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は
じ
め
に

　

所
謂
る
『
管
子（
１
）』
四
篇
（
心
術
上
下
・
白
心
・
内
業
の
四
篇
。
以
下
、
第
一

節
の
み
四
篇
と
略
称
）
は
、
は
じ
め
宋
の
張
嵲
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
も

の
と
し
て
注
目
し（
２
）、
の
ち
劉
節
・
郭
末
若
が
四
篇
の
思
想
内
容
を
論
じ
て
、
四

篇
は
戦
国
時
代
の
斉
の
稷
下
の
宋
鈃
・
尹
文
一
派
の
手
に
な
る
と
し
た（
３
）。
そ
れ

以
後
、
中
国
で
は
、
四
篇
の
作
者
の
所
属
学
派
の
問
題
に
つ
い
て
種
々
の
異
論

が
出
さ
れ
て
き
た（
４
）。
他
方
で
金
谷
治
氏
は
『
管
子
の
研
究
』
の
中
で
、
劉
・
郭

両
氏
の
説
の
根
拠
薄
弱
を
指
摘
し
つ
つ
、
四
篇
を
ま
と
ま
り
と
見
る
こ
と
に
批

判
を
加
え
、
心
術
上
下
・
内
業
の
三
篇
に
は
資
料
的
先
後
関
係
や
内
容
的
連
関

が
認
め
ら
れ
る
が
、
白
心
篇
は
そ
れ
が
薄
い
と
し
て
両
者
を
切
り
離
し
、
心
術

上
篇
を
戦
国
中
期
な
い
し
末
期
、
心
術
下
・
内
業
・
白
心
の
三
篇
を
戦
国
末
期

の
成
立
と
推
定
し
た
。
金
谷
氏
の
四
篇
に
関
す
る
こ
の
見
方
は
、『
管
子
』
全

篇
を
、
斉
の
稷
下
の
「
管
仲
学
派
」
の
手
に
よ
り
、
お
よ
そ
戦
国
中
期
の
初
め

か
ら
漢
の
武
帝
・
昭
帝
期
頃
ま
で
に
わ
た
り
段
階
的
・
重
層
的
に
成
立
し
た
と

す
る
見
解
へ
と
至
る
前
提
作
業
の
一
部
を
成
す（
５
）。
筆
者
は
、『
管
子
』
全
篇
が

斉
の
稷
下
の
「
管
仲
学
派
」
の
手
に
な
る
と
す
る
氏
の
見
解
に
同
意
す
る
者
で

あ
る
が
、
し
か
し
四
篇
の
ま
と
ま
り
の
意
味
を
捉
え
直
す
余
地
は
依
然
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
四
篇
に
お
い
て
道
・
徳
・
形
・
名
・

気
・
理
な
ど
の
概
念
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
文
章
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
、

概
念
の
意
味
に
配
慮
し
つ
つ
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
管
子
学
派
が

四
篇
に
お
い
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
思
想
の
核
心
を
再
構
成
で
き
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
っ
て
、
本
稿
は
、
四
篇
に
お
け
る
得

道
と
統
治
の
問
題
を
中
心
に
考
察
を
加
え
、
四
篇
が
志
向
す
る
統
治
の
形
態
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
類
似
文
献
と
の
比
較
を

も
と
に
、
四
篇
出
現
の
歴
史
的
背
景
を
推
定
し
つ
つ
、
そ
の
成
立
の
意
味
を
探

り
た
い
。

　

一　
『
管
子
』
四
篇
が
理
想
と
す
る
統
治
の
形
態

⑴　

精
気
と
し
て
の
道
の
体
得

　

ま
ず
、
四
篇
に
お
け
る
道
と
は
何
か
、
道
は
ど
の
よ
う
に
し
て
体
得
さ
れ
る

の
か
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。
な
お
、
以
下
心
術
上
篇
の
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南　部　英　彦

前
半
部
分
を
心
術
上
「
経
」、
そ
れ
を
解
説
す
る
後
半
部
分
を
心
術
上
「
解
」

と
記
す
。

　
　

１ 　

虚
無
無
形
な
る
、
之
を
道
と
謂
う
。
万
物
を
化
育
す
、
之
を
徳
と
謂 

う
。（
心
術
上
「
経
」）

　
　

２ 　

徳
は
道
之
舎
に
し
て
、
物
は
得
て
以
て
生
生
し
、
知
は
得
て
以
て
道 

之
精
を
職
る
。
故
に
徳
は
得
な
り
。
得
な
る
者
は
、
其
の
得
て
以
て
然

る
所
を
謂
う
な
り
。
無
為
を
以
て
す
、
之
を
道
と
謂
い
、
之
に
舎
る
、

之
を
徳
と
謂
う
。
故
に
道
と
徳
と
に
間
へ
だ
て

無
し
、
故
に
之
を
謂
う
者
別
た

ざ
る
な
り
。
之
を
理
に
間へ
だ

つ
る
は
、其
の
舎
る
所
以
を
謂
う
な
り
。（
心

術
「
解
」）

　
　

３ 　

道
の
天
地
之
間
に
在
る
や
、
其
の
大
な
る
こ
と
外
無
く
、
其
の
小
な

る
こ
と
内
無
し
。（
心
術
上
「
解
」）

　

資
料
１
で
は
虚
無
無
形
な
る
在
り
方
を
道
、
万
物
を
化
育
す
る
働
き
を
徳
と

す
る
と
い
う
が
、
そ
れ
を
解
説
す
る
資
料
２
で
は
道
・
徳
の
両
者
は
一
体
の
概

念
だ
が
、
徳
と
は
得
る
と
い
う
意
味
で
、
道
が
理
に
宿
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

資
料
２
に
「
知
は
得
て
以
て
道
之
精

0

0

0

を
職
る
」〔
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
〕
と

あ
り
、
後
掲
の
資
料
４
に
「
精
な
る
者
は
気
の
精
な
る
者
な
り
」（
内
業
）
と

あ
る
よ
う
に
、
道
は
精
気
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
資
料
１
は
精
気
と

し
て
の
道
が
無
為
・
無
形
の
在
り
方
で
運
動
・
変
化
し
て（
６
）万
物
を
生
成
化
育
す

る
こ
と
、
つ
ま
り
道
が
万
物
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
い
い
、
資
料
３
は
天
地
の

隅
々
ま
で
精
気
が
ゆ
き
わ
た
る
さ
ま
を
い
う
。
ま
た
資
料
２
に
「
知
は
得
て
以

て
道
の
精
を
職
る
」
と
い
う
の
は
、
人
の
「
知
」
が
道
の
精
気
の
働
き
を
徳
と

し
て
体
得
す
る
こ
と
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ

う
し
た
「
知
」
が
得
ら
れ
る
の
か
。

　
　

４ 　

能
く
正
し
く
能
く
静
な
れ
ば
、
然
る
後
能
く
定
ま
る
。
定
心
中
に
在

れ
ば
、
耳
目
は
聡
明
、
四
枝
は
堅
固
に
し
て
、
精
の
舎
と
為
す
べ
し
。

精
な
る
者
は
気
之
精
な
る
者
な
り
。
気
に
道
乃
ち
生
じ
、
生
ず
れ
ば
乃

ち
思
い
、
思
え
ば
乃
ち
知
あ
り
、
知
あ
れ
ば
乃
ち
止
ま
る
。（
内
業
）

　
　

５ 　

精
存
す
れ
ば
自
ず
か
ら
生
じ
、
其
の
外
は
安
栄
な
り
。
内
に
蔵
し
て

以
て
泉
源
と
為
れ
ば
、
浩
然
と
し
て
和
平
し
、
以
て
気
の
淵
と
為
る
。

淵
の
涸
れ
ざ
れ
ば
、
四
体
乃
ち
固
な
り
。
泉
の
竭
き
ざ
れ
ば
、
九
竅
遂

に
通
ず
。
乃
ち
能
く
天
地
を
窮
め
、
四
海
を
被
う
。（
内
業
）

　
　

６ 　

内
静
に
し
て
外
敬
な
れ
ば
、
能
く
其
の
性
に
反
り
、
性
将
に
大
い
に

定
ま
ら
ん
と
す
。（
内
業
）

　

主
体
が
挙
措
動
作
を
正
す（

７
）と
と
も
に
心
を
虚
静
に
保
つ
な
ら
ば
心
が
定
ま
る
。

「
定
心
中
に
在
れ
ば
…
精
の
舎
と
為
す
べ
し
」（
資
料
４
）
と
い
う
文
か
ら
、「
定

心
」
が
成
る
時
、精
気
の
道
が
体
得
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
心
身
を
治
め
て
「
定

心
」
へ
と
至
る
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
ま
ず
心
に
道
の
精
が
生
じ
る
。
そ
こ
で

精
気
を
さ
ら
に
思
い
索
め
る
と
、
精
気
は
心
と
い
う
泉
源
か
ら
湧
き
上
が
っ
て

身
体
に
拡
が
り
、
両
手
両
足
は
堅
強
に
な
り
、
九
竅
（
耳
目
口
鼻
及
び
大
小
便

の
穴
）
の
働
き
が
通
達
す
る
に
至
る
。
こ
の
時
、
天
地
四
方
を
あ
ま
ね
く
見
通

せ
る
「
知
」
が
得
ら
れ
て
、
道
が
心
に
定
着
す
る
（
資
料
４
・
５
）。
こ
の
得

道
に
お
け
る
心
身
の
状
況
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。「
気
は
身
に
充
つ

る
な
り
」（
心
術
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
気
は
常
に
人
の
身
体
に
充
ち
て
い
る
。

一
方
「
凡
そ
道
は
所
な
し
、
善
心
あ
れ
ば
安
ん
じ
愛
し
む
。
心
静
に
し
て
気
理

ま
れ
ば
、道
乃
ち
止
ま
る
べ
し
」（
内
業
）
と
あ
る
よ
う
に
、道
の
精
気
は
本
来
、

所
を
定
め
ず
に
運
動
・
変
化
す
る
が
、
主
体
の
心
が
静
ま
り
身
体
に
生
じ
た
精

気
の
流
れ
が
条
理
に
か
な
う
と
、
道
が
心
に
体
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
身

体
を
流
れ
る
精
気
が
条
理
に
か
な
っ
た
状
態
と
は
、九
竅
の
働
き
が
通
達
し（
資

料
５
）、
人
の
本
性
に
立
ち
返
る
こ
と
の
で
き
た
（
資
料
６
）
状
態
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。
次
の
資
料
を
見
よ
う
。

　
　

７ 　

心
の
体
に
在
る
は
、君
之
位
な
り
。
九
竅
之
職
有
る
は
官
之
分
な
り
。

心
其
の
道
に
処
れ
ば
、
九
竅
理
に
循
う
。
嗜
欲
充
益
す
れ
ば
、
目
色
を

見
ず
、
耳
声
を
聞
か
ず
。
…
動
な
れ
ば
則
ち
位
を
失
い
、
静
な
れ
ば
乃

ち
自
得
す
。（
心
術
上
「
経
」）

　

心
は
身
体
に
お
い
て
君
主
の
地
位
に
あ
る
。
一
方
、
身
体
の
九
竅
が
そ
れ
ぞ
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れ
役
目
を
も
つ
の
は
、
百
官
そ
れ
ぞ
れ
が
職
分
を
も
つ
こ
と
に
相
当
す
る
。
そ

こ
で
「
心
其
の
道
に
処
れ
ば
、
九
竅
理0

に
循
う
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
箇
所
の

「
解
」
に
「
心
に
し
て
視
聴
之
事
に
与
か
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
官
其
の
分

を
守
る
を
得
」「
心
術
は
無
為
に
し
て
竅
を
制
す
る
者
な
り
」
と
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
心
が
無
為
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
九
竅
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
全
う
し
う

る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
心
は
、
嗜
欲
に
よ
り
動
揺
す
る
と
君
た
る
地
位
を
失
う

が
、
虚
静
で
あ
る
と
自
得
す
る
と
い
う
。
心
身
が
上
下
の
秩
序
を
保
っ
て
十
全

に
機
能
す
る
こ
の
状
態
を
指
し
て
、
気
が
「
理
ま
」
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
こ

の
時
、
道
は
体
得
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
ま
た
「
物
を
以
て
官
を
乱
す
こ
と
無

く
、
官
を
以
て
心
を
乱
す
こ
と
毋
し
、
此
を
之
内
徳

0

0

と
謂
う
」（
心
術
下
）
と

も
い
う
。
さ
て
、「
道
は
形
に
充
つ
る
所
以
な
り
」（
内
業
）
と
い
う
よ
う
に
体

得
さ
れ
た
道
の
精
気
は
身
体
に
充
実
し
、「
道
な
る
者
は
口
の
言
う
能
わ
ざ
る

所
な
り
。
目
の
視
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
耳
の
聴
く
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
心
を

脩
め
形
を
正
す
所
以
な
り
。
人
の
失
い
て
以
て
死
す
る
所
、
得
て
以
て
生
ず
る

所
な
り
。
事
の
失
い
て
以
て
敗
る
る
所
、
得
て
以
て
成
る
所
な
り
」（
内
業
）

と
あ
る
よ
う
に
、
道
に
よ
り
心
身
が
正
さ
れ
る
と
と
も
に
、
道
が
処
世
の
面
に

お
い
て
生
命
を
保
持
し
事
業
が
成
功
す
る
た
め
の
根
拠
と
な
る
と
す
る
。
道
を

体
得
す
る
主
体
は
誰
な
の
か
に
つ
い
て
は
「
虚
と
人
と
や
間
無
き
な
る
も
、
唯

だ
聖
人
の
み
虚
道
を
得
」（
心
術
上
「
解
」）
と
あ
っ
て
、
聖
人
だ
け
で
あ
る（
８
）と

い
う
。
そ
こ
で
「
徳
成
り
て
智
出
で
、
万
物
果
た
し
て
得
」（
内
業
）「
神
明
の

極
ま
り
、照
乎
と
し
て
知
あ
れ
ば
、万
物
義
に
中
り
、守
り
て
忒
わ
ず
」（
内
業
）

と
あ
る
の
は
、
聖
人
が
道
を
得
て
通
常
の
知
覚
・
認
識
を
超
え
た
神
明
の
「
知
」

を
備
え
る
と
き
、
万
物
は
所
を
得
る
こ
と
を
い
う
だ
ろ
う
。
先
に
「
知
は
得
て

以
て
道
の
精
を
職
る

0

0

」（
資
料
２
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
得
道
の
「
知
」
に
よ

る
万
物
の
統
治
こ
そ
が
聖
人
の
職
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
得
道
の
聖
人

に
よ
る
統
治
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

⑵　

得
道
と
統
治

　

本
節
で
は
、
聖
人
に
よ
る
道
の
体
得
と
天
下
の
統
治
と
が
ど
の
よ
う
に
つ
な

が
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　

８ 　

物
に
一
に
し
て
能
く
化
す
、
之
を
神
と
謂
う
。
事
に
一
に
し
て
能
く

変
ず
、
之
を
智
と
謂
う
。
化
す
る
も
気
を
易
え
ず
、
変
ず
る
も
智
を
易

え
ず
。
惟
だ
執
一
之
君
子
の
み
、
能
く
此
を
為
さ
ん
か
。
一
を
執
り
て

失
わ
ざ
れ
ば
、
能
く
万
物
に
君
た
り
。
君
子
は
物
を
使
い
、
物
に
使
わ

れ
ず
。
一
之
理
を
得
て
、
治
心
中
に
在
り
、
治
言
口
に
出
し
、
治
事
人

に
加
う
、
然
ら
ば
則
ち
天
下
治
ま
る
。
一
言
得
て
天
下
服
し
、
一
言
定

ま
り
て
天
下
聴し

た
がう
、
公
の
謂
な
り
。（
内
業
）

　
　

９ 　

執
一
之
君
子
は
、
一
を
執
り
て
失
わ
ざ
れ
ば
、
能
く
万
物
に
君
た
り
。

日
月
と
と
も
に
光
を
同
じ
く
し
、
天
地
と
と
も
に
理
を
同
じ
く
す
。
聖

人
は
物
を
裁
き
、
物
に
使
わ
れ
ず
。（
心
術
下
）

　
　

10 

（
聖
人
は
）
形
を
殊
に
し
執
る
を
異
に
し
て
、万
物
と
理
を
異
に
せ
ず
、

故
に
以
て
天
下
の
始
め
と
為
す
べ
し
。（
心
術
上
「
経
」）

　

資
料
８
で
は
、
心
を
物
・
事
に
専
一
に
し
て
己
を
合
一
さ
せ
て
い
き
な
が
ら
、

気
と
智
の
在
り
方
を
変
え
な
い
の
は
、「
執
一
之
君
子
」
だ
け
だ
と
い
う
。
こ

こ
で
い
う
「
一
を
執
る
」
と
は
後
文
の
「
一
之
理
を
得
」
る
こ
と
に
相
当
し
よ

う
。「
一
之
理
」
と
は
何
か
。「
其
の
形
を
見
ず
、
其
の
声
を
聞
か
ず
し
て
其
の

成
る
を
序
す
、
之
れ
を
道
と
謂
う
」（
内
業
）「
凡
そ
道
は
根
無
く
莖
無
く
、
葉

無
く
栄
無
し
。
万
物
以
て
生
じ
、万
物
以
て
成
る
、之
に
命
け
て
道
と
曰
う
」（
内

業
）「
道
な
る
者
は
口
の
言
う
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
目
の
視
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
。

耳
の
聴
く
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
心
を
脩
め
形
を
正
す
所
以
な
り
。
人
の
失
い
て

以
て
死
す
る
所
、
得
て
以
て
生
ず
る
所
な
り
。
事
の
失
い
て
以
て
敗
る
る
所
、

得
て
以
て
成
る
所
な
り
」（
内
業
）「
凡
そ
道
は
必
ず
周
に
必
ず
密
に
、
必
ず
寛

に
必
ず
舒
に
、
必
ず
堅
に
必
ず
固
な
り
」（
内
業
）「
聖
人
の
道
は
、
存
る
が
若

く
亡
き
が
若
し
。
援
き
て
之
を
用
い
れ
ば
、
世
を
歿お

う
る
ま
で
亡
び
ず
、
時
と

与
に
変
じ
て
化
せ
ず
、
物
に
応
じ
て
移
ら
ず
、
日
び
之
を
用
い
て
化
せ
ず
」（
心

術
下
）
な
ど
と
し
て
、
道
の
精
気
の
働
き
が
、
形
象
を
も
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
知

覚
・
感
覚
や
言
葉
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
が
、
必
ず
、
あ
ま
な
く
行
き
届
き
、
ゆ
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る
や
か
さ
、
伸
び
や
か
さ
、
堅
強
さ
を
も
っ
て
働
き
、
対
象
の
状
況
に
適
合
し

な
が
ら
も
己
の
本
体
を
変
え
ず
に
万
物
生
成
の
道
筋
を
立
て
る
と
い
う
の
が
参

考
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
一
之
理
」
と
は
こ
う
し
た
〈
唯
一
絶
対
の
道
の
万

物
生
成
の
理
法
〉
を
指
し
、
従
っ
て
ま
た
〈
万
物
の
根
源
的
一
体
性
の
こ
と
わ

り
〉
を
も
指
す（
９
）
と
い
う
こ
と
な
ろ
う
。「
執
一
之
君
子
」
と
は
「
一
之
理
」
を

体
得
し
た
者
を
い
う
。「
一
を
執
り
て
失
わ
ざ
れ
ば
、能
く
万
物
に
君
た
り
」（
資

料
８
・
９
）
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
体
得
し
て
は
じ
め
て
万
物
に
君
た
り
う
る

こ
と
を
い
う
。
ま
た
「
君
子
は
物
を
使
い
、
物
に
使
わ
れ
ず
」（
資
料
９
）
と

い
い
、「
聖
人
は
物
を
裁
き
、
物
に
使
わ
れ
ず
」（
資
料
９
）
と
い
う
の
は
、
統

治
者
と
被
治
者
と
の
間
に
は
絶
対
的
な
上
下
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。「
執

一
之
君
子
」
た
る
聖
人
は
、「
天
地
と
理
を
同
じ
く
す
」（
資
料
９
）「
万
物
と

理
を
異
に
せ
ず
」（
資
料
10
）
と
い
う
よ
う
に
、天
地
万
物
と
と
も
に
「
一
之
理
」

に
よ
っ
て
生
成
す
る
存
在
で
あ
る）

10
（

。
し
か
し
同
時
に
「
形
を
殊
に
し
執
る
を
異

に
す
」（
資
料
10
）、
す
な
わ
ち
道
と
合
一
し
て
そ
の
理
法
を
把
握
し
う
る
唯
一

の
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
主
体
性
を
得
て
万
物
に
君
主
た
り
う
る
と
四
篇
は

す
る
の
で
あ
る
。「
欲
を
去
れ
ば
則
ち
宣の

び
、
宣
ぶ
れ
ば
則
ち
静
な
り
。
静
な

れ
ば
則
ち
精
な
り
、
精
な
れ
ば
則
ち
独
り
立
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
独
な
れ
ば
則
ち
明
、
明
な
れ

ば
神
な
り
」（
心
術
上
「
経
」）
と
あ
る
よ
う
に
、
心
を
虚
静
に
し
て
精
気
が
身

体
に
充
実
す
る
と
世
界
に
独
立
す
る
道
の
理
法
に
合
一
し
て
神
明
の
「
知
」
を

得
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
執
一
之
君
子
」
に
よ
る
統
治
が
述
べ
ら
れ
る
の

は
、「
道
天
下
に
満
ち
て
、
普
く
民
所
に
あ
る
も
、
民
は
知
る
能
わ
ず
」（
内
業
）

と
い
う
よ
う
に
、
聖
人
以
外
に
道
の
働
き
を
己
自
身
に
お
い
て
十
全
に
機
能
さ

せ
う
る
者
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
た
め
「
一
之
理
」
の
自
然
に
任
せ
る
だ
け
で
は

世
界
に
調
和
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
四
篇
に
あ
る
か
ら

だ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
心
静
に
し
て
気
理
ま
れ
ば
、
道
乃
ち
止
ま
る
べ
し
。
彼
の

道
遠
か
ら
ざ
れ
ば
、
民
得
て
以
て
産
ま
る
。
彼
の
道
離
れ
ざ
れ
ば
、
民
因
り
て

以
て
知
る
」（
内
業
）
と
い
い
、「
神
明
の
極
ま
り
て
、
昭
乎
と
し
て
知
あ
れ
ば
、

万
物
義
に
中
り
、
守
り
て
忒
わ
ず
」（
内
業
）
と
い
っ
て
、
聖
人
が
心
身
の
在

る
べ
き
秩
序
を
得
て
道
の
理
法
と
合
一
し
て
、
そ
の
理
法
の
行
き
着
く
先
と
し

て
の
万
物
の
在
る
べ
き
在
り
方
を
知
り
、こ
れ
を
天
下
に
示
す
こ
と
を
通
し
て
、

民
は
所
を
得
る
と
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、資
料
７
で
は
「
一
之
理
」
を
体
得
し
た
者
が
「
治
心
」
を
持
ち
、

「
治
言
」
を
発
し
、「
治
事
」
を
行
え
ば
天
下
が
治
ま
る
と
言
い
、「
一
言
」
が

備
わ
る
と
天
下
が
従
う
と
言
い
、
こ
の
よ
う
な
在
り
方
に
よ
る
統
治
は
「
公
」

だ
と
す
る
。
こ
の
「
公
」
は
、「
聖
人
は
天
の
若
く
然
り
、
私
覆
無
き
な
り
。

地
の
若
く
然
り
、
私
載
無
き
な
り
」（
心
術
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
統
治
者
た

る
聖
人
が
、
天
地
全
体
を
あ
ま
ね
く
化
育
す
る
道
の
精
気
の
理
法
を
把
握
す
る

が
ゆ
え
に
、
万
物
に
対
し
て
一
切
の
私
心
を
も
た
な
い
こ
と
を
い
う
だ
ろ
う
。

「
治
言
」
は
治
を
も
た
ら
す
言
葉
で
あ
り
、「
一
言
」
は
道
の
理
法
に
も
と
づ
く

言
葉
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
道
の
言
語
化
し
え

な
い
無
形
の
働
き
と
得
道
者
の
「
一
言
」
に
よ
る
統
治
と
は
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
く
の
か
。

⑶　
「
一
言
」
の
統
治

　
「
一
之
理
」
を
体
得
し
た
聖
人
に
よ
る
「
治
言
」「
一
言
」
を
用
い
た
統
治
と

は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
こ
の
点
を
、
四
篇
に
現
れ
た
形
名
概
念

の
用
い
ら
れ
方
の
検
討
を
通
し
て
解
明
し
て
い
き
た
い
。

　

心
術
上
篇
の
「
解
」
に
は
「
経
」
に
形
・
名
に
関
す
る
文
に
つ
い
て
解
説
す

る
一
段
が
あ
る
。
ま
ず
、
冒
頭
に
「
物
に
は
固
よ
り
形
有
り
、
形
に
は
固
よ
り

名
有
り
と
は
、
此
れ
名）
11
（

の
実
を
過
ぐ
る
を
得
ず
、
実
の
名
を
延す

ぐ
る
を
得
ざ
る

を
言
う
」
と
あ
る
。「
解
」
は
、「
経
」
が
「
個
物
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
形
体
を

も
ち
、
ま
た
そ
の
形
は
そ
れ
に
即
し
た
固
有
の
名
を
も
つ
」
と
す
る
の
に
対
し

て
、そ
れ
を
名
実
は
本
来
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
説
明
す
る
。
後
文
に「
名

は
聖
人
の
万
物
を
紀
す
る

0

0

0

所
以
な
り
」（
名
は
聖
人
が
万
物
を
秩
序
立
て
る
手

段
で
あ
る
）
と
あ
る
の
を
考
慮
す
る
と
、
名
は
社
会
的
な
名
分
の
意
に
理
解
で

き
る
。
聖
人
の
万
物
の
名
分
を
用
い
た
統
治
の
仕
方
と
は
、「
姑し
ば
ら
く
形あ
ら
わ
す
に
形

を
以
て
し
、
形
以
て
名
を
務
む
」、
つ
ま
り
個
物
の
形
体
を
と
ら
え
る
と
同
時

─ 109 ─（ 100 ）



『管子』四篇の政治思想について

に
そ
れ
に
対
応
す
る
名
分
を
認
識
し
て
こ
れ
を
明
示
し
、
そ
の
上
で
「
言
を
督た
だ

し
名
を
正
す
」、
つ
ま
り
固
有
の
名
分
と
そ
の
現
実
の
在
り
方
と
の
一
致
を
求

め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
現
実
の
在
り
方
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の

名
分
を
全
う
で
き
な
い
可
能
性
を
万
物
は
常
に
も
つ
と
い
う
認
識
が
前
提
と
し

て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
個
物
の

形
・
名
を
と
ら
え
る
の
か
。

　
　

11  

其
の
象
を
知
り
て
則
ち
其
の
刑
を
索
め
、
其
の
理
に
縁
り
て
則
ち
其

の
情
を
知
り
、
其
の
端
を
索
め
て
則
ち
其
の
名
を
知
る
。（
白
心
）

　

個
物
の
現
れ
を
知
る
こ
と
で
そ
の
固
有
の
形
を
求
め
、
そ
の
形
に
備
わ
る
理

法
に
基
づ
い
て
そ
の
固
有
の
実
質
を
知
り
、
こ
の
端
緒
を
も
と
に
そ
の
固
有
の

名
分
を
知
る）

12
（

と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
個
物
の
「
理
」
と
は
、
後
掲
の
資
料
19
に

「
理
な
る
者
は
分
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
義
之
意
を
諭
す
な
り
」（
心
術
上「
解
」）

「
君
臣
父
子
人
間
之
事
、
之
を
義
と
い
う
」（
心
術
上
「
経
」）
と
あ
る
の
を
参

考
に
す
る
と
、
天
与
の
身
分
・
才
能
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
理
に
応

じ
た
名
分
（
社
会
的
な
地
位
・
職
分
）
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。い
っ

た
い
、
世
界
は
全
て
道
の
理
法
の
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す

る
と
、天
地
万
物
は
「
一
之
理
」
に
お
い
て
一
体
で
あ
る
。
一
方
、道
が
無
限
・

無
形
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
万
物
は
有
限
・
有
形
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら

す
る
と
、
万
物
は
そ
れ
ぞ
れ
「
一
之
理
」
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
の
理
を
有
す

る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
一
之
理
」
は
万
物
の
理
を
統
括
す
る
位
置
に
あ

る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
聖
人
は
「
一
之
理
」
の
把
握
を
通
じ

て
個
物
に
固
有
の
理
法
を
と
ら
え
つ
つ
、
そ
れ
に
応
じ
た
実
質
・
名
分
を
つ
か

む）
13
（

と
い
う
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
形
を
正
し
徳
を
飾お
さ

む
れ
ば
、
万
物
畢
く
得
。

翼
然
と
し
て
自
か
ら
来
た
り
、
神
其
の
極
み
を
知
る
こ
と
莫
し
。
天
下
を
昭
知

し
て
、
四
極
に
通
ず
」（
心
術
下
）
と
、
得
道
の
聖
人
は
天
下
全
体
を
見
通
す

認
識
能
力
を
も
つ
も
の
の
、「
凡
そ
物
、
名
を
載
せ
て
来
た
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
聖
人
因
り

て
之
を
財さ
ば

き
て
天
下
治
ま
る
」（
心
術
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
人
が
万
物
へ

の
命
名
・
正
名
を
行
う
の
は
、
個
物
の
聖
人
の
も
と
へ
の
到
来
時
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
「
常
を
置
き
儀
を
立
て
、
能
く
貞
を
守
る
か
。
常
事
通
道
、
能
く
人

を
官
せ
ん
か
。
故
に
其
の
悪
し
き
者
を
書
し
、
其
の
薄
き
者
を
言
う
」（
白
心
）

と
い
う
よ
う
に
、
し
か
る
べ
き
制
度
を
整
備
し
た
上
で
、
官
吏
を
選
任
し
て
適

切
に
配
置
し
、
そ
の
上
で
そ
の
勤
務
評
定
を
行
う
場
面
で
あ
り
、
こ
れ
が
奏
功

す
る
こ
と
で
「
天
下
治
ま
」
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
名
当
た
る
、
之
を

聖
人
と
謂
う
」（
心
術
上
「
経
」）「
名
は
聖
人
の
万
物
を
紀
す
る
所
以
な
り
」（
心

術
上
「
解
」）
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

さ
て
、
先
述
の
よ
う
に
個
物
の
名
を
と
ら
え
る
た
め
の
第
一
の
条
件
が
「
一

之
理
」
の
把
握
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
前
引
の
心
術
下
篇
の
資
料

に「
聖
人
因
り
て

0

0

0

之
を
財
き
て
天
下
治
ま
る
」と
あ
り
、ま
た
心
術
上
篇
の「
経
」

に
「
恬
愉
無
為
に
し
て
、
智
と
故こ
と

と
を
去
」
る
と
こ
ろ
の
「
静
因
之
道
」
と
表

現
さ
れ
る
、
主
体
の
個
物
に
虚
静
に
因
り
従
う
態
度
が
第
二
の
条
件
と
し
て
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
見
て
い
こ
う
。

　
　

12  

不
言
の
言
は
、
応
な
り
。
応
な
る
者
は
其
の
為
す
之
人
を
以
て
す
る

者
な
り
。
其
の
名
を
執
り
、
其
の
応
に
務
め
、
之
を
成
す
所
以
は
、
応

の
道
な
り
。
無
為
の
道
は
、
因
な
り
。
因
な
る
者
は
益
す
る
無
く
損
す

る
無
き
な
り
。
其
の
形
を
以
て
し
て
、
因
り
て
之
が
名
を
為
む
、
此
れ

因
の
術
な
り
。（
心
術
上
「
解
」）

　
　

13  

因
な
る
者
は
己
を
舎
て
て
物
を
以
て
法
と
為
す
者
な
り
。
感
じ
て
后

応
ず
る
は
、
設
く
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
理
に
縁
り
て
動
く
は
、
取
る

所
に
非
ざ
る
な
り
。（
心
術
上
「
解
」）

　

資
料
12
・
13
は
今
ふ
れ
た
「
静
因
之
道
」
の
内
容
を
具
体
的
に
解
説
す
る
文

章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
因
」
と
「
応
」
と
は
い
ず
れ
も
己
の
思
慮

や
作
為
を
捨
て
て
物
を
法
則
と
す
る
態
度
を
い
う
点
で
共
通
す
る
が
、「
因
」

は
個
物
の
形
に
従
っ
て
そ
の
名
を
捉
え
る
態
度
を
、「
応
」
は
個
物
に
対
応
し

て
名
実
の
一
致
を
図
ら
せ
る
態
度
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。
資
料
13
に
「
感
じ
て

后
応
ず
」「
理
に
縁
り
て
動
く
」
と
い
う
の
は
後
文
に
「
其
の
物
に
応
ず
る
や
、

之
に
偶
う
が
若
し
、
時
の
適
う
を
言
う
な
り
。
影
の
形
に
象
り
、
響
き
の
声
に
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応
う
が
若
し
。
故
に
物
至
れ
ば
則
ち
応
じ
、
過
ぐ
れ
ば
則
ち
舎
つ
」「
因
と
は

其
の
能
者
に
因
る
。
用
い
る
所
を
言
う
な
り
」（
心
術
上
篇
「
解
」）
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
も
、
聖
人
の
精
気
が
個
物
の
気
の
到
来
に
対
し
て
適
時
に
感
応
し
、

そ
の
固
有
の
理
を
ピ
タ
リ
と
捉
え
る
こ
と
を
指
す
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に

資
料
12
の
「
不
言
之
言
は
応
な
り
」「
無
為
之
道
は
因
な
り
」
と
い
う
文
に
着

目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
、「
必
ず
不
言
無
為

0

0

0

0

の
事
を
知
り
て
、
然
る
後
道
之
紀

を
知
る
」
と
い
う
「
経
」
の
「
解
」
で
あ
り
、「
応
」「
因
」
の
態
度
が
人
の
視

聴
や
言
語
を
超
え
た
道
の
無
形
・
無
為
の
働
き
を
聖
人
が
体
得
し
て
実
践
す
る

と
い
う
意
味
を
も
つ
と
す
る
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
「
不
言
之
言0

は
応
な
り
」

と
い
う
表
現
に
注
意
し
た
い
。「
言
を
督
し
名
を
正
す
」（
心
術
上
「
解
」）
と
、

「
言
」
と
「
名
」
と
が
互
用
さ
れ
る
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
不
言
之
言
」
と

は
、
統
治
者
が
対
象
の
「
理
」
に
虚
心
に
寄
り
添
い
、
そ
の
持
ち
前
・
本
分
を

あ
り
の
ま
ま
に
表
示
す
る
言
葉
な
ら
ぬ
言
葉
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
次
の
資
料
か
ら
、
得
道
の
過
程
と
「
言
」
と
の
関
係
を
改
め
て
確
認
し

て
お
き
た
い
。

　
　

14  

一
言
之
解
は
、
上
に
は
天
に
察い
た

り
、
下
に
は
地
を
極
め
、
九
州
に
蟠

満
す
。
何
を
か
之
を
解
す
と
謂
う
。
心
の
安
ん
ず
る
に
在
り
。
我
が
心

治
ま
れ
ば
、
官
乃
ち
治
ま
る
。
我
が
心
安
ん
ず
れ
ば
、
官
乃
ち
安
ん
ず
。

之
を
治
む
る
者
は
心
な
り
。
之
を
安
ん
ず
る
者
は
心
な
り
。
心
以
て
心

を
蔵
し
、
心
の
中
に
又
心
有
り
。
彼
の
心
之
心
は
、
意）

14
（

以
て
言
に
先
ん

ず
。
意
あ
り
て
然
る
後
形
あ
り
、
形
あ
り
て
然
る
後
言
い
、
言
い
て
然

る
後
使
い
、
使
い
て
然
る
後
治
ま
る
。（
内
業
）

　
「
一
言
之
解
」
は
、世
界
の
全
て
に
わ
た
っ
て
極
め
つ
く
す
と
い
う
。こ
れ
は
、

主
体
の
心
が
治
ま
る
こ
と
で
身
体
の
諸
器
官
が
治
ま
る
と
、そ
の「
心
中
之
心
」、

つ
ま
り
心
の
中
の
、
心
を
治
め
安
ん
じ
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
形
と
な
っ
て
言

葉
に
な
り
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
民
を
使
役
す
る
こ
と
で
天
下
が
治
ま
る
、
と

い
う
天
下
統
治
の
在
り
方
を
指
す
。こ
こ
と
重
複
す
る
心
術
下
篇
の
文
章
に「
心

の
中
に
又
心
有
り
、
意
以
て
言
に
先
ん
ず
。
意
あ
り
て
然
る
後
刑
あ
り
、
刑
あ

り
て
然
る
後
思
い
、
思
い
て
然
后
知
あ
り
」
と
あ
る
の
を
勘
案
す
る
と
、「
心

中
之
心
」
の
意
↓
思
↓
知
↓
形
↓
言
↓
使
↓
治
と
い
う
治
心
か
ら
治
天
下
へ
の

過
程
を
四
篇
は
想
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
「
心
中
之
心
」
は
「
治
心
」（
資

料
８
・
内
業
）
に
等
し
い
と
考
え
ら
れ
、ま
た
そ
こ
に
備
わ
る
「
意
」
と
は
「
気

意
」「
心
意
」（
い
ず
れ
も
資
料
15
・
内
業
）「
意
気
」（
心
術
下
）「
心
気
」（
資

料
15
・
内
業
）
な
ど
と
等
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。つ
ま
り
「
心
中
之
心
」
の
「
意
」

と
は
、「
心
中
之
心
」
に
お
い
て
生
ま
れ
た
、
精
気
を
伴
う
と
こ
ろ
の
、
天
下

を
治
め
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
気
を
搏あ
つ

む
る
こ
と
神
の
如
け
れ

ば
、
万
物
備
さ
に
存
す
。
…
之
を
思
い
之
を
思
い
、
又
重
ね
て
之
を
思
う
。
之

を
思
い
て
通
じ
ざ
れ
ば
、
鬼
神
将
に
之
を
通
ぜ
ん
と
す
。
鬼
神
の
力
に
非
ざ
る

な
り
、
精
気
の
極
み
な
り
」（
内
業
）
と
い
う
文
章
を
参
考
に
す
る
と
、「
心
中

之
心
」
の
「
意
」
は
さ
ら
な
る
精
気
の
獲
得
を
繰
り
返
し
思
い
索
め
、
そ
の
結

果
も
た
ら
さ
れ
た
「
精
気
の
極
み
」
に
お
い
て
道
の
理
法
が
体
得
さ
れ
て
、
神

明
の
知
を
得
、
そ
の
知
が
現
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

「
言
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
言
」
と

は
ま
さ
し
く
「
一
之
理
」
の
多
様
な
現
れ
と
し
て
の
万
物
の
「
理
」
を
認
識
し
、

そ
の
名
分
を
表
示
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、「
一
言
」（
資
料
８
及
び
14
）「
治
言
」

（
資
料
８
）「
不
言
之
言
」（
資
料
12
）
と
い
う
の
も
こ
の
「
言
」
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。
従
っ
て
ま
た
「
一
言
之
解
」
と
は
、
聖
人
が
「
一
之
理
」
に
つ
な

が
る
万
物
の
「
理
」
に
従
っ
て
個
々
の
名
分
を
解
明
す
る
と
い
う
統
治
の
在
り

方
を
指
す
だ
ろ
う
。「
一
言
」
に
し
ろ
「
治
言
」
に
し
ろ
、
道
に
合
一
し
た
知

の
現
れ
と
し
て
の
言
葉
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
「
不
言
之

0

0

0

言
」
と
表
現
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
先
に
〈
統
治
者
が
対
象
の
「
理
」
に

虚
心
に
寄
り
添
い
、
そ
の
持
ち
前
・
本
分
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
示
す
る
言
葉
な

ら
ぬ
言
葉
〉
と
表
現
し
た
「
不
言
之
言
」
の
意
味
は
、
次
の
資
料
の
「
不
言
之

声
」
に
も
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

15  

全
心
中
に
在
れ
ば
、
蔽
匿
す
べ
か
ら
ず
。
形
容
に
和
し
、
膚
色
に
見

わ
る
。
善
気
も
て
人
を
迎
う
れ
ば
、
弟
兄
よ
り
親
し
む
。
悪
気
も
て
人

を
迎
う
れ
ば
、
戎
兵
よ
り
害
わ
る
。
不
言
之
声
は
、
雷
鼓
よ
り
疾は

げ

し
。
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心
気
の
形
わ
る
る
や
、
日
月
よ
り
明
る
く
、
父
母
よ
り
察
ら
か
な
り
。

賞
は
以
て
善
を
勧
む
る
に
足
ら
ず
、刑
は
以
て
悪
を
懲
ら
す
に
足
ら
ず
。

気
意
得
て
天
下
服
し
、
心
意
定
ま
り
て
天
下
聴
う）

15
（

。（
内
業
）

　
「
心
気
」
の
現
れ
と
し
て
の
「
不
言
之
声
」、つ
ま
り
「
全
心
」（
資
料
４
の
「
定

心
」
と
等
し
い
だ
ろ
う
）
を
得
て
道
の
精
気
を
宿
し
た
聖
人
が
対
象
の
内
実
に

寄
り
添
っ
て
そ
の
名
分
を
表
示
す
る
こ
と
は
、
そ
の
善
気
の
外
貌
へ
の
現
れ
と

相
俟
っ
て
、「
雷
鼓
」
以
上
に
対
象
に
響
く）

16
（

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の

命
名
の
的
中
が
人
々
を
心
服
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
が
、よ
り
具
体
的
な
理
由
を
、

次
の
二
つ
の
資
料
を
も
と
に
考
え
て
み
た
い
。

　
　

16  

人
善
し
と
言
う
も
亦
聴
く
こ
と
勿
れ
、
人
悪
し
と
言
う
も
亦
聴
く
こ

と
勿
れ
。
持
し
て
之
を
待
ち
、
空
然
と
し
て
之
を
両わ

か

つ
勿
く
、
淑
然
と

し
て
自
ら
清
く
せ
よ
。
旁
言
を
以
て
事
成
れ
り
と
為
す
無
か
れ
。
万
物

之
に
帰
せ
ば
、
美
悪
乃
ち
自
ず
か
ら
見
わ
る
。
…
夫
れ
天
の
墜
ち
ず
、

地
の
沈
ま
ざ
る
は
維
ぎ
て
之
を
載
す
る
或
る
な
る
か
。
又
況
ん
や
人
に

於
い
て
を
や
。
人
之
を
治
む
る
有
ら
ん
。
之
を
辟た
と

う
る
に
夫
の
雷
鼓
の

動
ず
る
が
若
き
な
る
か
な
。（
白
心
）

　
　

17  

聖
人
之
治
や
、
身
を
静
に
し
て
以
て
之
を
待
ち
、
物
至
り
て
名
自
ら

之
を
治
む
。
名
を
正
す
は
自
ら
之
を
治
む
る
に
し
て
、
身
を
奇
に
す
れ

ば
名
廃
る
。
名
正
し
く
法
備
わ
れ
ば
則
ち
聖
人
事
無
し
。（
白
心
）

　

資
料
16
で
は
、
聖
人
は
群
臣
の
到
来
に
際
し
て
、
そ
の
功
績
の
有
無
に
関
す

る
自
己
申
告
を
一
切
聴
か
ず
、
道
の
「
一
之
理
」
に
照
ら
し
た
個
物
の
理
へ
の

命
名
に
従
い
、
そ
の
実
態
と
の
照
合
を
万
物
自
ら
が
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
結

果
の
善
し
悪
し
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
、
万
物
は
雷
鼓
が
響
く
よ
う
な
衝
撃
を

受
け
る
と
い
う
。
資
料
17
で
は
、
聖
人
の
統
治
と
は
、
虚
静
の
態
度
で
待
ち
構

え
、
個
物
が
到
来
す
る
と
そ
の
名
分
を
標
準
に
し
て
個
物
自
身
に
己
の
名
実
を

正
さ
せ
る
。
個
物
の
実
態
が
名
分
と
食
い
違
う
な
ら
ば
、
そ
の
名
分
は
廃
れ
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
名
分
が
正
し
く
守
ら
れ
、
か
つ
法
が
備
れ
ば
聖
人
は
為
す
べ

き
仕
事
が
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
不
言
之
声
（
言
）」
が
対
象
に

強
く
響
く
の
は
、
付
与
さ
れ
る
名
分
が
個
物
の
実
質
に
的
中
す
る
こ
と
で
、
自

己
の
功
績
の
有
無
が
そ
れ
に
照
ら
し
て
自
明
と
な
る
こ
と
、
ま
た
個
物
は
名
分

に
即
し
て
力
を
尽
く
せ
ば
所
を
得
ら
れ
、
反
対
に
己
の
実
態
が
名
分
か
ら
逸
脱

す
れ
ば
法
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
た
め
、
己
に
固
有
の
名
分
を
知
る
こ
と
が
自
己

の
保
全
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

四
篇
が
「
善
不
善
は
信
を
取
り
て
止
む
。
若
し
く
は
左
、
若
し
く
は
右
し
て
、

正
中
せ
ん
の
み
」（
白
心
）
と
し
て
命
名
の
的
中
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
聖
人
は
、
君̶

官̶

民
の
階
級
的
秩
序

を
整
備
し
、
適
宜
正
名
を
行
う
こ
と
以
外
は
、
万
物
の
自
律
的
な
活
動
に
任
せ

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
聖
人
に
と
っ
て
常
に
配
慮
す
べ
き
は
、
資

料
17
に
続
け
て
「
常
居
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
廃
舎
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
変

に
随
い
て
事
を
断
ず
る
な
り
。
時
を
知
り
て
以
て
度
と
為
す
」（
白
心
）
と
い

う
よ
う
に
、
正
名
の
結
果
に
も
と
づ
く
法
の
適
用
を
適
宜
柔
軟
に
行
う
こ
と
で

あ
る
。
四
篇
は
、
時
勢
の
変
化
や
個
物
が
置
か
れ
た
特
殊
な
状
況
を
考
慮
し
て

こ
れ
に
柔
軟
な
処
置
を
加
え
る
余
地
を
残
す
方
が
国
家
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る

と
す
る
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
四
篇
は
、
階
級
的
秩
序
を
保
持
す
る
た
め
の

補
助
手
段
と
し
て
、法
な
ど
の
社
会
的
な
規
範
の
併
用
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
次
の
資
料
を
見
よ
う
。

　
　

18  

君
臣
父
子
人
間
之
事
、
之
を
義
と
い
う
。
登
降
揖
譲
、
貴
賤
等
有
り
、

親
疏
之
体
、
之
を
礼
と
謂
う
。
物
の
小わ
ず

か
に
道
に
一
な
ら
ざ
る
を
簡え
ら

び

て
、
殺
僇
禁
誅
す
、
之
を
法
と
い
う
。（
心
術
上
「
経
」）

　
　

19  

義
は
各
お
の
其
の
宜
に
処
る
な
り
。
礼
な
る
者
は
人
之
情
に
因
り
、

義
之
理
に
縁
り
、
之
が
節
文
を
為
す
者
な
り
。
故
に
礼
と
は
理
有
る
を

謂
う
な
り
。
理
な
る
者
は
分
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
義
之
意
を
諭
す
な

り
。
故
に
礼
は
義
よ
り
出
で
、
義
は
理
よ
り
出
で
、
理
は
宜
に
因
る
者

な
り
。
法
と
は
同
に
出
で
て
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
む
る
者
な
り
。
故

に
殺
僇
禁
誅
以
て
之
を
一
に
す
る
な
り
。
故
に
事
は
法
に
督
し
、
法
は

権
よ
り
出
で
、
権
は
道
よ
り
出
づ
。（
心
術
上
「
解
」）
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資
料
19
は
資
料
18
の
解
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
義
と
は
君
臣
・
父

子
を
第
一
と
す
る
人
倫
の
適
切
な
け
じ
め
を
い
い
、礼
と
は
貴
賤
・
親
疏
と
い
っ

た
義
を
登
降
・
揖
譲
な
ど
の
場
合
に
応
じ
た
具
体
的
な
振
る
舞
い
方
に
込
め
た

決
ま
り
を
い
う
。
礼
と
は
理
が
備
わ
る
と
い
う
意
味
で
、
理
と
は
分
限
を
明
ら

か
に
し
て
義
の
意
味
を
諭
す
も
の
だ
と
し
て
、
礼
は
義
に
、
義
は
理
に
、
理
は

宜
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
と
い
う
。
こ
こ
で
資
料
18
・
19
が
そ
れ
ぞ
れ
資
料
１
・

２
に
直
接
続
く
文
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
条
理
と
し

て
の
理
は
道
が
定
着
し
働
く
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
は
理
が
万
物
個
々
の
適
宜
に
因
る
と
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
一
方
、
法
は
万

物
を
一
律
に
あ
ら
し
め
る
手
段
で
あ
り
、
そ
の
活
動
が
名
分
を
逸
脱
す
る
と
、

逸
脱
者
は
法
に
照
ら
し
て
禁
誅
を
被
る
。
こ
の
法
は
道
の
理
法
に
も
と
づ
き
軽

重
の
宜
し
き
を
権
っ
て
定
め
ら
れ
る）
17
（

。
た
だ
し
こ
の
法
も
資
料
15
に
「
不
言
之

声
」
の
効
用
の
大
き
さ
を
言
う
の
に
絡
ん
で
「
賞
は
以
て
善
を
勧
む
る
に
足
ら

ず
。
刑
は
以
て
悪
を
懲
ら
す
に
足
ら
ず
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
法
は
あ
く
ま
で

正
名
の
補
助
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
民
の
自
律
性
に
委
ね
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
資
料
19
に
よ
れ
ば
、
四
篇
に
お
い
て
、
道
の
精
気
の
も
つ
天
地

人
を
貫
く
自
然
的
条
理
と
し
て
の
「
一
之
理
」
は
、
礼
義
・
法
の
根
底
に
あ
る

社
会
的
条
理
と
接
続
し
て
そ
こ
に
貫
通
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
18
（

。
こ
こ
で
、

礼
義
の
順
守
や
法
の
執
行
は
、
万
物
に
正
名
へ
の
自
覚
を
促
す
べ
く
機
能
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。「
名
当
た
る
、
之
を
聖
人
と
謂
う
。
必
ず
不
言
無
為
の
事
を

知
り
て
、
然
る
後
道
之
紀）

19
（

を
知
る
」（
心
術
上
「
経
」）
と
い
う
の
は
、
聖
人
が

正
名
を
行
う
こ
と
で
は
じ
め
て
、
万
物
の
理
が
十
全
に
機
能
し
、
そ
こ
で
「
一

之
理
」
の
世
界
に
お
け
る
実
現
を
知
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。「
徳
成

り
て
智
出
で
、
万
物
果
た
し
て
得
」（
内
業
）「
神
明
之
極
ま
り
、
照
乎
と
し
て

知
あ
れ
ば
、
万
物
義
に
中
り
、
守
り
て
忒
わ
ず
」（
内
業
）
と
あ
る
の
も
四
篇

の
そ
う
し
た
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、「
善
之
言
を
去
り
て
、
善
之

事
を
為
し
、
事
成
り
て
無
名
に
顧
反
す
」（
白
心
）
と
、
聖
人
は
そ
の
正
名
に

よ
る
統
治
の
事
業
が
成
就
し
た
後
は
そ
の
功
名
を
捨
て
去
る
と
い
う
の
は
、「
知

は
得
て
以
て
道
之
精
を
職
る
」（
心
術
上
「
解
」）
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で

無
為
・
無
名
の
道
を
実
践
す
る
こ
と
が
聖
人
の
職
分
だ
か
ら
だ
ろ
う）
20
（

。

⑷　

ま
と
め

　

本
章
に
論
じ
た
と
こ
ろ
を
、
四
篇
の
提
示
す
る
統
治
の
形
態
を
中
心
に
ま
と

め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
万
物
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
形
・
名
を
も
つ
。
そ
こ

で
「
一
之
理
」、
つ
ま
り
精
気
と
し
て
の
道
の
万
物
生
成
の
理
法
を
体
得
し
た

聖
人
は
、
そ
の
現
れ
と
し
て
の
個
物
の
理
に
虚
静
に
因
り
従
い
、
名
分
を
付
与

し
て
官
に
配
置
し
、
各
個
に
正
名
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
天
下
を
治

め
る
。
こ
れ
が
聖
人
の
、
私
意
を
排
除
し
た
「
一
言
」
に
よ
る
「
公
」
の
統
治

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
名
分
を
基
軸
と
し
て
織
り
上
げ
ら
れ
た
君̶

臣̶

民
の
社

会
的
秩
序
に
万
物
を
従
わ
せ
る
た
め
の
補
助
的
な
圧
力
と
し
て
礼
義
・
法
が
併

用
さ
れ
る
が
、「
一
之
理
」
は
こ
れ
ら
の
社
会
的
規
範
に
も
貫
通
す
る
。「
一
之

理
」
は
自
然
・
社
会
を
隈
無
く
貫
流
す
る
が
故
に
そ
の
把
握
が
統
治
の
要
点
と

な
る
の
で
あ
り
、
万
物
が
そ
の
名
分
に
従
い
所
を
得
る
こ
と
が
「
一
之
理
」
の

世
界
に
お
け
る
十
全
な
る
実
現
を
意
味
す
る
。
四
篇
は
こ
う
し
た
統
治
の
理
想

を
有
す
る
点
で
立
場
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
相
互
に
緊
密
な
結
び
つ
き
を
も
つ

と
判
断
し
う
る
。

二
、『
管
子
』
四
篇
成
立
の
意
味

　
『
管
子
』
四
篇
は
い
つ
の
時
代
の
ど
の
学
派
が
生
み
出
し
た
の
か
。
四
篇
の

政
治
思
想
と
し
て
最
も
特
徴
的
な
の
は
「
一
之
理
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
、

こ
れ
を
己
の
描
く
統
治
の
在
り
方
の
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「
一
之
理
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
己
の
理
想
と
す
る
統
治
の
形
態
を
提
示
す

る
他
の
文
献
と
し
て
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
・
老
子
乙
本
巻
前
古
佚
書
『
十
六
経
』

成
法
篇
及
び
『
淮
南
子
』
原
道
篇
が
挙
げ
ら
れ
る）

21
（

。
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
内
容
を

一
瞥
し
て
お
こ
う
。
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『管子』四篇の政治思想について

⑴　
『
十
六
経
』
成
法
篇
及
び
『
淮
南
子
』
原
道
篇
と
の
関
連

　
『
十
六
経
』
成
法
篇
に
「
一
之
理
」
の
概
念
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

20  

黄
帝
曰
く
、
請
問
す
、
天
下
に
成
法
の
以
て
民
を
正
す
べ
き
者
有
る

か
と
。
力
黒
曰
く
、
然
り
。
昔
天
地
既
に
成
り
、
正
な
れ
ば
若す

な
わち
名
有

り
、
合
す
れ
ば
若
ち
刑
有
り
。〔
乃
ち
〕
一
を
守
る
を
以
て
名
づ
く
。

上
に
は
之
を
天
に
拴み
た

し
、
下
に
は
之
を
四
海
に
施
す
と
。
吾
聞
く
、
天

下
の
成
法
に
故
よ
り
曰
く
、
多
か
ら
ず
、
一
言
に
し
て
止
む
。
名
に
循

い
て
一
に
復
れ
ば
、
民
は
紀
を
乱
す
こ
と
无
し
と
。
…
黄
帝
曰
く
、
一

な
る
者
は
一
な
る
の
み
か
。
其
れ
亦
長
ず
る
こ
と
有
る
か
と
。
力
黒
曰

く
、
一
な
る
者
は
道
の
其
の
本
な
り
。
…
一
之
解
は
天
地
に
察い
た

り
、
一

之
理
は
四
海
に
施
す
。
…
夫
れ
唯
一
を
失
わ
ず
、
一
以
て
化
を
騶う
な
がし
、

少
以
て
多
を
知
る
。
…
百
言
に
は
本
有
り
、千
言
に
は
要
有
り
、万〔
言
〕

に
は
蔥か
な
め（
総
）有
り
。
万
物
之
多
き
は
、皆
一
空
に
閲す

べ
ら
る
。
罷（
彼
）

必
ず
正
人
な
れ
ば
、
乃
ち
能
く
正
を
操
り
て
以
て
奇
を
正
し
、
一
を
握

り
て
以
て
多
を
知
り
、民
の
害
う
所
を
除
き
、民
の
宜
し
き
所
を
寺（
持
）

す
。
凡
を
総
べ
一
を
守
り
、
天
地
と
極
を
同
じ
く
し
て
、
乃
ち
天
地
之

禍
福
を
知
る
と
。（
馬
王
堆
帛
書
巻
前
古
佚
書
『
十
六
経
』
成
法
）

　

黄
帝
に
天
下
の
民
を
正
す
た
め
の
成
法
を
問
わ
れ
た
臣
下
の
力
黒
の
言
葉
に

よ
る
と
、
一
と
は
道
の
根
本
で
、
万
物
は
道
の
「
一
空
」
に
統
べ
ら
れ
る
と
い

う
。
そ
こ
で
天
地
の
成
立
と
と
も
に
万
物
に
は
名
と
形
と
が
定
ま
る
が
、
無
形

無
名
の
一
を
守
る
統
治
者
は
「
循
名
復
一
」、
つ
ま
り
万
物
の
名
に
従
い
治
め

る
こ
と
で
根
本
の
一
と
合
致
さ
せ
、
宇
宙
全
体
を
治
め
尽
く
す
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
一
之
解
は
天
地
を
察
む
。
一
之
理
は
、四
海
に
施
す
」
と
あ
る
の
に
よ
っ

て
考
え
る
と
、「
一
之
理
」
は
天
地
・
四
海
の
全
体
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
て
、

万
物
も
こ
の
道
の
理
法
に
従
っ
て
生
ま
れ
る
が
、そ
の
際
、万
物
は
固
有
の
形
・

名
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
統
治
者
は
「
握
一
以
知
多
」、「
一
之
理
」
を
把
握

し
て
万
物
の
形
名
を
知
る
と
と
も
に
、
こ
の
固
有
の
名
に
因
循
し
、「
操
正
以

正
奇
」
つ
ま
り
名
を
正
す
こ
と
で
、
民
の
所
を
得
さ
し
め
よ
う
と
す
る
。
つ
ま

り
万
物
に
対
す
る
命
名
こ
そ
が
、「
一
言
」
に
よ
る
統
治
で
あ
り
、
そ
れ
を
生

み
出
し
た
「
一
之
理
」
に
従
う
「
解
」
析
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
一
」
が
気

で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
な
い
が
、「
一
之
解
は
天
地
に
察
り
、
一
之

理
は
、
四
海
に
施
す
」
と
い
う
表
現
か
ら
し
て
、
成
法
篇
の
「
一
」
は
万
物
の

根
源
と
し
て
の
一
気
で
あ
る
と
理
解
し
う
る
。
次
に
『
淮
南
子
』
原
道
篇
の
資

料
を
見
よ
う
。

　
　

21  

所
謂
る
無
形
と
は
一
の
謂
な
り
。
所
謂
る
一
な
る
者
は
天
下
に
匹
合

無
き
者
な
り
。
卓
然
と
し
て
独
り
立
ち
、
塊
然
と
し
て
独
り
処
り
、
上

に
は
九
天
に
通
じ
、
下
に
は
九
野
を
貫
き
、
員
な
る
も
規
に
中
ら
ず
、

方
な
る
も
矩
に
中
ら
ず
、
大
い
に
渾
り
て
一
と
為
り
、
葉
累
な
り
て
根

無
く
、
天
地
を
懐
囊
し
て
、
道
の
関
門
と
為
り
、
穆
忞
隠
閔
と
し
て
、

純
徳
独
り
存
し
、
布
施
す
る
も
既つ

き
ず
、
用
い
る
も
勤つ
か

れ
ず
。
是
の
故

に
之
を
視
れ
ど
も
其
の
形
を
見
ず
、之
を
聴
け
ど
も
其
の
声
を
聴
か
ず
、

之
に
循
え
ば
其
の
身
を
得
ず
、
無
形
に
し
て
有
形
生
じ
、
無
声
に
し
て

五
音
鳴
り
、
無
味
に
し
て
五
味
形
わ
れ
、
無
色
に
し
て
五
色
成
る
。
是

の
故
に
有
は
無
よ
り
生
じ
、
実
は
虚
よ
り
出
で
、
天
下
之
が
圏
を
為
せ

ば
則
ち
名
実
同
に
居
る
。
…
道
は
一
立
ち
て
万
物
生
ず
。
是
の
故
に
一

之
理
は
四
海
に
施
し
、
一
之
解
は
天
地
に
際い

た

る
。
其
の
全
き
や
純
と
し

て
樸
の
若
く
、
其
の
散
ず
る
や
混
と
し
て
濁
れ
る
が
若
し
。
濁
り
て
徐

く
清
み
、
冲
し
く
し
て
徐
く
盈
ち
、
澹
と
し
て
其
れ
深
淵
の
若
く
、
汎

と
し
て
其
れ
浮
雲
の
若
く
、
無
き
が
若
く
し
て
有
り
、
亡
き
が
若
く
し

て
存
す
。
万
物
の
総
は
一
孔
に
閲
べ
ら
れ
、
百
事
の
根
は
皆
一
門
よ
り

出
づ
。（『
淮
南
子
』
原
道
篇
）

　

一
と
は
、
道
の
関
門
と
し
て
世
界
に
独
立
す
る
絶
対
的
な
実
在
で
、
そ
の
無

形
の
働
き
は
天
地
全
体
に
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
り
、万
物
を
生
み
出
す
と
い
う
。

後
文
の
「
一
之
理
は
四
海
に
施
し
、一
之
解
は
天
地
に
際
る
」「
其
の
全
き
や
…
」

「
其
の
散
ず
る
や
…
」
と
い
う
表
現
に
着
目
す
る
と
、
道
の
関
門
で
あ
り
純
樸

な
る
全
き
一
が
、
そ
の
「
理
」
に
従
っ
て
散
解
し
た
結
果
、
混
濁
せ
る
気
の
中
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か
ら
万
物
が
姿
を
現
す
と
理
解
で
き
る
。
万
物
・
百
事
は
こ
の
一
か
ら
出
て
く

る
が
、
こ
の
時
万
物
は
「
名
実
」
が
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
道
篇
は
ま

た
「
道
理
之
数

0

0

0

0

を
脩
め
、
天
地
之
自
然
に
因
れ
ば
、
則
ち
六
合
均
し
く
す
る
に

足
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て
「
一
之
理
」
の
体
得
と
天
地
自
然
へ
の
因
循
に
よ
る

統
治
を
説
く
が
、
さ
ら
に
「
聖
人
は
度
を
一
に
し
軌
に
循
い
、
其
の
宜
を
変
え

ず
、
其
の
常
を
易
え
ず
、
準
に
放
い
縄
に
循
い
、
曲
さ
に
其
の
当
に
因
る
」「
聖

人
人
を
し
て
各
お
の
其
の
位
に
処
り
、
其
の
職
を
守
り
て
相
干
す
を
得
ず
」
と

あ
る
の
は
原
道
篇
が
正
名
の
思
想
を
持
つ
こ
と
を
示
す
。
そ
の
外
、
原
道
篇
は

「
心
は
五
蔵
の
主
に
し
て
、
四
支
を
制
使
し
、
血
気
を
流
行
せ
し
め
、
是
非
之

境
に
馳
騁
し
、
百
事
之
門
戸
に
出
入
す
る
所
以
の
者
な
り
。
是
の
故
に
心
に
得

ず
し
て
天
下
の
気
を
経
む
る
有
れ
ば
、
…
亦
必
ず
其
の
任
に
勝
え
ず
」
と
あ
っ

て
血
気
の
流
行
す
る
心
の
自
得
こ
そ
が
天
下
の
気
を
治
め
る
た
め
の
前
提
と
な

る
と
い
う
考
え
を
も
つ
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
一
之
理
」
の
体
得
と
そ
れ
を
前
提
と
す
る
万
物
の

名
へ
の
因
循
を
在
る
べ
き
統
治
の
核
心
と
す
る
点
で
、『
管
子
』
四
篇
と
『
十

六
経
』
成
法
篇
・『
淮
南
子
』
原
道
篇
と
は
一
致
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た
『
管
子
』
四
篇
は
、
正
名
を
「
一
言
」
と
呼
ん
で
重
視
す
る
点
で
成
法
篇

と
、
気
と
し
て
の
道
の
在
り
方
を
詳
細
に
記
述
す
る
点
及
び
心
術
を
重
ん
じ
、

心
の
自
得
を
統
治
の
前
提
と
す
る
点
で
原
道
篇
と
、
強
い
共
通
性
を
も
つ
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

⑵　
『
老
子
』
及
び
前
漢
前
期
の
「
道
家
」
と
の
関
連

　

こ
の
三
者
の
一
致
ま
た
は
類
似
は
、
戦
国
末
期
に
斉
の
地
方
で
生
ま
れ
た
黄

老
思
想）

22
（

が
、
前
漢
前
期
に
お
い
て
、
統
治
の
場
に
盛
行
し
た
と
い
う
事
実
を
背

景
に
、
同
じ
斉
国
を
活
動
の
基
盤
と
す
る
管
子
学
派
及
び
淮
南
国
の
劉
安
の
下

に
参
集
し
た
学
者
た
ち
に
思
想
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
考

え
る
。『
老
子
』
か
ら
の
『
管
子
』
四
篇
へ
の
影
響
を
考
え
て
お
こ
う
。『
老
子
』

に
は
「
理
」
と
い
う
概
念
は
見
え
な
い
が
、
例
え
ば
「
必
ず
不
言
無
為
之
事
を

知
り
て
、
然
る
後
道
之
紀
を
知
る
」（『
管
子
』
心
術
上
「
経
」）
と
あ
る
の
は
、

『
老
子
』
の
「

人
無
為
之
事
に
居
り
、
不
言
之
教
を
行
う
」（
馬
王
堆
漢
墓
帛

書
『
老
子
』
乙
本
・
二
章
）
と
あ
る
「
無
為
之
事
」「
不
言
之
教
」
に
拠
り
な

が
ら
、
他
方
で
「
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
之
に
〔
命
け
て
〕
微
と
曰
う
。
之

を
聴
き
て
聞
こ
え
ず
、
之
に
命
け
て
希
と
曰
う
。
之
を
捪な

づ
れ
ど
も
得
ず
、
之

に
命
け
て
夷
と
曰
う
。
三
者
は
計
を
至
（
致
）
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
之
を
捃く
く

り

て
一
と
為
す
。
一
な
る
者
は
、
其
の
上
謬あ
き
ら（
皦
）
か
な
ら
ず
、
其
の
下
忽く
ら

（
昧
）

か
ら
ず
。
尋
尋
呵
と
し
て
命
づ
く
べ
か
ら
ず
、
无
物
に
復
帰
す
。
是
れ
を
無
状

之
状
、
无
物
之
象
と
胃
い
、
是
れ
を
沕
（
忽
）
望
（
恍
）
と
胃
う
。
隋
う
も
其

の
後
を
見
ず
、
迎
う
れ
ど
も
其
の
首
を
見
ず
。
今
之
道
を
執
り
て
、
以
て
今
之

有
を
御
し
、
以
て
古
始
を
知
る
。
是
れ
を
道
紀
と
胃
う
」（
同
・
十
四
章
）
と

あ
る
「
一
者
」
を
、
形
象
を
も
た
ず
知
覚
や
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
が
実
在

す
る
気
的
な
道
と
し
て
捉
え
、
今
に
現
れ
た
道
（
万
物
之
「
理
」）
に
従
い
万

有
を
無
為
・
不
言
に
よ
り
統
御
す
る
こ
と
で
、
古
の
道
（
一
之
理
）
の
実
在
と

そ
れ
と
の
つ
な
が
り
、
つ
ま
り
「
道
之
紀
」
を
知
り
う
る
と
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
四
篇
の
道
・
徳
・
形
・
名
の
概
念
に
つ
い
て
も
「
道
之
を
生
じ
、

徳
之
を
畜
い
、
物
と
し
て
之
に
形
わ
れ
、
器
と
し
て
之
を
成
す
。
是
を
以
て
万

物
道
を
尊
び
て
徳
を
貴
ぶ
」（
五
一
章
）
と
あ
る
道
・
徳
・
刑
・
器
の
概
念
に

も
と
づ
き
つ
つ
、「
器
」
に
つ
い
て
は
、「
道
の
道
と
す
べ
き
は
〔
恒
の
道
に
非

ざ
る
な
り
。
名
の
名
づ
く
べ
き
は
〕
恒
の
名
に
〔
非
ざ
る
〕
な
り
。
无
名
は
万

物
之
始
な
り
。
有
名
は
万
物
之
母
な
り
」（
同
・
一
章
）
と
あ
る
よ
う
に
、働
き
・

役
割
と
い
う
意
味
の
共
通
す
る
「
名
」
に
置
き
換
え
、
そ
の
上
で
四
篇
は
、
黄

帝
書
の
影
響
を
受
け
て
、
道
・
徳
に
は
「
一
之
理
」
が
、
刑
・
名
に
は
個
物
の

理
が
そ
れ
ぞ
れ
内
在
す
る
と
し
、
両
者
を
上
下
に
関
連
さ
せ
て
統
治
の
理
論
を

形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
『
老
子
』
の
「
一
者
」
の
性
格
と

そ
れ
に
も
と
づ
く
「
道
紀
」
の
考
え
は
『
十
六
経
』
成
法
篇
や
『
淮
南
子
』
原

道
篇
に
も
取
り
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
漢
前
期
に
黄
老
思
想
が
主
流
に
在
っ
た
こ
と
は
、文
帝
が「
道
家
之
学
」（『
史

記
』
巻
23
・
礼
書
）
及
び
「
刑
名
之
言
」（
同
・
巻
121
・
儒
林
列
伝
）
を
好
み
、
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『管子』四篇の政治思想について

次
の
景
帝
は
「
儒
者
に
任
ぜ
」
ず
、
ま
た
母
の
竇
太
后
は
「
黄
老
之
術
」
を
好

ん
だ
（
同
上
）
た
め
、「
帝
及
び
太
子
諸
竇
黄
帝
・
老
子
を
読
み
て
、
其
の
術

を
尊
ば
ざ
る
を
得
」
な
か
っ
た
（
同
・
巻
49
・
外
戚
世
家
）
事
実
な
ど
か
ら
分

か
り
、そ
の
流
行
は
竇
太
后
の
没
し
た
後
武
安
侯
田
蚡
が
丞
相
と
な
り
、「
黄
老
・

刑
名
・
百
家
之
言
を
絀
」
け
、「
文
学
・
儒
者
」
を
徴
用
す
る
よ
う
に
な
る
（
同
・

巻
121
・
儒
林
列
伝
）
武
帝
の
建
元
六
年
（
前
一
三
五
）
ま
で
継
続
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
前
漢
初
期
の
「
道
家
之
学
」
は
「
黄
老
之
術
」
を
中
心
と
す
る
も
の

で
あ
り）

23
（

、
従
っ
て
「
刑
名
之
言
」
も
「
道
家
之
学
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
。こ
の
時
期
の
「
道
家
之
学
」
の
形
態
に
つ
い
て
は
、司
馬
談
の
「
六

家
之
要
指
」（『
史
記
』
巻
130
・
太
史
公
自
序
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
道
家
は

人
の
精
神
を
し
て
専
一
に
せ
し
め
、
動
き
て
無
形
に
合
し
、
万
物
を
贍
足
せ
し

む
」
と
い
い
、
そ
の
政
術
は
「
虚
無
」
を
本
体
、「
因
循
」
を
作
用
と
し
て
万

物
の
あ
り
の
ま
ま
を
究
め
る
も
の
で
、
法
度
を
用
い
る
か
否
か
は
時
宜
や
物
の

在
り
方
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
群
臣
の
「
声
」（
固
有
の
名
分
）
と
実
績
を
突
き

合
わ
せ
る
こ
と
で
評
価
を
行
い
、
人
材
を
適
切
に
配
置
し
て
事
を
成
就
さ
せ
、

最
後
は
大
道
の
混
冥
・
無
名
に
復
帰
す
る
と
説
く
。「
気
」
や
「
理
」
と
い
う

語
は
用
い
ら
れ
な
い
な
が
ら
、
こ
の
「
道
家
」
の
統
治
の
形
態
は
、
統
治
者
の

精
神
の
確
立
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
万
物
の
名0

へ
の
因
循
を
説
く
点
で
、『
十
六
経
』

成
法
篇
・『
管
子
』
四
篇
・『
淮
南
子
』
原
道
篇
に
見
え
る
そ
れ
と
基
本
的
に
一

致
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。『
管
子
』
四
篇
は
前
漢
前
期
に
生
み
出
さ
れ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

⑶　

管
子
学
派
に
お
け
る
四
篇
著
述
の
意
味

　
『
管
子
』
四
篇
は
、『
管
子
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
著
作
で
あ
る
か
ら
に
は
、

管
子
学
派
の
手
に
な
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
四
篇
の
著

作
は
、
管
子
学
派
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

を
、
前
漢
前
期
の
現
実
の
統
治
に
現
れ
た
正
名
重
視
の
態
度
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
文
帝
が
即
位
し
た
当
初
、
文
帝
が
一
年
の
裁
判
の
件
数
と
租
税
の
収
支

と
を
問
う
た
時
に
、
左
丞
相
の
陳
平
は
そ
れ
ぞ
れ
廷
尉
と
治
粟
内
史
に
尋
ね
よ

と
述
べ
、さ
ら
に
己
の
宰
相
の
職
務
は
「
上
に
は
天
子
を
佐
け
て
陰
陽
を
理
め
、

四
時
に
順
い
、
下
に
は
万
物
の
宜
し
き
を
育
て
、
外
に
は
四
夷
諸
侯
を
鎮
め
、

内
に
は
百
姓
を
親
附
し
、
卿
大
夫
を
し
て
各
の
其
の
職
に
任
ず
る
を
得
し
む
」

と
答
え
た
（『
史
記
』
巻
56
・
陳
丞
相
世
家
）
と
い
う
話
が
あ
る
。
陳
平
は
黄

老
派
の
人
物
で
、
こ
こ
で
宰
相
の
職
務
は
各
部
署
の
官
吏
に
自
分
の
職
務
を
全

う
さ
せ
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
為
政
者
の
一
人
と
し
て
黄
老
の
正
名

の
考
え
に
従
い
実
践
し
た
事
例
と
見
な
せ
る
。
次
に
、
前
漢
前
期
は
、
諸
王
の

領
土
は
大
き
く
、
京
師
と
同
様
の
制
度
を
行
う
な
ど
僭
越
で
あ
っ
た
た
め
、
文

帝
は
賈
誼
の
建
議
を
採
用
し
て
斉
と
趙
を
分
割
し
、
景
帝
は
鼂
錯
の
計
略
を
採

用
し
て
呉
と
楚
を
削
減
し
、
武
帝
は
主
父
偃
の
献
策
を
採
用
し
推
恩
の
令
を
下

し
て
、
そ
の
子
弟
に
戸
邑
を
分
与
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
、
藩
国
は
黜
陟
を

行
わ
ず
と
も
自
ず
か
ら
析
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
論
述
（『
漢
書
』
巻

14
・
諸
侯
王
表
序
）
が
あ
る
。
賈
誼
は
「
諸
子
百
家
之
書
に
通
」
じ
（『
史
記
』

巻
84
・
本
伝
）、
鼂
錯
は
「
申
商
刑
名
0

0

を
軹
の
張
恢
先
の
所
に
学
」
び
（
同
・

巻
101
・
本
伝
）、
主
父
偃
は
「
長
短
縦
横
之
術
を
学
び
、
晩
に
易
・
春
秋
・
百

家
之
言
」（
同
・
巻
112
・
本
伝
）
を
学
ん
だ
人
物
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
諸

侯
削
弱
策
を
打
ち
出
し
た
文
帝
期
の
賈
誼
、
景
帝
期
の
鼂
錯
、
武
帝
期
の
主
父

偃
ら
の
見
解
に
は
、
同
姓
と
は
い
え
、
諸
王
に
は
、
皇
帝
の
臣
下
と
し
て
適
正

な
大
き
さ
の
領
土
だ
け
を
所
有
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
正
名
の
精
神
を
含
ん
で

い
る
。
関
連
し
て
、
文
帝
期
の
賈
誼
の
次
の
上
奏
文
を
見
て
お
こ
う
。

　
　

22  

夫
れ
君
臣
を
立
て
、
上
下
を
等
し
、
父
子
を
し
て
礼
有
り
、
六
親
を

し
て
紀
有
ら
し
む
る
は
、
此
れ
天
の
為
す
所
に
非
ず
、
人
の
設
く
る
所

な
り
。
夫
れ
人
の
設
く
る
所
は
、
為
さ
ざ
れ
ば
立
た
ず
、
植
え
ざ
れ
ば

則
ち
僵
れ
、
修
め
ざ
れ
ば
則
ち
壊
る
。
筦
子
に
曰
く
、
礼
義
廉
恥
、
是

れ
を
四
維
と
謂
う
。
四
維
張
ら
ざ
れ
ば
、
国
乃
ち
滅
亡
す
と
。
筦
子
を

し
て
愚
人
な
ら
し
め
ば
則
ち
可
な
り
、
筦
子
を
し
て
少
し
く
礼
を
治
む

る
を
知
ら
し
め
ば
、
則
ち
是
れ
豈
為
に
心
を
寒
く
せ
ざ
る
べ
き
か
。
秦
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四
維
を
滅
ぼ
し
て
張
ら
ず
、
故
に
君
臣
は
乖
乱
し
、
六
親
は
殃
戮
し
、

姦
人
並
び
に
起
こ
り
、
万
民
離
反
し
、
凡
そ
十
三
歳
に
し
て
社
稷
虚
と

為
る
。
今
四
維
猶
未
だ
備
わ
ら
ず
、
故
に
姦
人
幸
を
幾
い
て
衆
心
疑
惑

す
。
豈
如
今
経
制
を
定
め
、
君
は
君
た
り
臣
は
臣
た
り
、
上
下
に
差
有

り
て
、
父
子
六
親
各
お
の
其
の
宜
を
得
し
め
ば
、
姦
人
幸
を
幾
う
所
亡

く
し
て
群
臣
に
は
信
衆
く
、
上
疑
惑
せ
ざ
る
な
ら
ん
。
此
の
業
壹
た
び

定
ま
れ
ば
、
世
世
常
に
安
ん
じ
て
、
而
る
後
持
循
す
る
所
有
り
。
若
し

夫
れ
経
制
定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
是
れ
猶
江
河
を
度
り
て
維
楫
亡
く
、
流
に

中
り
て
風
波
に
遇
い
、
船
必
ず
覆
え
ら
ん
。
長
太
息
を
為
す
べ
き
者
此

れ
な
り
。（『
漢
書
』
巻
48
・
賈
誼
伝
）

　

賈
誼
は
文
帝
に
対
し
、
君
臣
父
子
の
序
列
を
立
て
て
こ
れ
を
制
度
化
す
る
こ

と
に
よ
る
正
名
を
求
め
て
い
る
。『
漢
書
』
巻
22
・
礼
楽
志
に
よ
る
と
、
賈
誼

が
こ
の
建
議
に
も
と
づ
き
そ
の
草
案
を
作
る
と
文
帝
は
喜
ん
だ
が
、
大
臣
の
周

勃
や
灌
嬰
な
ど
が
妨
害
し
た
た
め
に
、
現
実
化
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
賈

誼
の
漢
独
自
の
礼
制
を
定
め
る
べ
き
だ
と
の
意
見
は
前
代
の
秦
が
礼
義
を
用
い

ず
に
滅
ん
だ
と
い
う
教
訓
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
文
帝
が
賛
意
を
示
し

た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
漢
初
の
現
実
を
ふ
ま
え
た
説
得
力
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と

思
え
る
。そ
こ
で
目
を
惹
く
の
は
、
賈
誼
が
『
管
子
』
牧
民
篇
の
「
礼
義
廉
恥
、

是
れ
を
四
維
と
謂
う
。
四
維
張
ら
ざ
れ
ば
、
国
乃
ち
滅
亡
す
」
と
い
う
言
葉
を

節
略
引
用）

24
（

し
て
己
の
意
見
の
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
管
子
』
牧
民

篇
は
、『
管
子
』
全
篇
の
基
礎
を
成
す
重
要
な
篇
で
あ
り
、
戦
国
中
期
に
は
成

立
し
て
い
た
と
さ
れ
る）

25
（

が
、
こ
の
国
家
存
続
の
た
め
に
「
四
維
」
を
保
持
す
べ

き
こ
と
の
主
張
は
そ
の
中
で
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
牧
民
篇
の
引
用
は
、
文

帝
の
時
代
に
お
い
て
、
該
篇
の
こ
の
見
解
が
漢
の
独
自
の
制
度
を
確
立
せ
ん
と

す
る
機
運
に
適
合
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
と
『
管
子
』

四
篇
の
中
で
礼
義
の
確
立
を
統
治
の
補
助
手
段
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
と

は
密
接
に
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
賈
誼
は
、
君
臣
父
子
の
序

列
は
、
天
で
は
な
く
人
自
ら
が
設
け
る
も
の
だ
と
す
る
が
、
管
子
学
派
は
礼
義

を
道
に
も
と
づ
け
る
形
で
こ
の
時
代
の
要
請
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、文
帝
の
統
治
の
概
要
と
『
管
子
』
四
篇
と
の
関
連
を
見
て
み
よ
う
。

景
帝
は
元
年
（
前
一
五
六
）
十
月
の
御
史
に
下
し
た
詔
の
中
で
文
帝
の
統
治
の

在
り
方
を
概
観
し
て
、「
‥
孝
文
皇
帝
天
下
に
臨
み
て
、
関
梁
を
通
じ
、
遠
方

を
異
に
せ
ず
。
誹
謗
を
除
き
、
肉
刑
を
去
り
、
長
老
に
賞
賜
し
、
孤
独
を
収
恤

し
、
以
て
群
生
を
育
む
。
嗜
欲
を
減
じ
、
献
を
受
け
ず
、
其
の
利
を
私
せ
ざ
る

な
り
。
罪
人
帑
せ
ず
、
無
罪
を
誅
せ
ず
。
宮
刑
を
除
き
、
美
人
を
出
し
、
絶
人

之
世
を
重
ぬ
」（『
史
記
』
巻
10
・
孝
文
本
紀
）
云
々
と
い
う
。
文
帝
が
己
の
欲

を
虚
し
く
し
て
、
無
益
な
刑
罰
を
減
ら
し
、
民
衆
本
位
の
統
治
を
行
っ
た
と
評

価
さ
れ
る
そ
の
内
容
も
ま
た
『
管
子
』
四
篇
の
、
法
を
正
名
の
補
助
と
し
、
そ

の
制
定
・
適
用
を
柔
軟
に
行
お
う
と
す
る
立
場
と
齟
齬
し
な
い
だ
ろ
う
。
い
っ

た
い
『
管
子
』
四
篇
は
「
君
子
は
物
を
使
い
、
物
に
使
わ
れ
ず
」（
資
料
８
・

内
業
）「
聖
人
は
物
を
裁
き
、
物
に
使
わ
れ
ず
」（
資
料
９
・
心
術
下
）
と
し
て
、

統
治
者
と
被
治
者
と
の
間
に
絶
対
的
な
上
下
の
区
別
を
設
け
て
お
り
、
想
定
す

る
社
会
的
な
階
層
も
君
―
官
―
民
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
四
篇
に
と
っ

て
は
、
こ
こ
で
い
う
聖
人
・
君
子
の
役
割
を
、
現
実
世
界
の
皇
帝
が
担
う
こ
と

は
全
く
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
と
り
わ
け
文
帝
の
時
代
は
、
漢
が
興
っ
た
当
初

に
秦
朝
の
孤
立
の
失
敗
を
教
戒
と
し
て
藩
蔽
の
意
味
を
も
た
せ
て
大
い
に
封
じ

た
諸
王
が
、
呂
氏
の
乱
の
討
滅
の
際
に
は
役
立
っ
た
も
の
の
、
今
や
そ
の
国
土

が
強
盛
に
な
り
制
度
が
僭
越
に
な
る
至
り
、
国
家
の
災
い
の
種
と
な
っ
て
い
た

（『
漢
書
』
巻
14
・
諸
侯
王
表
序
に
よ
る
）
た
め
、
国
家
の
安
定
的
維
持
の
た
め

の
強
幹
弱
枝
の
志
向
が
朝
廷
内
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
関

わ
っ
て
文
帝
自
身
が
「
道
家
之
学
」「
刑
名
之
言
」
を
好
ん
だ
こ
と
が
要
因
と

な
り
、
官
僚
機
構
に
お
け
る
官
人
の
在
り
方
、
皇
帝
と
諸
王
と
の
関
係
に
現
れ

る
君
臣
父
子
の
秩
序
の
在
り
方
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
礼
制
の
整
備
な
ど
の
問
題

を
論
じ
る
に
当
た
り
正
名
の
精
神
が
時
の
為
政
者
に
強
く
意
識
さ
れ
た
と
見
ら
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『管子』四篇の政治思想について

れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
文
帝
は
、
私
欲
を
抑
え
な
が
ら
民
の
適
宜
に
従
う
統
治

を
実
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。『
管
子
』
四
篇
は
、
こ
の
文
帝
の
統
治
を
支
持
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
上
述
の
よ
う
な
時
運
に
際
会
し
た

斉
の
管
子
学
派
が
、
一
方
で
は
同
じ
く
斉
の
地
で
生
ま
れ
た
黄
老
思
想
の
影
響

を
受
け
て
「
一
之
理
」
に
も
と
づ
く
正
名
を
行
う
聖
人
の
在
り
方
を
造
型
し
な

が
ら
、
他
方
で
国
家
に
お
け
る
礼
義
確
立
の
重
要
性
を
説
く
牧
民
篇
の
趣
旨
を

も
そ
の
補
助
と
し
て
組
み
込
ん
で
、
皇
帝
の
あ
る
べ
き
統
治
の
在
り
方
を
象
徴

的
に
示
す
べ
く
著
作
し
た
の
が
四
篇
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
『
管
子
』
四
篇
は
黄
老
思
想
が
隆
盛
を
見
た
前
漢
文
帝
期
（
前
一
八
〇
〜

前
一
五
七
在
位
）
ま
た
は
景
帝
期
（
前
一
五
七
〜
前
一
四
一
在
位
）
の
間
に
成

立
し
た
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、「『
管
子
』
四
篇
の
ま
と
ま
り
の

意
味
」
を
追
究
す
る
に
際
し
て
は
、
四
篇
と
『
管
子
』
所
収
の
他
篇
と
の
相
関

関
係
も
よ
り
深
く
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、そ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）　

本
稿
は
『
管
子
』
の
底
本
と
し
て
、黎
翔
鳳
『
管
子
校
注
』（
中
華
書
局
、

二
〇
〇
四
）
を
用
い
る
。

（
２
）　

張
嵲
「
読
管
子
」（
前
掲
『
管
子
校
注
』
所
収
）
に
「
管
子
、
天
下
之

奇
文
也
、
所
以
著
見
於
天
下
後
世
者
、
豈
徒
其
功
烈
哉
。
及
読
心
術
上
下
、

白
心
・
内
業
諸
篇
、
則
未
嘗
不
廃
書
而
歎
、
益
知
其
功
業
之
所
本
、
然
後
知

世
之
知
管
子
者
殊
浅
也
」
と
あ
る
。

（
３
）　

劉
節
「
管
子
中
所
見
之
宋
鈃
一
派
学
説
」（『
古
始
考
存
』、人
民
出
版
社
、

一
九
五
八
、所
収
、初
出
は
一
九
四
三
）、郭
末
若
「
宋
鈃
尹
文
遺
著
考
」（『
青

銅
時
代
』、
人
民
出
版
社
、
一
九
五
四
、
所
収
、
一
九
四
四
稿
）

（
４
）　

例
え
ば
張
連
偉
「
論
《
管
子
》
四
篇
的
学
派
帰
属
」（『
管
子
学
刊
』
第

１
期
、
二
〇
〇
三
）
は
序
文
に
お
い
て
郭
末
若
の
前
掲
論
文
以
後
、
１
．
宋

鈃
・
尹
文
説
、
２
．
田
駢
・
慎
到
説
、
３
．
稷
下
黄
老
学
派
的
作
品
、
４
．

稷
下
道
家
説
、
５
．
管
子
学
派
説
の
五
種
の
学
説
が
現
れ
た
と
し
て
、
そ
れ

を
唱
え
た
学
者
の
名
前
と
論
著
を
紹
介
し
、
自
ら
は
「
３
．
稷
下
黄
老
学
派

的
作
品
」
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
５
．
管
子
学
派
説
」
は
、
後
掲
の

金
谷
治
氏
が
唱
え
る
「
管
仲
学
派
説
」
に
等
し
い
。

（
５
）　

以
上
、
金
谷
治
『
管
子
の
研
究
』
の
主
に
五
章
二
節
「
哲
学
思
想
」・

終
章
二
節
「『
管
子
』
諸
篇
の
思
想
史
的
展
開
」・
結
語
に
よ
る
。
な
お
、
金

谷
氏
は
五
章
二
節
で
心
術
上
下
・
内
業
の
三
篇
の
成
立
の
先
後
問
題
に
つ
い

て
論
じ
て
い
て
参
考
に
な
る
。
資
料
的
関
係
に
つ
い
て
は
、心
術
上
篇
は「
初

め
が
経
文
で
後
半
は
解
釈
で
あ
る
」
こ
と
、「
心
術
下
篇
と
内
業
篇
と
は
、

内
容
の
重
複
が
多
」
い
が
、
重
複
文
の
存
在
は
、
両
篇
が
「
同
一
祖
本
に
も

と
づ
く
兄
弟
関
係
に
あ
」
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
（
郭
末
若
前
掲
論
文
に

よ
る
）、
内
業
篇
と
心
術
上
篇
と
の
類
似
文
は
「
内
業
篇
の
中
で
心
術
下
篇

と
重
複
し
な
い
部
分
に
集
中
し
て
見
い
出
さ
れ
る
」
の
で
「
内
業
篇
が
一
方

で
は
心
術
下
篇
と
祖
本
を
ひ
と
し
く
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
心
術
上
篇
と
も

関
係
を
持
っ
て
成
立
し
」、「
心
術
上
篇
と
内
業
篇
と
の
先
後
関
係
と
し
て
は
、

心
術
上
篇
が
と
く
に
そ
の
経
の
部
分
に
古
体
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
内
業
篇
を
後
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
」
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
さ
ら

に
内
容
面
に
つ
い
て
、
心
術
下
篇
と
内
業
篇
と
は
「
心
術
上
篇
で
は
は
っ
き

り
し
な
か
っ
た
気
の
思
想
が
重
視
さ
れ
、
両
篇
の
全
体
の
主
流
に
な
っ
て
い

る
」
点
で
共
通
し
、「
内
業
篇
で
は
道
家
的
な
道
が
し
き
り
に
説
か
れ
、
ま

た
養
生
思
想
を
と
く
に
強
調
す
る
」
一
方
、「
心
術
下
篇
で
は
道
は
ほ
と
ん

ど
あ
ら
わ
れ
ず
、心
術
上
の
と
く
に
解
の
部
分
と
同
様
に
政
治
思
想
が
あ
る
」

点
で
相
違
す
る
と
し
て
、
道
の
問
題
を
重
ん
じ
る
心
術
上
篇
の
経
を
も
と
に

心
術
上
篇
の
解
及
び
内
業
篇
が
作
ら
れ
、
気
の
問
題
を
重
ん
じ
る
心
術
下
篇

の
祖
本
か
ら
内
業
篇
及
び
心
術
下
篇
が
作
ら
れ
、
心
術
上
篇
と
心
術
下
祖
本

と
が
同
列
に
お
い
て
関
連
し
、
心
術
上
篇
の
解
・
内
業
篇
・
心
術
下
篇
が
同

列
に
お
い
て
関
連
す
る
と
い
う
関
係
を
見
出
し
、
こ
れ
を
図
示
し
て
い
る
。

ま
た
心
術
上
篇
と
白
心
篇
と
に
お
い
て
資
料
的
に
共
通
の
も
の
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
は
白
心
篇
も
心
術
上
篇
の
解
・
内
業
篇
・
心
術
下
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篇
と
同
列
に
お
い
て
関
連
し
あ
う
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
筆
者
は

心
術
上
篇
の
「
経
」
と
「
解
」
の
両
者
に
お
け
る
見
解
の
相
違
は
な
く
、
か

り
に
「
経
」「
解
」
双
方
の
作
者
が
別
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
各
部
分
の
成

立
は
近
接
し
、
ま
た
心
術
上
篇
を
含
め
た
四
篇
各
篇
の
成
立
も
近
接
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
政
治
思
想
と
い
う
点
で
、
四
篇
が
共

通
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
６
）　

馮
友
蘭
「
先
秦
道
家
所
謂
道
底
物
質
性
」（『
中
国
哲
学
史
論
文
集
』、

上
海
出
版
社
、
一
九
五
八
）
が
「
在
中
国
言
語
中
、〝
気
〞
字
底
意
義
是
很

多
的
、
也
是
很
不
清
楚
的
、
但
是
在
中
国
哲
学
中
、
作
為
一
個
世
界
観
中
的

概
念
、
気
総
是
指
運
動
着
的
細
微
的
物
質
、
…
気
本
身
就
能
変
化
而
生
出
各

種
各
様
的
東
西
、
这
就
証
明
它
本
身
是
運
動
着
的
物
質
」
と
あ
る
の
を
精
気

と
し
て
の
道
の
在
り
方
の
表
現
と
し
て
参
考
に
し
た
。

（
７
）　

内
業
篇
に
「
形
不
正

0

0

0

、
徳
不
来
。
中
不
静
、
心
不
治
」
と
あ
り
、
こ
の

箇
所
に
安
井
衡
『
管
子
纂
詁
』
が
「
形
不
正
、
行
不
修
也
」
と
あ
る
の
を
参

考
に
し
た
。

（
８
）　

内
業
篇
に
「
凡
物
之
精
、
此
則
為
生
。
下
生
五
穀
、
上
為
列
星
。
流
於

天
地
之
間
、
謂
之
鬼
神
。
蔵
於
胸
中
、
謂
之
聖
人
」
と
も
あ
る
。

（
９
）　

前
掲
馮
友
蘭
「
先
秦
道
家
所
謂
道
底
物
質
性
」
は
「
在
〝
管
子
〞
四
篇

中
，
道
就
是
精
気
，
也
称
為
霊
気
。
…
就
其
規
律
性
而
言
，
則
謂
之
道
。
就

其
変
化
不
測
而
言
，
則
謂
之
神
，
謂
之
霊
。
就
其
想
象
中
的
光
輝
燦
爛
而
言
，

則
謂
之
明
」「
道
也
有
規
律
底
意
義
。〝
管
子
〞
四
篇
承
認
事
物
変
化
有
客
観

的
規
律
，称
為
則
。
…
規
律
也
称
為
理
。
…
理
就
是
事
物
底
〝
分
〞
与
〝
宜
〞，

也
就
是
事
物
的
規
律
」
と
言
っ
て
、
道
に
精
気
と
規
律
と
の
両
義
が
あ
る
こ

と
を
説
く
。
た
だ
し
、
両
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
。
金
谷
氏
前
掲
書
五
章
二
節
で
は
、
心
術
上
下
・
白
心
・
内
業
の
四

篇
に
加
え
、
形
勢
・
牧
民
・
勢
・
九
守
・
水
地
・
宙
合
な
ど
の
諸
篇
を
も
「
哲

学
思
想
」
の
範
疇
に
含
め
て
考
察
し
た
結
果
で
あ
る
が
、『
管
子
』
の
道
に

つ
い
て
「
自
然
法
的
な
秩
序
原
理
と
し
て
の
性
格
と
天
地
自
然
の
道
と
し
て

の
現
実
的
な
は
た
ら
き
を
持
つ
」
と
い
う
。
後
者
の
「
天
地
自
然
の
道
」
に

は
心
術
下
・
内
業
の
両
篇
に
見
え
る
「
精
気
と
し
て
の
道
」
が
含
ま
れ
る
。

た
だ
、そ
の
二
つ
の
性
格
の
相
互
関
係
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
陳
鼓
応『
管

子
四
篇
詮
釈
―
稷
下
道
家
代
表
作
解
析
』（
商
務
印
書
館
出
版
、
二
〇
〇
六
）

は
第
一
部
分
の
「《
管
子
》
四
篇
的
道
論
」
の
「
参
、《
管
子
》
四
篇
道
論
之

特
点
」
で
、
一
方
で
は
「
稷
下
黄
老
則
提
出
精
気
学
説
、
将
道
具
象
化
而
為

精
気
、
落
実
于
人
身
，
并
用
以
解
釈
人
物
及
生
命
智
慧
的
来
源
」
と
述
べ
、

他
方
で
「
以
〈
心
術
上
〉
与
〈
枢
言
〉
篇
為
代
表
的
稷
下
道
家
，
認
為
礼
，

法
出
于
道
，
其
将
道
提
到
首
要
的
地
位
，
并
将
形
而
上
之
道
与
形
而
化
之
礼

法
貫
通
為
一
整
体
」
と
述
べ
る
が
、
道
が
具
象
化
さ
れ
た
精
気
と
「
形
而
下

之
礼
法
」
と
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
。

（
10
）　

た
だ
し
「
凡
人
之
生
也
、
天
出
其
精
、
地
出
其
形
、
合
此
以
為
人
」（
内

業
）
と
い
う
よ
う
に
、
天
地
は
精
気
と
形
体
を
人
へ
と
橋
渡
し
す
る
位
置
づ

け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
天
曰
虚
、
地
曰
静
。
虚
則
不
屈
、

静
則
不
変
」（
心
術
上
「
経
）
と
そ
の
在
り
方
に
則
る
べ
し
と
も
さ
れ
る
。

ま
た
「
正
形
摂
徳
、
天
仁
地
義
、
則
淫
然
而
至
」（
内
業
）
と
は
心
を
虚
静

に
す
る
得
道
の
過
程
に
お
い
て
天
地
の
働
き
の
助
け
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
い

う
だ
ろ
う
。

（
11
）　

王
念
孫
『
管
子
雑
志
』
が
「
不
得
過
実
上
、当
有
名
字
」
と
い
う
に
従
っ

て
「
名
」
字
を
加
え
た
。

（
12
）　
『
管
子
纂
詁
』が
こ
の
資
料
に
つ
い
て「
有
貌
而
無
質
曰
象
。
既
知
其
象
、

則
又
求
其
形
。
因
其
形
所
有
之
理
、
則
知
其
中
所
蔵
之
情
。
求
其
端
緒
之
発

於
外
者
、
則
知
其
所
以
名
之
。
此
皆
聖
人
因
形
命
名
之
事
也
」
と
注
釈
す
る

の
に
従
っ
て
理
解
し
た
。

（
13
）　

心
術
上
「
経
」
に
「
毋
先
物
動
、
以
観
其
則
」
と
あ
る
「
其
則
」
と
は

個
物
の
理
を
、
同
「
経
」
に
「
直
人
之
言
、
不
義
不
顧
、
不
出
於
口
、
不
見

於
色
、
四
海
之
人
、
又
孰
知
其
則
」
と
あ
る
「
其
則
」
と
は
聖
人
の
体
得
す

る
「
一
之
理
」
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
と
思
わ
れ
る
。
同
篇
に
「
名
当
謂
之
聖
人
。
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『管子』四篇の政治思想について

故
必
知
不
言
無
為
之
事
、
然
後
知
道
之
紀
。
殊
形
異
執
、
不
与
万
物
異
理
、

故
可
以
為
天
下
始
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
四
篇
の
中
で
最
も

成
立
の
早
い
と
思
わ
れ
る
心
術
上
「
経
」
に
お
い
て
す
で
に
、「
一
之
理
」

を
得
て
個
物
の
理
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
る
統
治
が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
知

ら
れ
る
。

（
14
）　

こ
の
箇
所
の
心
術
下
篇
の
重
複
部
分
に
「
心
之
中
又
有
心
、意0

以
先
言
。

意0

然
後
刑
、
刑
然
後
思
、
思
然
后
知
」
と
あ
り
、
内
業
篇
に
「
彼
道
之
情
、

悪
音0

与
声
。
脩
心
静
音0

、
道
乃
可
得
」
と
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
同
篇
に
「
此

気
也
、不
可
止
以
力
、而
可
安
以
徳
。
不
可
呼
以
声
、而
可
迎
以
音0

」
の
「
音
」

が
「
意
」
の
誤
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
原
文
の
「
音
」
を
「
意
」

に
改
め
た
。

（
15
）　

こ
の
内
業
篇
の
文
章
と
内
容
の
重
な
る
心
術
下
篇
の
文
は
次
の
通
り
。

「
金
心

0

0

在
中
不
可
匿
、外
見
於
形
容
、可
知
於
顔
色
。
善
気
迎
人
、親
如
弟
兄
。

悪
気
迎
人
、
害
於
戈
兵
。
不
言
之
言

0

0

0

0

、
聞
於
雷
鼓
。
金
心
之
形

0

0

0

0

、
明
於
日
月
、

察
於
父
母
。
昔
者
明
王
之
愛
天
下
、
故
天
下
可
附
。
暴
王
之
悪
天
下
、
故
天

下
可
離
。
故
貨
之
不
足
以
為
愛
、
刑
之
不
足
以
為
悪
。
貨
者
愛
之
末
也
、
刑

者
悪
之
末
也
」。
内
業
篇
の「
全
心
」と
心
術
下
篇
の「
金
心
」は
と
も
に「
治

ま
っ
た
心
」
と
い
う
意
味
、
ま
た
「
不
言
之
声0

」
と
心
術
下
篇
の
「
不
言
之

言0

」
と
は
と
も
に
「
こ
と
ば
」
と
い
う
意
味
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外

の
両
篇
の
文
章
の
注
目
す
べ
き
相
違
点
と
し
て
は
、内
業
篇
に
「
心
気
之
形
」

「
賞
不
足
以
勧
善
、
刑
不
足
以
懲
過
」
と
あ
る
の
が
、
心
術
下
篇
で
は
「
金

心
之
形
」「
貨
之
不
足
以
為
愛
、
刑
之
不
足
以
為
悪
」
と
あ
る
こ
と
、
内
業

篇
で
は
「
刑
不
足
以
懲
過
」
と
い
う
一
句
の
あ
と
に
「
気
意
得
而
天
下
服
、

心
意
定
而
天
下
聴
」
と
い
う
二
句
が
あ
る
が
心
術
下
篇
に
は
そ
れ
が
な
く
、

一
方
心
術
下
篇
の
「
察
於
父
母
」
と
い
う
一
句
の
あ
と
に
「
昔
者
明
王
之
愛

天
下
、
故
天
下
可
附
。
暴
王
之
悪
天
下
、
故
天
下
可
離
」
と
い
う
四
句
が
あ

る
が
内
業
篇
に
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
内
業
篇
は
「
心
気
之

形
」
を
「
不
言
之
声
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
て
、
そ
の
民
に
与
え
る
影
響
力

が
賞
刑
よ
り
重
い
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、心
術
下
篇
は「
金

心
之
形
」
を
そ
の
前
の
「
善
気
」「
悪
気
」
に
関
連
さ
せ
て
理
解
し
、
統
治

者
の
愛
悪
の
民
に
与
え
る
影
響
力
の
大
き
さ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
部

分
に
関
し
て
、内
業
篇
と
心
術
下
篇
と
の
間
に
論
旨
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

（
16
）　
「
上
聖
之
人
、
口
無
虚
習
也
、
手
無
虚
指
也
、
物
至
而
命
之
耳
。
発
於

0

0

名
声

0

0

、
凝
於
体
色

0

0

0

0

、
此
其
可
諭
者
也
。
不
発
於
名
声

0

0

0

0

0

、
不
凝
於
体
色

0

0

0

0

0

、
此
其

不
可
諭
者
也
。
及
至
於
至
者
、教
存

0

0

可
也
、教
亡

0

0

可
也
」（
白
心
）
と
も
あ
る
。

（
17
）　

資
料
19
の
「
故
事
督
乎
法
、
法
出
於
権
、
権
出
乎
道
」
と
い
う
三
句
に

対
し
て
『
管
子
纂
詁
』
が
そ
れ
ぞ
れ
「
督
、
糾
也
。
以
法
糾
正
之
」「
法
者

権
軽
重
所
宜
而
制
之
也
」「
不
本
於
道
、
軽
重
不
可
得
而
権
也
」
と
注
す
る

の
を
参
考
に
し
た
。
金
谷
氏
前
掲
書
・
四
章
四
節
は
、
唐
蘭
氏
の
説
に
よ
り
、

「
法
出
於
権
、
権
出
乎
道
」
と
あ
る
「
権
」
を
「
権
衡
」
の
意
だ
と
す
る
。

（
18
）　

張
立
文
主
編
『
中
国
哲
学
範
疇
精
粋
叢
書　

理
』
一
章
三
節
「《
管
子
》

的
天
地
万
物
之
理
和
治
国
安
邦
之
理
」
は
「《
管
子
》
的
理
範
疇
、
不
但
指

天
地
万
物
之
条
理
規
律
、
而
且
指
人
類
社
会
的
道
徳
政
治
原
則
、
渉
及
自
然

和
社
会
的
広
氾
層
面
」
と
い
う
も
の
の
、「
天
地
万
物
之
理
」
と
「
治
国
安

邦
之
理
」
と
が
い
か
に
関
連
す
る
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。

（
19
）　
『
管
子
纂
詁
』
は
「
紀
、
理
也
」
と
注
す
る
。

（
20
）　

こ
れ
は
道
に
合
一
す
る
聖
人
で
す
ら
道
と
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
意
味

し
て
い
よ
う
。
白
心
篇
に
は
「
功
成
者
隳
、名
成
者
虧
」
と
あ
る
。こ
の
「
名
」

は
社
会
的
名
声
の
意
で
あ
る
。

（
21
）
以
下
、馬
王
堆
帛
書
乙
本
巻
後
古
佚
書
の
『
十
六
経
』
成
法
篇
及
び
『
老

子
』
乙
本
の
引
用
資
料
は
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
』〔
壹
〕（
文
物
出
版
社
、
一

九
八
〇
）
を
底
本
と
す
る
。
ま
た
成
法
篇
・
老
子
の
引
用
文
中
の
〔　

〕
内

の
文
字
は
欠
字
を
補
っ
た
も
の
で
、
ま
た
（　

）
内
の
字
は
そ
の
直
ぐ
前
の

字
が
そ
の
字
の
仮
借
字
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。『
老
子
』
乙
本
の
出
典
を
記

す
際
は
、引
用
文
の
王
弼
本
に
お
け
る
位
置
に
よ
り
章
数
を
示
す
。『
十
六
経
』

成
法
篇
・『
老
子
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
戦
国
末
期
か
ら
秦
漢
の
際
と
見
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南　部　英　彦

て
お
く
。『
淮
南
子
』
は
、
淮
南
王
劉
安
が
即
位
し
た
文
帝
十
六
年
（
前
一

六
四
）
か
ら
劉
安
が
『
淮
南
子
』
を
武
帝
に
献
上
し
た
建
元
二
年
（
前
一
三

九
）
ま
で
の
二
十
五
年
間
に
成
立
し
た
と
見
る
。
な
お
、
拙
稿
「『
淮
南
子
』

俶
真
篇
の
思
想
的
立
場
」（『
山
口
大
学
教
育
学
部
研
究
論
叢
』
62
―
１
、
二

〇
一
二
）
の
三
節
で
成
法
篇
に
、「
お
わ
り
に
」
で
原
道
篇
に
、そ
れ
ぞ
れ
「
一

之
理
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

前
掲
金
谷
氏
論
文
「
古
佚
書
「
経
法
」
等
四
篇
に
つ
い
て
」
に
よ
る
。

（
23
）　

前
掲
拙
稿
の
注
⒆
で
こ
の
こ
と
に
言
及
し
た
。

（
24
）　
『
管
子
』
牧
民
篇
に
は
「
国
有
四
維
。
一
維
絶
則
傾
、
二
維
絶
則
危
、

三
維
絶
則
覆
、
四
維
絶
則
滅
。
傾
可
正
也
、
危
可
安
也
、
覆
可
起
也
、
滅
不

可
復
錯
也
。
何
謂
四
維
。
一
曰
礼
、
二
曰
義
、
三
曰
廉
、
四
曰
恥
」
云
々
と

あ
る
。

（
25
）　

金
谷
氏
前
掲
書
の
終
章
・
二
節
は
牧
民
篇
の
成
立
を
戦
国
中
期
の
初
め

（
う
ち
国
頌
章
は
春
秋
末
か
ら
戦
国
初
期
）
の
成
立
と
す
る
。
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