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『
鵬
冠
子
』
の
成
立

大

形

徹

は
　
じ
　
め
　
に

　
『
鵬
兵
庫
』
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

思
想
に
つ
い
て
は
拙
論
、
　
『
鵬
冠
子
』
1
不
朽
の
国
家
を
幻
想
し
た
隠
者
の
書
1

（『

剣
繒
@
教
』
第
5
9
号
所
収
）
を
含
め
、
内
外
に
二
、
三
の
考
察
が
あ
る
。
し
か
し
三

冠
子
と
い
う
人
物
、
及
び
『
鵬
冠
子
』
と
い
う
書
物
の
成
立
に
関
し
て
は
、
い
ま

だ
手
つ
か
ず
の
状
態
で
あ
る
。
小
論
で
は
第
一
章
で
鵬
冠
子
の
伝
に
つ
い
て
、
第

二
章
で
『
鵬
等
値
』
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
、

一
、
遺
羽
子
伝

歴
代
の
鵡
冠
子
伝
の
考
察

　
戸
冠
子
は
『
三
冠
子
』
三
巻
、
十
九
篇
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

姓
名
・
字
は
し
る
さ
れ
ず
、
生
没
年
も
不
明
で
あ
る
。
通
称
の
鵬
冠
子
は
号
で
、

き
じ
に
似
た
山
鳥
で
あ
る
鵬
鳥
の
羽
で
作
っ
た
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来

す
る
。
服
装
は
粗
末
で
、
衣
や
ぶ
れ
、
く
つ
あ
な
あ
く
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

弟
子
に
凋
媛
が
お
り
、
彼
は
の
ち
趙
の
名
将
と
な
っ
た
。

　
諸
本
の
記
述
を
総
合
し
て
も
、
こ
の
程
度
し
か
わ
か
ら
な
い
。
当
然
、
鵬
冠
子

と
い
う
人
物
の
実
在
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
実
際
、
鵬
冠
子
の
伝
を
し
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
、
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
劉
向
『
七
略
』
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
鵬
三
子
、
常
に
深
山
に
居
り
、
鵬
を
以
て
冠
と
為
す
。
故
に
（
鳥
易
）
冠
子
と
號

　
　
す
。

と
、
生
国
、
服
装
、
弟
子
を
し
る
さ
ず
、
は
な
は
だ
簡
潔
で
あ
り
、
こ
れ
を
う
け

た
・
漢
書
』
芸
文
士
電
道
家
も
、

　
　
三
人
、
深
山
に
居
り
、
鵜
を
以
て
冠
と
為
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
、
楚
人
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
「
漢
志
」
は
『
鵬

冠
子
』
を
一
篇
と
し
、
現
今
の
三
巻
、
十
九
篇
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。
『
鵬

冠
子
』
の
成
立
の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
　
『
鵬
冠
子
』
の
作
者
は
複
数
で

あ
り
、
篇
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
伝
に
あ
る
よ
う
な
鵬
冠
子
が
実
在
し
、
書
物

を
著
し
た
と
い
う
可
能
性
は
う
す
い
だ
ろ
う
。
仮
に
実
在
し
、
書
物
を
あ
ら
わ
し

た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
「
漢
志
」
に
載
せ
る
一
篇
の
み
で
あ
り
、
　
『
平
冠
子
』

十
九
篇
す
べ
て
を
そ
の
作
と
考
え
る
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
。

　
鵬
甲
子
の
伝
は
他
に
『
風
俗
通
』
・
『
列
歩
寄
』
・
『
高
士
伝
』
等
に
み
え
る
。

ま
ず
『
風
俗
通
』
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
｝

　
a
、
冠
氏
は
、
古
の
賢
者
、
直
轄
子
の
後
な
り
。
　
（
侠
遠
巻
五
、
氏
姓
上
）

　
b
　
鵬
冠
氏
は
、
楚
の
賢
人
、
鵬
を
以
て
冠
と
為
す
。
因
り
て
氏
す
。
　
（
侠
文
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（
6
）

　
　
巻
六
、
氏
姓
下
）

た
だ
し
b
は
『
通
志
』
氏
族
略
に
よ
る
と
、
か
な
り
異
同
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
そ
う

　
ぼ
、
虚
誕
氏
は
、
町
人
な
り
、
隣
町
を
以
て
姓
と
為
す
。
鼻
茸
子
書
を
著
わ
す
。

　
こ
れ
ら
を
み
る
に
身
固
の
し
る
し
た
伝
と
は
、
や
や
異
な
る
。
悟
了
で
あ
る
と

い
う
点
は
b
が
同
じ
だ
が
、
ピ
は
宗
騒
人
と
い
う
。
た
だ
し
賛
人
は
巴
夷
で
あ
り
、

巴
は
戦
国
時
代
、
楚
に
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
楚
と
関
連
を
も
つ
よ
う

で
あ
る
。
鵬
冠
を
褐
冠
に
つ
く
る
の
は
、
　
「
鵬
」
と
「
褐
」
が
全
く
同
音
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
褐
は
、
あ
ら
い
粗
末
な
衣
服
を
意
味
す
る
。
　
『
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ
　
　
く
つ
あ
な
あ

仙
伝
』
や
『
高
士
伝
』
が
、
　
「
盗
賊
れ
履
穿
く
」
と
し
る
す
の
は
、
あ
る
い
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
『
風
俗
通
』
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
さ
て
『
列
仙
伝
』
は
、

　
　
鵬
鼠
子
、
或
る
ひ
と
曰
く
盗
人
な
り
。
隠
居
す
。
衣
弊
れ
履
穿
く
。
鵬
を
以

　
　
て
冠
と
為
し
、
其
の
名
を
測
る
莫
し
。
服
に
因
り
て
號
と
為
す
。
書
を
著
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ

　
　
し
道
家
の
事
を
言
う
。
凋
媛
　
常
て
之
に
師
事
す
。

と
、
か
な
り
記
述
が
詳
細
に
な
り
、
新
た
に
弟
子
の
漏
媛
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
9
）

脅
康
の
『
高
士
伝
』
も
、
ほ
ぼ
同
文
だ
が
、

　
　
鵬
藍
子
、
写
る
ひ
と
曰
く
夢
人
と
。
野
山
に
隠
居
し
、
衣
着
れ
履
穿
く
。
鵬
を

　
　
以
て
冠
と
為
し
、
其
の
名
を
測
る
暫
し
。
服
に
因
り
て
號
と
為
す
。
書
を
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
か
つ

　
　
わ
し
て
道
家
の
事
を
言
う
。
馬
媛
　
常
て
之
に
師
事
す
。
媛
　
後
に
趙
に
顕

　
　
わ
る
。
鵬
冠
子
、
其
の
己
を
薦
む
る
を
送
れ
て
や
、
乃
ち
媛
と
絶
て
り
。

と
、
弟
子
の
凋
媛
に
関
す
る
部
分
が
増
幅
さ
れ
、
さ
ら
に
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。

弟
子
の
漏
媛
に
つ
い
て

　
時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
記
述
が
詳
し
く
な
る
と
い
う
の
は
、
奇
妙
で
は
あ

る
が
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
着
目
す
べ
き
は
弟
子
の
隅

媛
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
　
『
風
俗
通
』
以
前
の
伝
に
は
登
場
し
な
か
っ
た
漏
媛
の

出
現
と
、
　
「
漢
志
」
で
は
、
わ
ず
か
一
篇
で
あ
っ
た
書
物
の
冊
数
が
、
　
「
階
志
」

で
は
三
巻
、
唐
で
は
三
巻
、
十
六
篇
と
飛
躍
的
に
増
大
す
る
こ
と
と
の
脈
絡
を
考

え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
劉
向
『
七
略
』
・
「
漢
意
」
と
い
っ
た

．
書
誌
や
、
　
『
風
俗
通
』
の
氏
姓
を
集
め
た
巻
に
お
い
て
詳
し
い
伝
記
が
必
要
と
さ

れ
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
「
漢
志
」
と
同
じ
く
後

漢
に
成
立
し
た
『
風
俗
通
』
の
こ
ろ
、
　
『
鵬
冠
子
』
は
ま
だ
一
篇
の
み
で
あ
り
、

そ
の
一
篇
の
中
に
は
弟
子
の
凋
媛
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
み
る
方
が
考

え
や
す
い
。
現
行
の
『
鵬
珍
肴
』
を
み
る
に
、
凋
媛
は
そ
の
ま
ま
の
文
字
で
は
あ

ら
わ
れ
ず
、
寵
子
（
近
迭
第
七
、
度
万
第
八
、
王
鉄
第
九
、
兵
政
第
十
四
、
学
問
第

十
五
）
、
鷹
媛
（
世
賢
第
十
六
）
、
．
鹿
燥
（
武
霊
王
第
十
九
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
『
列
極
伝
』
の
漏
媛
は
、
漏
騨
に
同
じ
で
戦
国
時
代
に
実
在
し
た
。
孟
嘗
君
の

客
と
な
り
長
鋏
の
剣
を
弾
じ
て
歌
っ
た
話
は
有
名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
高
士
伝
』

の
馬
媛
は
「
趙
に
顕
わ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
史
記
』
の
燕
世
家
に
登
場
す

る
燕
将
劇
辛
を
破
っ
た
趙
翻
然
媛
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
「
袖
書
品
」

と
「
寵
で
ぎ
α
Q
」
は
音
が
似
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
、
　
「
馬
」
の
字
は
も
と
「
焉
」

の
字
で
上
に
つ
い
て
い
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
「
漢
志
」
に
は
兵
権
謀
家
に

『
寵
媛
』
三
篇
、
縦
横
家
に
『
寵
媛
』
二
篇
が
あ
る
。
　
『
善
計
子
』
の
陸
佃
の
注
、

呉
世
撲
の
注
は
と
も
に
廟
子
は
鹿
媛
だ
と
し
、
漏
媛
だ
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た

武
霊
王
第
十
九
に
あ
ら
わ
れ
る
鹿
換
に
つ
い
て
は
、
陸
佃
は
「
蓋
し
媛
の
兄
」
、

呉
世
操
は
「
媛
に
同
じ
」
と
、
注
釈
者
に
よ
っ
て
説
を
異
に
し
て
い
る
。

　
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
　
『
列
仙
伝
』
・
『
高
士
伝
』
の
こ
ろ
、

『
鵬
冠
子
』
は
す
で
に
「
漢
志
」
の
一
篇
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
お
そ
ら
く
干
魚
の
登
場
す
る
世
賢
第
十
六
ま
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
寵

媛
が
『
列
仙
伝
』
・
『
高
士
伝
』
に
影
響
を
与
え
、
し
か
し
何
か
の
加
減
で
「
鹿
」

一12一



が
「
漏
」
に
置
き
か
わ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
の
弟
子
の
漏
媛
の
存
在
は
『
鵬
鈍
子
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の

鍵
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

鵡
冠
の
も
つ
意
味

　
さ
て
鵬
冠
子
の
か
ぶ
っ
た
鵬
冠
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。

ふ
つ
う
新
冠
は
、
①
武
士
の
冠
、
②
隠
士
の
冠
、
③
粗
末
な
服
装
、
と
い
っ
た
解

釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
の
意
味
を
も
つ
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
解
釈
が
わ
か
れ
た
か
と
い
う
道
す
じ
を
考
え
て
み
た

い
。
・

　
鵬
は
勇
猛
な
鳥
で
あ
る
。

　
　
鵬
は
勇
雄
な
り
。
其
の
岡
う
や
一
た
び
死
し
て
乃
ち
止
む
。
（
『
後
漢
書
』
輿

　
　
服
志
下
、
新
冠
）

　
　
　
　
あ
ら
ど
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
鵬
は
鷲
鳥
中
の
果
勤
な
る
者
な
り
。
撰
み
撮
る
所
ご
と
に
、
爪
に
応
じ
て
擢

　
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
砕
く
。

　
　
　
　
　
（
応
勘
『
漢
官
儀
』
）

な
ど
と
み
え
る
。
鵬
は
維
の
類
で
あ
っ
た
か
ら
、
美
し
い
羽
を
も
つ
。
さ
ら
に
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

に
冠
状
の
羽
毛
が
あ
っ
た
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
、
鵬
鳥
の
勇
猛
さ
を
身
に
つ
け
る

た
め
に
、
そ
の
尾
羽
で
冠
を
飾
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
趙
の
武
霊
感
は
鵬
冠
を
与
え
て
武
士
を
表
彰
し
、
秦
も
こ
れ
を
用
い
た
。
漢
で

は
平
帝
が
虎
責
中
郎
将
に
戴
か
せ
、
後
漢
で
は
五
官
・
左
右
・
古
言
・
羽
林
五
中
郎
将

お
よ
び
羽
林
左
右
監
は
、
み
な
鵬
冠
を
冠
し
た
と
さ
れ
る
。
以
上
が
武
鑑
と
し
て
の

鵬
冠
の
推
移
で
あ
る
。
勿
論
、
隠
者
で
あ
る
鵬
愛
子
の
か
ぶ
っ
た
鵬
冠
は
、
後
漢

に
官
吏
の
し
る
し
と
し
て
冠
し
た
武
冠
の
鵬
冠
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
勇

猛
果
敢
、
死
し
て
な
お
退
か
な
い
猛
鳥
、
鵬
の
威
勢
を
体
現
す
る
と
い
う
鵬
冠

の
本
来
の
企
図
を
そ
の
ま
ま
残
す
の
が
、
こ
の
鵬
亡
子
の
鵬
冠
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
隠
士
の
冠
と
さ
れ
る
鵬
冠
だ
が
、
鵬
冠
子
以
外
の
隠
者
が
か
ぶ
っ
た
と
い
う
言

い
伝
え
ば
聞
か
な
い
。
隠
者
一
般
の
服
装
と
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
た
だ
隠

者
一
貧
賎
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
。
さ
ら
に
鵬
と
褐
と
の
音
通
と
い
う
こ
乏
か
ら
、
褐

冠
の
意
味
で
鵬
冠
の
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
鵬
冠
子
の
鵬
冠
は
あ
く
ま
で
も
貧
賎
の
冠
で
は
な
く
勇
武
の
冠
で
あ

る
のこ

の
勇
武
の
冠
と
い
う
像
は
、
　
『
鵬
逗
子
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
の
大
き
な
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
。
こ
の
イ
メ
：
ジ
を
中
心
に
「
漢
志
」
で
わ
ず
か
一
篇
で
あ
っ
た

『
平
冠
子
』
は
大
き
く
ふ
く
れ
あ
が
る
の
で
あ
る
。
近
迭
第
七
・
兵
政
第
十
四
・

天
権
第
十
七
な
ど
兵
家
流
の
思
想
を
ま
じ
え
た
篇
が
多
い
こ
と
。
　
「
漢
志
」
の
兵

権
謀
家
に
著
書
を
し
る
す
鷹
媛
を
弟
子
と
す
る
こ
と
。
鵬
冠
を
武
冠
と
し
た
趙
の
武

霊
菌
を
室
名
と
し
た
篇
を
も
つ
こ
と
。
こ
れ
ら
は
み
な
気
態
を
貧
賎
の
冠
と
し
て

で
は
な
く
、
勇
武
の
冠
と
み
な
し
た
結
果
招
来
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

鵡
三
子
の
無
名
性
と
思
想
と
の
関
わ
り

　
「
漢
志
」
道
家
類
に
著
録
さ
れ
る
『
鵬
世
子
』
は
鵬
冠
子
に
仮
託
し
た
書
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
道
家
類
の
や
は
り
仮
託
の
書
で
あ
る
『
列
子
』
・
『
関
サ
子
』
等
と
は
何

か
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
点
を
あ
げ
れ
ば
、
鵯
冠
子
は
無
名
で
あ
り
、
列

子
．
関
サ
は
有
名
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
列
子
や
関
サ
は
道
家
に

お
け
る
伝
説
的
な
有
名
人
で
あ
る
。
玉
名
の
多
く
あ
ら
わ
れ
を
『
荘
子
』
を
は
じ

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
そ
れ
こ
そ
枚
挙
の
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
登
場
す
る
。
こ

の
列
子
や
関
サ
は
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
伝
説
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
少
の
振
幅

は
あ
ろ
う
が
、
あ
る
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。
有
名
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
絶
大
な
宣
伝
力
で
あ
り
、
な
お
か
つ
信
頼
感
を
も
与
え
る
。
黄
帝

…
経
の
類
い
も
、
こ
の
信
頼
感
に
本
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仮
託
し
て
書
物

一13一



を
作
ろ
う
と
す
る
者
の
心
理
と
し
て
は
、
こ
の
点
に
大
い
に
期
待
す
る
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
一
方
、
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
も
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。

　
女
話
子
は
全
く
無
名
で
あ
る
。
　
『
荘
子
』
や
『
列
子
』
に
も
出
て
こ
な
い
し
、

勿
論
『
史
記
』
に
も
あ
ら
わ
れ
な
い
。
鵬
冠
子
が
登
場
す
る
の
は
何
ら
か
の
形
で

『
鵬
冠
子
』
、
あ
る
い
は
極
冠
と
い
っ
た
も
の
と
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
る
場
合
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
も
生
身
の
人
間
同
士
の
対
話
と
い
う
形
を
と
る
説
話
と
し
て
あ

ら
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
鵬
冠
子
の
無
名
性
は
お
そ
ら
く
企
図
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
伝
説
上
の
有
名
人
は
確
か
に
仮
託
す
る
に
は
都
合
の
よ
い
存
在
か

も
知
れ
な
い
が
、
独
自
の
思
想
を
創
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
付
随
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
説
話
は
む
し
ろ
邪
魔
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
『
鵬
練
子
』
を
み

る
に
多
分
に
客
観
性
・
普
遍
性
を
意
識
し
て
い
る
。
一
部
の
篇
を
除
け
ば
極
端
に

固
有
名
詞
が
少
な
く
、
た
と
え
ば
君
主
を
あ
ら
わ
す
の
に
先
王
・
明
主
・
有
道
の

君
・
無
道
の
君
と
い
っ
た
一
、
般
名
詞
を
用
い
る
が
、
中
国
思
想
に
お
い
て
は
先
王

・
有
道
の
君
と
い
わ
ず
尭
と
よ
び
、
無
道
の
君
で
は
な
く
桀
と
呼
ぶ
方
が
む
し
ろ

普
通
で
あ
る
。
　
『
鵬
冠
子
』
が
そ
れ
を
し
な
い
の
は
、
桑
と
よ
ん
だ
場
合
に
想
起

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が
客
観
性
・
普
遍
性
を
こ
わ
す
こ
と
を
お
そ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
「
成
鳩
」
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
成
鳩
は
私
の
知
る
限
り
『
鵬
冠

子
』
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
固
有
名
詞
で
あ
る
。

　
　
古
の
成
鳩
氏
の
道
、
萬
入
千
歳
。
　
（
王
鉄
第
九
）

と
、
一
万
八
千
年
も
天
下
を
治
め
た
と
さ
れ
る
成
鳩
氏
は
『
三
冠
子
』
で
は
重
要

な
役
割
を
巧
め
る
。

　
陸
運
は
注
し
て
「
蓋
し
天
皇
の
別
號
な
り
」
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て

い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
唐
、
司
馬
貞
の
『
史
記
』
三
皇
本
紀
、
　
「
天
地
初
め
て
立

ち
、
天
皇
氏
有
り
…
。
兄
弟
十
二
人
っ
立
つ
こ
と
各
一
萬
八
千
歳
」
や
、
三
皇
本

紀
の
出
典
と
思
わ
れ
る
緯
書
類
の
記
事
を
参
考
と
し
て
の
類
推
だ
ろ
う
。

　
成
鳩
を
天
皇
だ
と
す
る
陸
佃
の
注
は
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ

の
注
で
は
な
ぜ
有
名
な
天
皇
の
名
を
あ
げ
ず
に
無
名
の
成
鳩
を
し
る
し
た
の
か
と

い
う
疑
問
は
一
向
に
解
決
さ
れ
な
い
。

　
出
直
も
や
は
り
『
鵬
郵
信
』
が
創
り
出
し
た
新
し
い
象
徴
で
あ
っ
た
ろ
う
。
鵬

冠
子
自
体
、
も
と
も
と
勇
武
の
冠
を
か
ぶ
っ
た
隠
者
と
い
う
方
向
づ
け
以
外
、
何

の
伝
説
を
も
思
い
浮
か
ば
せ
な
い
一
種
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
つ
た
無
名
の

固
有
名
詞
と
い
う
も
の
は
、
人
を
惹
き
つ
け
る
一
種
の
目
新
し
さ
と
、
一
般
名
詞

で
終
始
す
る
場
合
に
比
べ
て
、
あ
る
種
の
現
実
感
を
そ
な
え
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
　
「
古
の
成
鳩
氏
の
道
」
と
い
わ
れ
れ
ば
、
例
え
そ
れ
が
は
じ
め
て
聞
く
名
で

あ
っ
て
も
、
曖
昧
模
糊
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
深
遠
さ
を
感
じ
さ
せ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
尭
・
舜
の
よ
う
に
手
垢
に
ま
み
れ
固
定
し
て

し
ま
っ
た
存
在
よ
り
、
は
る
か
に
新
鮮
で
強
烈
な
感
覚
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
鵬
皇
子
の
伝
に
つ
い
て
の
考
察
は
終
わ
る
。
　
「
漢
志
」
で
一
篇
で
あ
っ

た
書
物
が
現
今
の
三
巻
、
十
九
篇
に
ふ
く
れ
あ
が
る
過
程
に
、
こ
の
鵬
砂
子
と
い

う
人
物
、
あ
る
い
は
そ
の
冠
し
た
鵬
冠
の
つ
く
り
出
す
イ
メ
：
ジ
が
大
き
く
作
用

し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
、
　
『
鵬
冠
子
』
の
成
立

書
誌
に
よ
る
回
数
の
違
い

　
『
鵬
冠
子
』
は
「
漢
志
」
で
は
一
篇
と
し
る
さ
れ
る
。
し
か
し
「
階
志
」
・
「
唐

志
」
で
は
三
巻
で
あ
り
、
唐
の
牛
乳
は
十
六
篇
本
を
読
ん
で
い
る
。
こ
の
大
幅
な

篇
数
の
差
異
に
よ
り
、
清
の
銚
際
恒
は
『
古
今
偽
書
考
』
で
『
鵬
蛭
子
』
を
偽
書

と
断
じ
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
『
鴫
冠
子
』
は
確
か
に
偽
書
で
あ
る
。
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し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
研
究
す
る
価
値
が
な
い
と
し
て
そ
の
書
物
の
内
容
を
過

小
評
価
す
る
こ
と
は
よ
く
な
い
。
有
名
な
偽
書
『
古
文
尚
書
』
・
『
孔
子
家
語
』

に
し
て
も
、
あ
る
部
分
は
必
ず
古
代
の
真
実
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
最
初

か
ら
終
わ
り
ま
で
全
く
根
拠
の
な
い
空
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
六
朝
に
な
っ
た
『
列
子
』
、
そ
れ
に
『
苛
子
』

や
『
荘
子
』
あ
る
い
は
『
韓
非
子
』
の
後
学
が
書
き
加
え
た
部
分
も
厳
密
に
い
え

ば
偽
書
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
読
む
価
値
が
な
い
と
は
誰
も

考
え
て
い
な
い
。
　
『
鵬
上
子
』
に
は
『
戦
国
策
』
や
最
近
中
国
で
出
土
し
た
漢
初

の
書
物
、
『
経
法
』
・
『
十
大
経
』
と
重
複
す
る
内
容
を
も
つ
箇
所
が
見
受
け
ら
れ

る
。
　
『
鵬
冠
子
』
と
そ
れ
ら
の
書
物
の
ど
ち
ら
が
古
い
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
重
複
す
る
部
分
は
そ
の
時
代
に
通
行
し
て
お
り
、

そ
れ
な
り
の
影
響
を
与
え
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
『
鵬
魚
子
』
に
は

抽
象
的
な
論
理
を
展
開
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。
こ
れ
は
歴
史
的
事
実
を
曲
げ
よ

う
と
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
偽
書
に
比
べ
、
偽
書
で
あ
る
こ
と
の
短
所
は
は
る
か

に
少
な
い
。

　
現
今
の
『
鵬
冠
子
』
は
十
九
篇
で
あ
り
、
韓
語
の
も
の
よ
り
三
篇
多
い
。
注
釈

者
の
陸
佃
（
煕
寧
㎜
1
㎜
の
進
士
）
は
北
宋
の
人
で
あ
る
た
め
、
北
宋
で
は
十
九
篇

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
陸
佃
よ
り
少
し
前
だ
と
思
わ
れ
る
左
褄
臣
（
天

聖
㈱
1
㎜
の
進
士
）
の
『
崇
文
総
目
』
は
韓
愈
よ
り
一
篇
少
な
い
十
五
篇
で
あ
り
、

陸
佃
よ
り
少
し
お
く
れ
る
晃
公
武
（
紹
興
㎜
一
㎜
の
進
士
）
の
『
郡
斎
読
書
志
』
も

十
五
篇
と
す
る
。
　
『
文
献
通
考
』
・
『
四
庫
提
要
』
は
『
読
書
志
』
の
別
本
を
引

く
。
こ
れ
に
よ
る
と
八
巻
本
が
あ
っ
た
と
い
う
。
前
三
巻
は
『
墨
子
』
に
全
く
同

じ
で
、
後
二
巻
は
漢
以
後
の
こ
と
を
ひ
い
て
い
る
の
で
晃
公
武
が
削
去
し
て
十
九

篇
と
し
た
と
す
る
。
長
躯
孫
（
豊
平
脳
－
聯
立
興
府
知
）
　
の
『
直
覚
書
録
解
題
』
は

陸
佃
の
こ
と
に
ふ
れ
十
九
篇
と
す
る
。

南南南北北唐毒虫後
直道宋宋宋’”漢

面
心
、

韓
愈
、

無
題
臣
、
．

陸
々
、

晃
公
武
、

晃
公
武
、

陳
振
孫
、

「
漢
志
」

「
階
志
」

「
唐
志
」

『
崇
文
総
目
』

『
鵬
加
子
解
』

『
郡
斎
読
書
志
』

『
郡
斎
読
書
志
』
別
本
、

『
直
墨
書
録
解
題
』

か
ら
「
陪
志
」

巻巻巻
三
巻
、

三
巻
、

一
篇
、

十
六
篇
、

十
五
篇
、

十
九
篇
、

十
五
篇
、

十
九
篇
、

十
九
篇
、

　
右
の
よ
う
に
「
篤
志
」
　
　
　
　
　
ま
で
の
消
息
が
全
く
不
明
で
あ
る
が
、

こ
の
間
に
『
鵬
冠
子
』
の
大
部
分
が
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
陸
佃
の
注
釈
本
は

十
九
篇
で
あ
る
た
め
、
韓
愈
の
読
ん
だ
も
の
よ
り
三
篇
多
い
。
単
純
な
計
算
は
禁

物
で
あ
る
が
、
陸
座
本
が
唐
以
後
に
付
加
さ
れ
た
篇
を
含
む
可
能
性
は
大
き
い
。

　
引
用
さ
れ
た
『
鵬
冠
子
』
と
現
行
本
と
の
比
較

　
次
に
諸
書
に
引
用
し
て
あ
る
『
鵬
量
子
』
．
が
、
現
行
本
の
ど
の
篇
に
あ
た
る
か

を
調
べ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
『
修
文
殿
御
覧
』
に
道
端
第
六
を
ひ
く
。
唐
の
『
群
書
治
要
』
は
博
選
第

一
・
著
希
第
二
・
世
賢
第
十
六
の
三
篇
を
ひ
く
。
韓
愈
は
博
選
第
一
と
学
問
第
十

五
を
称
し
て
い
る
。
柳
宗
元
は
現
今
の
世
世
第
十
二
に
あ
る
部
分
を
取
り
上
げ
、

曹
ハ
誼
の
「
鵬
短
点
」
よ
り
の
引
用
だ
と
し
て
い
る
の
で
世
兵
篇
は
当
時
あ
っ
た
よ

う
だ
。
　
『
後
漢
書
』
馬
融
伝
の
李
旧
注
に
ひ
く
『
鵬
冠
子
』
は
現
今
の
泰
録
第
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

一
に
あ
る
。
　
『
太
平
御
覧
』
は
最
も
多
く
て
、
博
選
第
一
（
能
天
第
十
八
）
、
天

則
第
四
、
環
流
第
五
、
道
端
第
六
、
度
万
第
入
、
泰
斗
第
十
一
㌔
世
直
写
十
二
、

世
賢
第
十
六
を
ひ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
篇
の
順
に
並
べ
て
み
る
と
、
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即
断
は
許
さ
れ
な
い
が

　
　
　
　
　
　
ま
た
篇
の
順
序
は
そ
う
移
動
し
な
い
と
考
え
れ
ば
、

篇
は
世
賢
第
十
六
ま
で
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
博
選
第
一
、

　
倉
皇
第
二
、

　
夜
行
第
三
、

　
　
天
則
第
四
、

　
　
環
流
第
五
、

　
道
端
第
六
、

　
　
近
迭
第
七
、

　
度
万
言
入
、

　
　
王
鉄
第
九
、

　
　
泰
鴻
第
十
、

　
　
泰
録
第
十
一
、

　
　
世
丘
ハ
第
十
二
、

　
　
備
知
第
十
三
、

　
　
兵
政
第
十
四
、

　
　
学
問
第
十
五
、

　
　
世
賢
第
十
六
、

　
　
天
権
第
十
七
、

　
　
能
天
心
十
八
、

　
　
武
霊
王
第
十
九
、

と
な
る
。

て
い
る
こ
と
、

『
三
冠
子
』
の
出
典

『
群
書
治
要
』
・
韓
愈
・
『
太
平
御
覧
』
、

『
群
書
治
要
』

ナ
シ『

太
平
御
覧
』

『
太
平
御
覧
』

『
修
文
殿
御
覧
』
・
『
太
平
御
覧
』

ナ
シ『

太
平
御
覧
』

ナ
シ

ナ
シ

李
賢
・
『
太
平
御
覧
』

柳
宗
元
・
『
太
平
御
覧
』

ナ
シ

ナ
シ

韓
愈『

群
書
治
要
』
・
『
太
平
御
覧
』

ナ
シ

（『

ｾ
平
御
覧
』
）

ナ
シ

　
　
　
　
、
唐
の
『
群
書
治
要
』
に
世
賢
聖
が
引
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
韓
愈
の
十
六

『
鵬
嗣
子
』
の
出
典
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
偽
書
と
考
え
ら
れ
て
い
る
割
に

は
、
む
し
ろ
異
例
に
少
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
勿
論
、
ど
の
程

度
ま
で
を
出
典
と
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
数
は
大
き
く
上
下
す
る
。
さ
し

て
重
要
で
な
い
語
句
の
類
似
、
ま
た
内
容
は
似
て
い
る
が
文
章
が
全
く
異
な
る
も

の
は
、
こ
こ
で
は
出
典
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
逆
に
『
平
冠
子
』
を
出
典
と
す

る
場
合
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
そ
の
都
度
、
考
察
し
た
い
。

L
博
選
第
一

　
…
権
人
有
五
至
、
一
日
伯
己
、
二

　
日
什
己
、
三
日
若
己
、
四
日
廟
役
、

　
五
日
徒
隷
…
、
賢
聖
者
以
博
選
為

　
本
者
也
。
博
選
者
以
五
至
為
本
者

　
也
。
故
北
面
而
事
之
、
則
伯
己
者

　
至
。
先
趨
而
後
息
、
先
間
而
後
戸
、

　
則
什
己
者
至
。
人
趨
己
趨
、
則
若

　
己
者
至
。
葱
几
櫨
杖
、
指
磨
而
使
、

　
則
厩
役
者
至
。
　
（
欠
文
）
咄
、
則

　
徒
隷
之
人
至
　
。
故
帝
者
與
師
塵
、

　
王
者
與
友
庭
、
亡
主
與
徒
庭
、
故

　
徳
萬
人
者
謂
之
簡
、
徳
千
人
者
、

　
謂
之
豪
、
徳
百
人
者
、
謂
之
英
。

ま
ず
博
選
篇
で
あ
る
が
、
　
『
戦
国
策
』

『
戦
国
策
』
燕
策

…
郭
院
先
生
斜
日
、
帝
三
千
師
庭
、

王
者
與
編
述
、
覇
者
與
弓
庭
。
亡

國
與
役
庭
。
謡
指
而
事
之
、
北
面

而
受
學
則
百
己
者
至
。
先
斗
而
後

編
、
先
間
而
後
詰
…
、
三
十
己
馬
継
。

人
平
己
趨
、
則
若
己
三
二
。
漏
几

擦
杖
、
晒
視
指
使
、
則
三
役
駕
御

至
。
若
恣
雌
奮
撃
陶
三
位
咄
、
則

徒
隷
之
人
至
　
。
此
古
服
道
致
証

悟
法
華
。
王
事
博
選
國
中
之
賢
者
、

而
朝
其
門
下
、
天
下
聞
王
朝
其
賢

臣
、
天
下
之
士
必
趨
三
図
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燕
策
の
郭
院
の
語
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

博
選
篇
は
短
い
篇
で
あ
る
た
め
篇
の
大
部
分
が
こ
の
『
戦
国
策
』
の
語
で
占
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
首
篇
の
博
選
第
一
と
『
戦
国
策
』
と
の
先
後
を
見
き
わ
め
る
こ

と
は
『
鵬
冠
子
』
の
成
立
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
全
体
を
通
読
し
て
の
印
象
を
し
る
す
と
、
博
選
篇
の
方
が
論
理
的
で
整
然

と
し
て
お
り
単
語
も
平
易
で
あ
る
。
例
え
ば
『
戦
国
策
』
の
「
曝
」
が
「
黙
」
に
、
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「
血
忌
指
使
」
が
「
指
魔
」
、
「
厩
役
」
が
「
厩
役
」
な
ど
、
ま
た
「
亡
國
信
徒
庭
」

が
「
悪
事
酒
徒
慮
」
と
意
味
も
通
じ
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
何
と

も
い
え
な
い
が
、
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
を
わ
か
り
に
く
く
書
き
改
め
る
よ
り
、

わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
を
わ
か
り
や
す
く
書
き
な
お
す
こ
と
の
方
が
あ
り
う
べ
き

こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
『
戦
国
策
』
に
は
「
此
れ
古
の
道
に
服
し
士
を
致

す
の
法
な
り
』
と
、
暗
に
出
典
を
認
め
る
文
が
あ
る
。
明
の
三
豊
は
こ
れ
に
よ
っ

て
博
選
篇
を
『
戦
国
策
』
以
前
の
も
の
だ
と
し
た
。
し
か
し
う
が
っ
た
見
方
を
す

れ
ば
、
こ
の
言
葉
を
利
用
し
て
博
選
篇
を
作
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
結

．
局
の
と
こ
ろ
断
定
的
な
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
博
選
篇

と
『
戦
国
策
』
は
共
通
の
内
容
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
た
と
え
博
選

篇
そ
れ
自
身
で
は
な
く
と
も
、
同
内
容
の
思
想
が
『
戦
国
策
』
あ
る
い
は
そ
れ
以

前
に
流
布
し
て
い
た
と
も
み
な
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
2
著
希
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
副
子
』
内
篇
、
雑
上

　
　
上
有
随
君
、
下
無
直
辞
、
君
有
驕
　
　
下
無
直
解
、
上
有
軽
骨
、
民
多
可

　
　
行
、
民
多
誰
言
。
　
　
　
　
　
　
　
　
言
、
君
有
驕
行
。

　
こ
れ
は
嬰
子
が
「
臣
聞
く
」
と
し
て
引
用
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
当
時
通
行
し
て
い

た
諺
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ほ
ど
参
考
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
四
章

翫
夜
行
第
三

　
筆
工
不
見
其
後
、
迎
而
不
見
其
首
、

　
成
功
遂
事
、
要
望
其
状
、
圖
触
発

　
載
、
名
弗
能
墨
、
強
運
之
読
、
笏

　
山
導
乎
、
中
有
単
記
、
置
型
笏
乎
」

　
中
有
物
乎
、
育
製
造
量
、
中
有
精

　
乎
、
致
信
究
情
、
復
反
無
貌
。

な
ど
。
こ
れ
は
『
老
子
』
と
酷
似
す
る
。

『
老
子
』

…
復
蹄
於
無
物
。
是
謂
無
状
之
状
、

無
物
景
象
。
是
謂
予
兆
、
理
髪
不

見
其
首
、
随
之
不
見
其
後
。

『
老
子
』
第
二
十
一
章
、

…
其
中
有
象
、
慨
号
惚
今
、
其
中

有
物
、
窃
今
冥
分
、
草
中
有
精
h
：

先
程
と
同
様
、
時
代
の
先
後
は
定
め

が
た
い
と
は
い
え
、
　
「
成
功
遂
事
」

の
語
句
で
あ
る
。
こ
の
篇
は
ま
ず

・
つ
。　

4
身
魂
第
九

　
　
伍
伍
爲
之
長
、
十
伍
爲
里
、
囲
障

　
　
有
司
、
四
里
爲
扁
、
扁
爲
之
長
、

　
　
十
扁
爲
郷
、
郷
置
師
、
…
（
中
略
）

　
　
…
少
則
同
循
、
長
則
同
友
、
游
教

　
　
器
品
、
祭
祀
同
福
、
死
生
同
愛
、

　
　
蝸
災
同
憂
、
居
庭
同
樂
、
．
行
作
同

　
　
和
、
吊
賀
同
雑
、
実
泣
同
郷
。
…

　
　
騙
欣
足
以
相
助
、
倥
諜
足
以
心
止
、

　
　
安
平
相
馴
、
軍
旅
相
保
、
夜
戦
則

　
　
三
舞
相
信
、
昼
載
鼎
足
以
相
配
。

　
こ
れ
も
ま
た
そ
っ
く
り
の
文
章
で
あ
る
。

国
」
・
「
令
サ
」
と
い
っ
た
楚
独
特
の
官
職
、

と
い
っ
た
、

る
の
は
無
理
の
よ
う
だ
が
、

・
「
強
飯
之
読
」
の
句
も
明
ら
か
に
『
老
子
』

『
老
子
』
の
後
に
成
立
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

　
　
　
　
　
こ
れ
ま
た
斉
特
有
の
名
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
れ
に
し
て
も
戦
争
を
意
識
し
、

の
平
時
の
重
要
性
を
説
い
た
文
章
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、

時
代
、
ま
た
地
域
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
翫
世
丘
ハ
第
十
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茜
酒
興
、
　
　
「
単
一
鳥
賦
」

　
　
…
水
激
則
旱
、
矢
激
則
遠
、
精
紳
．
…
水
激
則
旱
分
、
矢
激
則
遠
、
萬

　
　
回
薄
、
振
蕩
相
轄
、
遅
速
有
命
、
　
　
物
週
薄
、
振
垂
耳
蒋
、
…
遅
速
有

　
　
必
中
三
五
、
合
散
消
息
、
挙
証
其
　
　
命
号
、
焉
識
其
時
、
　
（
後
略
）

　
　
．
時
、
　
（
後
略
）

『
年
子
』
軌
匡

…
制
五
家
以
爲
軌
、
重
留
之
長
、
、

十
軌
爲
里
、
里
有
司
、
四
里
爲
連
、

連
之
長
、
十
連
爲
郷
、
郷
有
良
人
、

以
還
軍
令
、
…
（
中
略
）

…
少
相
居
、
長
相
游
、
祭
祀
相
輻
、

死
喪
早
事
、
渦
砂
質
憂
、
居
事
相

樂
、
行
野
相
和
、
党
弊
相
哀
。
是

故
夜
戦
昏
昏
相
聞
、
四
物
無
乱
、

昼
戦
其
目
相
見
、
足
以
相
識
、
騨

欣
足
早
相
死
。

中
略
し
た
部
分
に
王
鉄
篇
で
は
「
柱

『
管
子
』
で
は
「
高
子
」
・
「
国
子
」

　
　
　
　
こ
れ
も
ま
た
先
後
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
戦
時
に
備
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
穏
と
し
た
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略
し
た
部
分
に
も
順
序
は
同
じ
で
な
い
が
同
一
の
部
分
が
多
い
。
世
兵
卒
は
『
鵬

冠
子
』
の
中
で
は
駄
面
で
あ
る
。
頁
誼
の
賦
と
重
複
す
る
部
分
以
外
を
み
る
に
、

や
た
ら
と
固
有
名
詞
が
多
く
、
記
述
が
断
片
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
文
章
も
ま
ず
い
。

そ
の
た
め
「
鵬
鳥
賦
」
に
相
当
す
る
部
分
と
は
か
な
り
の
違
和
感
を
生
じ
て
お
り
、

い
か
に
も
こ
の
部
分
を
挿
入
し
た
と
い
う
感
じ
を
う
け
る
。
柳
宗
元
は
こ
の
世
雄

篇
に
よ
っ
て
『
塩
類
子
』
全
部
を
偽
作
と
断
定
し
た
。
彼
の
考
え
に
は
全
面
的
に

は
承
服
し
か
ね
る
が
、
お
そ
ら
く
塩
竃
の
一
篇
は
頁
誼
以
後
の
偽
作
で
あ
ろ
う
。

た
だ
頁
誼
は
楚
の
地
と
深
く
関
わ
り
を
も
つ
の
で
、
世
兵
篇
も
楚
で
作
ら
れ
た
と

い
う
可
能
性
は
つ
よ
い
。

　
6
。
天
権
第
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
荘
子
』
天
運

　
　
一
送
迎
膚
、
不
腺
翌
旦
、
半
糠
入
目
、
夫
播
糠
継
目
、
則
天
地
四
方
易
位

　
　
四
方
弗
治
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
蚊
虻
噌
膚
、
則
通
昔
不
腺
　
。

　
こ
れ
も
諺
的
な
一
節
で
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
。
天
権
篇
は
唐
以
後
『
鵬
葦

子
』
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
述
す
る
が
、
馬
王

堆
出
土
の
『
称
』
と
も
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
を
も
う
少
し
考
え

て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
七
三
年
、
　
『
老
子
』
な
ど
と
と
も
に
馬
王
堆
で
出
土
し
た
『
経
法
』
・
『
十

大
経
』
・
『
称
』
と
は
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。

①
天
則
第
四

　
以
奇
相
御
、

②
道
端
第
六

　
至
神
之
極
、
見
直
不
惑
。

③
度
万
第
八

．
法
者
使
去
私
就
公
、

④
王
台
第
九

『
経
法
』
道
法

以
奇
相
御
、

『
過
法
』
論

至
神
之
極
、
　
（
欠
）
知
不
惑
。

『
経
法
』
道
法

去
私
而
立
公
、

『
経
法
』
道
法

　
同
如
林
木
、
積
如
倉
粟
、
斗
石
以

　
陳
、
升
委
無
失
也
。

⑤
泰
鴻
第
十

　
日
信
出
今
入
、
南
北
有
極
、
度
之

　
稽
也
。
月
信
死
信
生
、
進
退
有
常
、

　
敦
之
稽
也
。
列
星
不
乱
其
迄
、
代

　
而
不
干
、
位
之
稽
也
。
天
明
三
以

　
定
一
。

⑥
世
兵
第
十
二

　
受
数
普
天
、
定
位
於
地
、
成
名
於

　
人
。

⑦
兵
政
第
十
四

　
道
生
法
。

⑧
天
権
第
十
七

　
彼
立
表
而
望
者
不
惑
、
按
法
而
割

　
者
不
疑
。

　
馬
王
堆
漢
墓
の
出
土
品
は
文
帝
の
頃
の
も
の
で
あ
る
。

成
立
は
文
帝
期
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

法
』
等
の
出
典
と
し
て
あ
げ
た
も
の
は
、

越
語
下
・
『
韓
非
子
』
・
『
呂
氏
春
秋
』

・
『
荘
子
』
は
そ
れ
ほ
ど
な
く
、
　
『
申
子
』

全
く
な
い
、
と
い
っ
た
特
徴
を
も
つ
。
出
典
か
ら
み
る
に
法
家
に
も
っ
と
も
近
く

儒
家
と
は
も
っ
と
も
縁
遠
い
書
物
群
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
『
鵬
冠
子
』
と
の
同
異
を
み
る
に
、
①
②
③
⑦
は
短
文
で
あ
り
、
偶
然
の
一
致

事
如
直
木
、
多
毛
倉
粟
、
転
石
己

具
、
尺
寸
皆
紅
、
当
無
所
逃
其
瀞
。

　
『
観
法
』
論

判
之
一
也
。
天
三
一
以
明
三
。
日

信
弓
丈
入
。
南
北
有
○
、
○
○
○

○
、
月
信
生
信
死
、
進
退
有
常
、

数
之
稽
也
。
列
星
有
数
、
而
不
失

其
行
、
信
之
稽
也
。
天
明
三
年
定

二
。

　
『
十
大
経
』
立
命

吾
受
命
子
天
、
定
位
子
地
、
成
名

干
人
。

　
『
経
法
』
道
法

道
生
法
。

　
『
称
』

侍
表
而
望
則
不
惑
、
案
法
而
治
則

不
齪
。

　
　
　
　
　
当
然
こ
れ
ら
の
書
物
の

馬
王
堆
漢
墓
吊
書
整
理
小
組
が
『
経

『
鵬
冠
子
』
の
外
に
『
管
子
』
・
『
国
語
』

・
『
潅
南
子
』
等
が
多
く
、
　
『
老
子
』

は
あ
る
が
『
論
語
』
・
『
孟
子
』
は
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と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
④
⑤
⑥
⑧
は
比
較
的
長
文
で
あ
り
、
明
ら
か
に

出
典
と
み
な
せ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
参
照
し
た
の
か
。
ま
た
別
に
原

本
が
存
在
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
判
然
と
し
な
い
。

　
た
だ
当
時
の
政
治
は
黄
老
が
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
が
書
物
に
及
ぶ
こ
と

は
あ
っ
た
ろ
う
。
　
『
十
大
経
』
に
黄
帝
が
多
く
登
場
す
る
の
は
恐
ら
く
黄
老
の
影

響
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
研
究
者
は
『
経
年
』
・
『
十
大
経
』
・
『
称
』
・
『
道
原
』

を
「
漢
江
」
に
み
え
る
亡
即
し
た
『
黄
帝
四
経
』
だ
と
し
て
い
る
。
私
は
あ
る
書

物
が
時
代
を
経
ず
し
て
亡
記
し
て
し
ま
う
の
は
、
結
局
そ
の
書
の
内
容
が
西
里
さ
れ

る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
　
『
三
法
』
等
が
『
黄

帝
四
経
』
で
あ
る
こ
と
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
　
『
鵬
冠
子
』
と
類
似
の
思

想
が
、
漢
初
の
し
か
も
楚
の
地
に
存
在
し
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な

成
果
で
あ
ろ
う
。

「
漢
志
」
の
一
篇

　
「
漢
志
」
の
一
篇
が
現
今
の
『
鵬
面
子
』
に
含
ま
れ
る
の
か
。
含
ま
れ
る
と
す

れ
ば
ど
の
篇
に
相
当
す
る
の
か
。
こ
れ
は
『
鵬
五
重
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
も

っ
と
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
　
『
鵬
面
子
』
は
「
漢
志
」
の
一
篇
を
核
と
し
、

他
の
十
数
篇
を
果
肉
や
皮
と
し
て
成
長
し
て
き
た
筈
で
あ
る
。

　
「
漢
志
」
の
一
篇
で
あ
る
可
能
性
が
も
っ
と
も
大
き
い
の
が
二
選
第
一
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
首
篇
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
戦
国
策
』
と
同

等
の
内
容
を
も
ち
、
戦
国
末
の
思
想
の
一
端
を
伝
え
る
と
み
な
せ
る
こ
と
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。
民
国
の
呉
世
換
も
博
選
篇
だ
と
す
る
ゆ
　
『
管
子
』
弟
子
職
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

く
博
選
篇
も
単
行
本
と
し
て
包
含
に
通
行
し
て
い
た
と
い
う
。

　
出
典
か
ら
み
る
に
、
天
則
第
四
、
道
端
第
六
、
度
万
第
八
、
王
鉄
第
九
、
泰
鴻

第
十
、
世
兵
籍
十
二
、
丘
ハ
政
第
十
四
、
天
権
第
十
七
も
戦
国
時
代
か
ら
歯
糞
初
期

に
か
け
て
の
思
想
を
伝
え
て
い
る
と
み
な
せ
ば
可
能
性
は
あ
る
。

　
博
細
雪
に
は
鵬
面
子
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
班
固
の
し
る
し
た
鵬
遺
子
の
特
徴
、

①
楚
人
②
深
山
に
住
む
③
鵬
の
冠
を
か
ぶ
る
、
と
い
っ
た
も
の
も
読
み
と
れ
な
い
。

か
と
い
っ
て
博
選
以
外
の
諸
篇
に
お
い
そ
も
、
わ
ず
か
に
王
鉄
第
九
が
「
岩
国
」

・
「
令
サ
」
と
い
っ
た
楚
独
自
の
官
職
に
よ
り
楚
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
の

み
で
あ
る
。
た
だ
博
選
篇
の
冒
頭
の
「
王
鉄
非
一
世
之
器
…
」
の
語
を
受
け
て
、

そ
の
王
胤
篇
が
成
立
し
た
と
み
な
せ
ば
、
博
魂
送
を
『
鵬
魚
子
』
に
お
け
る
も
っ

と
も
古
巨
篇
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

各
篇
の
内
容

次
に
各
篇
の
内
容
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

博
選
第
一
、

著
希
第
二
、

夜
行
第
三
、

天
則
第
四
、

環
流
第
五
、

道
端
第
六
、
、

紅
血
第
七
、

度
万
第
八
、

王
鉄
第
九
、

君
主
が
人
材
を
求
め
る
方
法
。

人
主
は
要
を
聞
く
べ
し
。

世
界
を
構
成
す
る
微
妙
な
も
の
を
体
得
す
る
の
が
聖
人
の
道
。
，

聖
王
は
天
の
法
則
性
に
の
っ
と
る
べ
し
。
ま
た
民
を
重
ん
ず
。

一
か
ら
派
生
す
る
も
の
に
よ
っ
て
世
界
は
構
成
さ
れ
る
。
主
宰

す
る
も
の
が
法
。
そ
の
是
非
は
時
・
命
に
よ
る
。
時
・
命
を
決

す
る
も
の
が
聖
人
。

君
主
の
治
国
の
法
。
因
島
の
道
（
聖
人
等
に
任
せ
る
）
に
よ
る

無
為
の
治
。

戦
争
は
し
な
い
方
が
よ
い
。
兵
は
百
年
に
一
度
し
か
用
い
な
い

と
し
て
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
　
（
滅
ぼ
さ
れ
る
不
安
）

五
種
類
の
統
治
法
、
神
化
・
官
治
・
教
治
・
因
治
・
事
治
。
も

っ
と
も
現
実
的
な
も
の
が
事
治
で
法
制
を
重
ん
ず
。

滋
雨
の
制
・
計
・
道
（
具
体
的
な
政
治
制
度
・
厳
刑
主
義
・
官
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泰
鴻
第
十
、

泰
録
第
十
一
、

世
目
口
第
十
二
、

備
知
第
十
三
、

兵
浮
動
十
四
、

学
問
第
十
五
、

世
賢
．
第
十
⊥
ハ
、

天
権
第
十
七
、

能
天
第
十
八
、

　
武
二
王
第
＋
九
、

　
述
べ
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
か
と
思
う
が
、

と
の
内
容
で
あ
る
。

ど
個
々
を
見
れ
ば
、

れ
な
い
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
篇
が
何
ら
か
の
形
で
国
家
に
つ
い
て
説
か

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
強
固
で
不
朽
の
国
家
を
つ
く
り
あ
げ
る
、
と
い
う
大

き
な
テ
ー
マ
の
も
と
に
『
鵬
冠
子
』
と
い
う
書
物
が
出
来
あ
が
つ
た
よ
う
に
思
え

る
。

制
は
楚
）
不
朽
の
国
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
。

天
・
地
・
人
の
三
者
は
一
で
あ
り
、
法
則
に
三
つ
く
。

天
地
は
変
化
し
な
い
も
の
の
規
範
、
そ
の
終
始
を
知
る
人
が
神

聖
の
人
。
君
主
は
、
こ
の
人
に
教
を
受
け
る
べ
し
。

五
帝
三
王
の
徳
が
衰
え
た
の
で
兵
が
あ
る
。
勝
つ
た
め
の
具
体

例
を
あ
げ
る
。

昔
の
理
想
で
あ
る
老
子
的
小
国
寡
民
論
と
、
現
実
に
己
が
名
臣

と
し
て
採
用
さ
れ
る
方
法
。

天
・
ゴ
地
．
人
．
賞
・
罰
と
い
う
用
兵
の
法
。
そ
れ
で
も
勝
て
な

い
の
は
物
の
性
と
勢
を
知
ら
な
い
か
ら
。

貴
賎
は
時
に
よ
り
常
が
な
い
。
善
の
善
た
る
を
知
る
こ
と
が
大

切
。真

に
す
ば
ら
し
い
医
者
は
扁
鵤
の
長
兄
の
よ
う
に
神
を
み
る
。

世
の
賢
者
も
そ
れ
に
な
ら
う
べ
し
。

丘ハ

ﾍ
天
を
有
ち
、
人
を
有
ち
、
地
を
有
つ
。

道
は
天
地
自
然
と
同
じ
く
人
格
的
な
意
思
を
も
た
な
い
。
安
危

存
亡
は
勢
・
理
。
聖
人
は
道
を
体
得
す
る
。

戦
に
勝
つ
た
め
の
具
体
的
な
方
法
。
存
亡
は
己
自
身
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
が
、
ご
く
大
ま
か
な
篇
ご

　
人
材
の
登
用
法
、
国
を
治
め
る
方
法
、
戦
争
の
や
り
方
、
な

　
道
家
・
兵
家
・
法
家
と
い
っ
た
具
合
に
細
分
さ
れ
る
か
も
知

各
篇
に
お
け
る
記
述
上
の
特
徴
と
篇
ご
と
に
よ
る
作
者
の
相
異

　
『
鵬
魚
子
』
は
思
想
的
に
は
か
な
り
斉
一
性
を
み
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

各
篇
の
作
者
は
同
一
で
は
な
い
。
文
章
の
感
じ
が
全
く
異
な
る
の
で
一
見
し
て
判

別
で
き
る
部
分
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
な
る
べ
く
具
体
的
事
実
を
あ
げ
て
指
摘
し

て
ゆ
き
た
い
。

　
ま
ず
固
有
名
詞
の
あ
ら
わ
れ
方
に
特
徴
を
も
つ
。
博
選
第
一
、
著
希
第
二
、
夜

行
第
三
、
環
流
第
五
、
道
端
第
六
、
天
領
第
十
七
、
能
天
第
十
入
に
は
固
有
名
詞

は
皆
無
で
あ
り
、
天
則
第
四
に
も
わ
ず
か
に
一
つ
「
九
二
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
み
で

あ
る
。
具
体
例
を
あ
げ
る
こ
と
の
多
い
中
国
思
想
の
書
物
と
し
て
は
、
き
わ
め
て

異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
　
『
老
子
』
が
や
は
り
「
江
」
以
外
に
固
有
名
詞
を
し
る
さ

な
い
。
お
そ
ら
く
意
識
的
に
『
老
子
』
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
夜
行
第

三
が
、
そ
の
出
典
と
し
て
多
分
に
『
老
子
』
を
含
む
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
。

　
博
選
第
一
は
「
漢
志
」
の
一
篇
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
著
希
第
二
、
夜
行

第
三
、
天
則
第
四
、
環
流
第
五
、
道
端
第
六
は
ひ
と
か
た
ま
り
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
著
希
第
二
、
夜
行
第
三
は
後
三
篇
に
比
べ
る
と
か
な
り
篇
が
短
く
、
な
お
か

つ
後
三
篇
に
は
出
典
が
な
い
の
に
比
べ
、
著
希
第
二
は
『
曇
子
』
、
夜
行
第
三
は

『
老
子
』
に
出
典
を
も
つ
。
著
希
第
二
、
夜
行
第
三
と
天
則
第
四
、
環
流
第
五
、

道
端
第
六
は
作
者
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
天
受
話
十
七
、
能
天
第
十
八
は
、
先
に
み

た
六
篇
と
は
篇
が
は
な
れ
す
ぎ
て
い
る
。
さ
ら
に
唐
の
韓
愈
の
十
六
篇
本
以
後
に

作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
、
ど
ち
ら
も
「
天
」
の
字
を
篇
名
に
含
む
こ
と

か
ら
、
こ
の
二
篇
は
お
そ
ら
く
同
一
の
作
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
鵬
丁
子
と
鹿
子
の
問
答
体
よ
り
な
る
篇
を
調
べ
て
み
よ
う
。
近
迭
第
七
、

度
万
第
八
、
王
鉄
第
九
と
兵
落
第
十
四
と
学
問
第
十
五
の
五
篇
。
こ
れ
ら
の
篇
も

概
し
て
固
有
名
詞
が
少
な
い
。
鵬
冠
子
・
寵
子
の
ほ
か
は
近
迭
第
七
に
蒼
頴
、
王
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鉄
第
九
に
成
瀬
・
蒼
頷
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
近
迭
第
七
、
度
万
第
入
、

王
鉄
第
九
ば
内
容
の
掴
み
に
く
い
書
名
で
あ
る
が
、
す
べ
て
忙
中
の
こ
と
ば
を
篇

名
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
兵
政
第
十
四
、
学
問
第
十
五
は
平
易
な
篇
名
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
前
三
篇
と
後
二
篇
は
作
者
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
王
鉄
」
と

い
う
語
は
藩
翰
第
一
に
あ
ら
わ
れ
る
。
王
鉄
弓
の
成
立
は
二
選
篇
の
影
響
を
受
け

て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
国
政
・
学
問
両
篇
も
、
鵬
愚
子
と
鹿
子
の
問
答
体
と

い
う
様
式
を
近
恒
等
の
三
篇
に
な
ら
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
泰
斗
第
十
、
泰
録
第
十
一
は
篇
名
が
類
似
す
る
。
ま
た
下
半
第
十
に
九
平
．
泰

皇
・
泰
一
、
泰
録
第
十
一
に
九
皇
・
泰
一
と
あ
ら
わ
れ
る
固
有
名
詞
も
共
通
す
る
。

お
そ
ら
く
作
者
は
同
一
で
あ
ろ
う
。

　
残
る
四
篇
、
世
兵
第
十
二
、
細
鱗
第
十
三
、
世
子
第
十
六
、
武
霊
王
第
十
九
は

一
転
し
て
固
有
名
詞
が
多
出
す
る
。

　
世
兵
糧
十
二
で
は
、
黄
帝
・
蛍
尤
・
箋
・
禺
・
尊
重
．
有
苗
．
伊
サ
．
太
公
．

羽
子
・
百
里
婁
・
湯
・
桀
・
武
王
・
紺
・
曹
沫
・
桓
公
・
劇
辛
・
魯
．
魯
君
．
燕

・
趙
・
燕
王
・
夫
恋
・
呉
・
越
・
会
稽
・
昏
惑
・
文
墨
。

　
備
知
第
十
三
で
は
、
幡
羅
・
叔
斉
・
申
徒
秋
・
尭
・
舜
・
湯
・
武
．
商
容
．
筆

墨
・
伊
歩
・
周
・
太
公
・
秦
・
百
里
・
楚
・
申
塵
・
斉
・
管
子
・
費
仲
．
悪
難
．

辛
紺
・
唐
楽
・
子
得
。

　
世
運
第
十
六
は
、
謹
厚
と
卓
逆
心
、
武
霊
王
第
十
九
は
麗
換
と
武
霊
王
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
∀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
世
賢
第
十
六
で
は
卓
裏
王
・
鹿
媛
・
命
附
・
楚
王
・
随
．
若
尭
．
伊
サ
．
股
．

太
公
・
周
武
王
・
百
里
・
秦
・
申
廉
・
郭
・
原
季
・
晋
・
荘
轟
・
越
．
管
仲
．
斉

・
説
文
候
・
扁
鵡
・
桓
公
。

　
武
霊
王
学
十
九
で
は
、
武
霊
王
・
鹿
換
・
勾
践
・
呉
・
楚
・
陳
．
藥
．
智
氏
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

韓
・
夏
・
湯
・
股
・
周
・
越
・
裏
主
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

　
登
場
す
る
固
有
名
詞
の
数
は
は
な
は
だ
多
い
が
、
何
よ
り
も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
ら
の
四
篇
と
先
に
み
た
篇
と
の
間
に
共
通
す
る
固
有
名
詞
が
絶
無
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
四
篇
を
詳
細
に
見
る
に
、
世
兵
第
十
二
で
は
百
里
案
と

あ
ら
わ
し
、
備
知
第
十
三
・
世
賢
第
十
六
は
、
と
も
に
百
里
と
あ
ら
わ
す
。
ま
た

備
知
・
玉
戸
と
も
に
申
包
膏
と
あ
ら
わ
さ
ず
に
申
廉
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ

を
み
る
に
世
兵
器
十
二
と
備
知
第
十
三
は
連
続
し
た
篇
で
は
あ
る
が
作
者
が
異
な

り
、
最
知
第
十
三
と
世
理
第
十
六
は
同
一
の
作
者
で
あ
る
か
、
ま
た
は
一
方
の
篇

の
作
者
が
他
方
の
篇
の
あ
ら
わ
し
方
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
つ
よ
い
。

　
ま
た
世
賢
士
十
六
と
武
聖
王
第
十
九
を
比
較
し
て
み
る
に
、
世
賢
第
十
六
は
鹿

　
　
　
　
（
1
9
＞

媛
と
悼
君
王
。
武
具
王
第
十
九
は
鹿
換
と
武
霊
王
と
の
問
答
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も

鹿
媛
あ
る
い
は
庸
換
と
王
と
の
問
答
と
い
う
形
式
を
と
る
。
し
か
し
世
賢
は
第
十

六
篇
で
あ
り
、
武
霊
王
は
第
十
九
篇
と
篇
が
離
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
「
媛
」
と

　
「
換
」
と
字
が
異
な
る
こ
輪
）
さ
ら
に
武
霊
王
（
在
位
㏄
謝
1
㎜
）
と
悼
裏
王
（
在

位
㏄
脳
一
鰯
）
の
年
代
に
五
十
年
ば
か
り
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
雪
解
の
作
者
が
同
じ
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
　
『
翌
旦
子
』
に
は

鹿
子
の
登
場
す
る
篇
が
四
篇
あ
る
。
い
ず
れ
も
弟
子
の
笥
子
と
師
で
あ
る
鵬
笹
子

と
の
問
答
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
篇
に
お
い
て
は
書
見
は
引
当
子
の
偉
大
さ
を

強
調
す
る
た
め
に
登
場
し
て
い
る
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
世
賢
覧
十
六
・
武
霊
王
第

十
九
と
も
鹿
媛
・
廠
燥
の
み
で
鵬
冠
子
は
登
場
せ
ず
、
ま
た
鵬
粒
子
の
こ
と
ば
を

，
ひ
く
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
瀧
媛
や
可
換
が
主
役
と
な

り
、
雨
冠
子
が
全
く
登
場
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
世
賢
第
十
六
・
武
霊
地
第

十
九
の
二
篇
が
『
鵬
年
子
』
の
中
に
あ
る
意
味
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の

二
篇
は
も
と
『
鵬
冠
子
』
と
は
別
の
書
物
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
兵
権
謀
や

縦
横
家
の
書
物
で
あ
る
『
廠
媛
』
の
一
部
が
玉
入
し
て
い
る
お
そ
れ
も
十
分
に
あ

る
。
鵬
冠
子
の
弟
子
の
鹿
子
と
、
趙
の
将
軍
で
あ
る
鹿
媛
と
を
同
．
一
視
し
た
と
こ

ろ
が
ら
こ
の
混
入
が
起
こ
っ
た
の
で
お
ろ
う
。
9
世
賢
第
十
六
は
唐
代
に
は
す
で
に
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成
立
し
て
い
た
が
、
一
期
隠
妻
十
九
は
、
も
っ
と
も
遅
く
『
鵬
二
子
』
に
付
加
さ

れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
趙
の
土
羽
王
と
鵬
冠
と
の
関
係
、
鹿
燥
と
寵
子
の
類

似
と
い
う
と
こ
ろ
が
ら
『
鵬
冠
子
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
を
も
と
に
簡
単
な
表
に
示
す
と
、

篇
　
　
名

分
類

出
典

固
　
有
　
名
　
詞

備
　
　
　
考

博
選
第
　
一

A

『
戦
国
策
』

ナ
シ

「
漢
志
」
の
一
篇
と
い
う
可
能
性
大

著
希
第
二
夜
行
第
三

B
B

『
煎
子
』
『
老
子
』

ナ
シ
ナ
シ

天
則
第
四
環
流
第
五
道
端
第
六

C
C
C

『
経
回
』
『
経
法
』

九
三
ナ
シ
ナ
シ

近
迭
第
七
度
万
第
八
王
鉄
第
、
九

D
D
D

『
経
法
』
『
三
子
』
『
経
法
』

王
鉄
と
い
う
こ
と
ば
は
博
選
篇
に
あ
る
。

泰
鴻
第
十
泰
録
第
十
一

E
E
脳

三
皇
・
馬
田
・
泰
一
九
皇
・
泰
一

世
兵
第
＋
二

F

『
一
大
経
』
「
鵬
鳥
賦
」

28

嵭
ﾞ

門
歯
第
十
三

G

23

嵭
ﾞ

弊
政
第
十
四
学
問
第
十
五

α
σ

『
唱
法
』

鵬
芸
子
・
鹿
子
三
冠
子
・
三
子

武 能　天 世
才 天　権 賢
才
第 第　第 第

十 十　十 十

九 八　　七 六

H C’　C’ G’

『　『

称荘
』子

』

15廉 ナ　　ナ 23鹿
種燥 シ　　シ 種媛
類・ 類・

武 卓
霊 裏
王 王
ほ ほ

か か

加篇十 に唐
さは七 ひの

れ” くr
た唐十 群
可以八 書
三三’ 治

性に十 要
大付九 』

o

　
と
な
る
。
同
じ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
同
一
の
作
者
を
示
し
、
ダ
ッ
シ
ュ
の
つ
い

た
も
の
は
ダ
ッ
シ
ュ
の
つ
か
な
い
も
の
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
『
鵬
冠
子
』
の
成
立
に
関
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
い

う
と
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
鵬
冠
子
と
い
う
人
物
、
あ
る
い
は
『
鵬
丁
子
』
と

い
う
書
物
に
つ
い
て
諸
書
に
散
見
す
る
事
柄
を
た
ん
ね
ん
に
拾
い
あ
つ
め
る
こ
と
。

そ
れ
が
第
一
段
階
で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
、
い

か
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
い
く
つ
も
重

ね
あ
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
次
第
に
輪
郭
が
浮
か
び
あ

が
っ
て
き
た
。

　
『
鵬
冠
子
』
は
「
高
志
」
の
一
篇
、
お
そ
ら
く
博
選
篇
を
核
と
し
て
、
楚
の
地

方
に
伝
わ
っ
て
い
た
戦
国
末
期
よ
り
漢
代
初
期
に
か
け
て
の
思
想
が
集
合
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
伝
記
で
あ
る
下
向
『
七
略
』
に
は
鵬
冠
子
は
楚
人
と
あ
ら
わ

さ
れ
ず
、
ま
た
鵬
冠
と
い
う
冠
も
、
趙
や
秦
と
の
か
か
わ
り
こ
そ
あ
れ
、
楚
と
の

関
連
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
漢
志
」
が
鴉
冠
子
を
楚
人
と
し
て
よ
り
、
以
後
の
豊

門
子
の
伝
は
す
べ
て
楚
人
と
記
す
。
髪
冠
と
い
う
勇
武
の
冠
を
か
ぶ
っ
た
楚
の
隠

者
、
こ
の
象
徴
と
し
て
の
鵬
三
子
に
吸
い
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
楚
の
地
方
に
流
布

し
て
い
た
同
傾
向
の
思
想
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
に
し
え
の
楚
の
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地
で
あ
る
馬
王
堆
よ
り
出
土
し
た
書
物
群
と
『
愛
冠
子
』
の
内
容
が
類
似
し
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。
　
「
漢
志
」
の
一
倍
半
ら
「
階
志
」
の
三
巻

ま
で
の
書
誌
の
記
述
が
な
い
た
め
、
　
『
鵬
冠
子
』
の
篇
数
が
増
え
て
い
っ
た
具
体

的
な
経
過
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
『
列
岨
伝
』
や
『
高
士
伝
』
の
記
述
は
「
漢
志
」

と
比
べ
、
格
段
に
詳
し
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
こ
ろ
『
鵬
端
子
』
は
す
で
に

あ
る
程
度
の
分
量
を
備
え
、
そ
の
内
容
が
こ
れ
ら
の
伝
記
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　
従
来
『
三
冠
子
』
に
関
す
る
研
究
は
乏
し
く
、
特
に
鵬
冠
子
の
伝
お
よ
び
『
鵬

冠
子
』
の
成
立
に
つ
い
て
の
論
及
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
漢
志
」
の
一

篇
が
、
唐
で
十
六
篇
に
な
る
、
と
い
う
外
見
を
み
て
、
そ
の
内
容
も
と
る
に
足
り

な
い
と
判
断
し
て
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
鵬
単
子
』
の
大
部
分
は
戦
国
時

代
か
ら
漢
初
に
か
け
て
す
で
に
そ
の
原
形
を
存
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無

名
の
書
、
或
い
は
残
欠
と
し
て
埋
没
し
て
い
た
早
々
が
、
時
代
を
へ
て
鵬
冠
子
と

い
う
名
の
も
と
に
同
類
の
思
想
の
集
合
体
と
し
て
一
書
と
し
て
集
め
ら
れ
た
。
そ

う
考
え
て
み
た
い
気
が
す
る
。

註7654321
『
太
平
御
覧
』
巻
六
八
二
、
服
章
二
二
、
鵬
冠

『
呉
注
序
』
引
く
『
太
平
御
覧
』
は
「
鵬
冠
註
」
と
「
鵬
」
の
字
あ
り
。

以
下
「
漢
志
」
と
略
称
す
。

楚
人
と
い
う
根
拠
は
不
明
。

『
広
韻
』
巻
一
、
桓
、
第
二
十
六
。
　
『
通
志
』
氏
族
略

『
元
和
姓
纂
』
巻
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

『
文
選
』
劉
孝
標
、
辮
命
論
の
「
鵬
冠
甕
腰
」
の
注
に
、
　
「
五
臣
本
と
褐
に
作
る
」

と
あ
る
。
呂
尚
は
注
し
て
「
褐
冠
は
貧
賎
の
服
な
り
」
と
い
う
。
こ
こ
に
も
鵬
と
褐

1211109814　1320　　19　　18　　17　　16　15

の
異
同
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
鵬
講
習
が
隠
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
わ
さ
っ
て
、
自

然
と
ぼ
ろ
の
衣
服
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
太
平
御
覧
』
巻
六
〇
二
、
文
部
一
八
、
著
書
下

『
太
平
御
覧
』
巻
五
一
〇
、
逸
民
部
一
〇

『
呉
注
序
』
は
『
太
平
御
覧
』
を
ひ
い
て
「
媛
」
を
「
援
」
に
つ
く
る
。

『
太
平
御
覧
』
二
六
八
五
、
服
章
二
二
、
鵬
冠
、

『
玉
篇
』
巻
二
十
四
、
　
「
毛
角
有
り
」
、
『
正
字
通
』
　
「
首
に
毛
角
有
り
、
冠
有
り
」

と
あ
り
、
　
『
古
今
図
書
集
成
』
の
図
を
み
る
に
、
首
の
上
に
冠
状
の
毛
が
あ
る
。

能
上
篇
は
三
選
篇
と
同
じ
文
章
を
ひ
い
て
い
る
。

証
拠
と
し
て
『
周
礼
』
春
官
、
一
朝
上
職
「
帥
港
燈
而
設
筍
箴
」
の
注
を
あ
げ
る
。

注
は
前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
の
注
者
、
杜
子
春
の
説
、
　
「
筍
讃
爲
博
選
之
選
」
を

ひ
い
て
い
る
。
呉
世
盛
は
こ
こ
に
着
目
し
三
選
篇
が
漢
代
に
盛
行
し
て
い
た
た
め
、

杜
子
春
が
音
の
証
と
し
た
と
す
る
。
し
か
し
『
戦
国
策
』
や
『
後
漢
書
』
和
帝
紀
に

も
「
博
選
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
は
あ
ら
わ
れ
る
。
呉
説
を
確
証
と
す
る
に
は
疑
問

が
の
こ
る
。

趙
の
悼
裏
王
の
こ
と
。

国
名
。
か
っ
て
楚
と
戦
う
。

若
放
に
同
じ
。
楚
君
、
熊
儀
の
こ
と
。

宋
の
嚢
公
、
あ
る
い
は
趙
裏
主
。

『
史
記
』
燕
世
家
に
は
趙
の
悼
二
王
の
将
軍
と
し
て
三
軒
が
登
場
す
る
。

「
廠
換
」
に
注
し
て
、
陸
佃
は
「
或
い
は
媛
に
作
る
。
廠
換
は
蓋
し
媛
の
兄
な
り
」

と
し
、
呉
世
操
は
「
換
は
即
ち
媛
、
声
転
じ
遮
用
す
」
と
す
る
。
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