
田
三
郎
「
『管

子』

軽
重
篇
に
つ
い
て
」
(
一
九
六
三
年
『
日
本
中
園
祭
曾
報
十
五
集
』
)

な
ど
が
あ
る
。

(
2
〉
責
漢
『
管
子
経
済
思
想
』
〈
一
九
三
六
年
一
商
務
印
書
館
)
、
羅
根
津

『
管
子
探
原
』

(
一
九
三
一
年
中
華
書
局
。

『諸
子
考
索
』
一
九
五
八
年
人

民
出
版
社
に
牧
載
)
。

ハ3
〉
馬
北
町
百
「
関
於
管
子
軽
重
篇
的
著
作
年
代
問
題
」
〈
『
歴
史
研
究
』
一

九
五
六
年
十
二
期
。
註
(
1

)

の
一
九
七
九
年
版
『
新
詮
』
に
修
訂
の
う
え

附
載
さ
れ
て
い
る
。
郭
沫
若
ら

『
管
子
集
校
』
(
一
九
五
六
年
科
皐
出
版

社
〉
上
加
二
三
頁
引
用
校
稼
書
目
提
要
。
容
態
租

「駁
馬
非
百
H

関
於
管

子
軽
重
篇
的
著
作
年
代
問
題
H

」
(
『
歴
史
研
究
』
}
九
五
八
年
一
期
)。

(
4
〉

註
(

1

)

の
町
田
氏
論
文
。

(
5
)

石
一
参
『
管
子
今
詮
』
(
↑
九
三
八
年
商
務
印
書
館
)
外
篇
第
三
品
位
。

〈
6
〉
拙
稿
「
『
管
子
』
中
の
時
令
思
想
」
(
一
九
八
三
年
『
集
刊
東
洋
摩
』

第
五
十
貌
〉
。

ハ7
)

何
如
薄
『
管
子
析
疑
』
総
論
お
よ
び
軽
重
甲
篇
。
未
見
。
い
ま
馬
非

百
氏
の
引
用
(『新
詮
』
二
一
二
、
三
頁
)
に
よ
る
。
『
管
子
集
校
』
の
引

用
校
緯
書
目
提
要
に
よ
る
と
、
光
緒
十
二
年
の
完
成
で
、
稿
本
は
上
海
市

歴
史
文
献
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ハ8
)

『
管
子
集
校
』
一
一
五
九
頁
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す

る。

(

9

)

馬
非
百
氏
前
掲
書
二
一
二
、
三
頁
。

(
叩
)
安
井
息
軒
は
『
管
子
纂
詰
』

軽
重
甲
篇
(
二
十
三
単
位
二
十
二
丁
裏
〉

で
、
金
の
卒
債
が
襟
度
篇
の
場
合
と
異
な
る
こ
と
を
あ
げ
、

異
時
の
文
で

あ
ろ
う
と
い
う
。

ま
た
馬
非
百
氏
は
前
掲
書
五
六
三
頁
で
、
乙
篤
と
海
主

篇
と
の
聞
で
、
山
銭
の
園
管
に
射
す
る
態
度
が
這
う
こ
と
を
あ
げ
、

一
時

一
人
の
作
で
な
い
こ
と
の
詮
と
し
て
い
る
。

(

U

)

『
管
子
集
校
』
一

O
二
五
頁
挑
、氷
概
の
設
を
参
照
。

(
ロ
〉
張
侃
仏
側
『
管
子
皐
』
園
准
篇
ハ
民
園
六
十
年
牽
間
商
務
印
書
館
景
印

本
二
四
四
一
頁
〉
。

(
刊
日
〉
張
倒
紛
前
掲
書
、
乗
馬
数
・
間
乗
馬
・
事
語
な
ど
の
篇
題
注
を
参
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昭…。

(
凶
〉
目
録
皐
に
よ
る
検
討
で
は
、
今
本
が
劉
向
の
定
め
た
八
十
六
篇
本
に

速
な
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
徴
候
は
な
い
。
篇
の
分
合
が
か
り
に
行

な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
内
容
を
鎚
更
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
と
の
黙
の
詳
述
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。

(
M
M

〉
何
如
薄
『
管
子
析
疑
』
の
総
論
で
は
後
説
、

経
重
甲
篇
の
と
こ
ろ
で

は
前
設
で
あ
る
(
馬
非
百
氏
の
引
用
に
よ
る
〉。

(
日
〉
馬
非
百
氏
前
掲
書
二
九
l
三
一
頁
、
容
畦縁
組
氏
前
掲
論
文
(
註
(
3〉〉

参
照
。
『
史
記
』
で
は
賢
太
公
世
家
・
卒
準
書

・
貨
殖
列
停
・
管
長
列
俸

に
見
え
て
い
る
。
馬
非
百
氏
は
、
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
鰹
重
と
い
う
篇

名
が
立
て
ら
れ
、
ま
た
内
容
も
偽
作
さ
れ
た
、
と
見
て
い
る
。

(
げ
〉
拙
稿
「
『
管
子
』
中
の
強
兵
思
想
」
(一

九
七
九
年
『
森
三
樹
三
郎
博

士
頚
欝
記
念
東
洋
皐
論
集
』
所
牧
〉。

(ゆ
同
)
ち
な
み
に
『
百
子
全
書
人
名
索
引
』
(
東
北
大
皐
油
印
本
)
を
み
る

と
、
こ
の
姓
は

『
管
子
』
に
出
る
だ
け
で
あ
る
。

(
ω

)

張
侃
倫
氏
は
、
笑
度
は
筒
刷
名
の
挟
度
を
誤
っ
て
人
名
と
し
た
も
の
だ

と
い
う
が
〈
『
管
子
皐
』
二
四

O
五
頁
て
そ
れ
は
逆
で
あ
ろ
う
。
葵
度
と

撲
度
を
同
じ
だ
と
考
え
た
の
は
張
文
虎
で
あ
っ
て
、
篇
名
も
人
名
だ
と
す

る
の
が
正
し
い
。
郭
沫
若
氏
は
「
武
王
」
を
「
威
王
」
に
改
め
よ
と
い
う

が
武
断
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
了
篇
の
語
に
「
土
日
者
」
と
あ
る
の
を
見
れ

ば
事
は
明
白
で
あ
る
。

(
却
〉
『
管
子
集
校
』
一
一
五
九
頁
、
撲
度
篤
名
下
の
註。

(
幻
〉
地
数
篇
に
は
伊
予
・
黄
脅

・
武
王
が
、
園
准
篇
に
は
爽
一
帝
以
下
五
代

の
王
が
軽
重
の
術
を
行
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
て
、
挨
度
篇
第
一
段
と
の
関

係
が
恩
わ
れ
も
す
る
。

(n〉

(
お
)

(
川
叫
)

(お〉

馬
非
百
氏
前
掲
書
一
八

l
二
人
頁
。

馬
非
百
氏
前
掲
書
三
八
l
五
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THE FORMATION OF THE QINGZHONG-P.む1ｙ軽重篇

　　　　　　　　　

OF THE GUANZI管子

　　　　　　　　　　　　　　　

Kanaya Osamu

　　

In this article, l would like to ｅχamine the 16 sections of the famous

Ｑｉｎｇｚｈｏｎｇ-ｔｉａｎａｓａｎ economic document and define the time and circum-

stances of its formation through ａ content analysis. The contents of this

chapter shows its particular complications, as there are frequent repeti-

tions, and as on the whole one may say that it was certainly not written

by one person and at one time. Even though there seems ultimately to

have been ａ single source for the present tｅχt，we must analyze it as ａ

multilayer ed document originating in the source through intermediate

stages. Seeing these 16 sections as such. one can divide them into three

major parts. In addition one can define the authors of these sections as

ａ group of Qingzhong school 軽重家who were economical consultants｡

　　

Comparing the traditional theory of the formation of this chapter

with its extant contents, I have come to the conclusion that it was pro-

bably put together in the Han dynasty. In this connection I reached the

conclusion that probably ｅχisted source such as Sima Qian 司馬遷first

understood. That is, in the period from Emperors Wen 文帚and Jing

景帚to the end of the reign of Emperor Wu 武帚the Qingzhong school

compiled the　Qingzhong-pian.　This　corresponds　perfectly　with　the

tripartite division of the contents mentioned above｡

　　

In summary, the various sections of the Ｑｉｎｇｚｈｏｎｇ-ｐｉａｎextent today

were probably compiled under the Han and is basically identical with the

original source from the Warring States period. But the present tｅχtalsc　

reflects to some extent the economic situation of the Han period to the

reign of Emperor Wu, in slight alteration of the contents.
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