
「
時
」

の
法

令

ー

前
漢
月
令
攷
ー

馬

場

　

理

惠

子

「時」の法令

は
　
じ
　

め
　

に

　
月
令
は
、
天
子
よ
り
下
さ
れ
る
月
ご
と
の
政
令
で
あ
る
。
月
令

の
起
源
と
な
る

時
令
思
想
は
、
古
く
か
ら

『
詩
経
』
な
ど
の
典
籍
史
料
に
断
片
的
に
み
え
、
時
代

を
お

っ
て
発
展
し
て
き
た
様
子
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
鄭
玄
が
、
月
令
は
十

ニ

ケ
月
の
政
令
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
後
漢
で
は
、
月
令
と
は
、
天
子
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(1
)

明
堂
に
お
い
て
発
す
る
月
ご
と
の
政
令

で
あ
る
と

の
認
識
が
み
ら
れ
る
。

　

『管
子
』
四
時
篇
に
は
、　

「令
に
は
時
あ
り
」
と
の
書
葉
が
あ
り
、
唐
の
房
玄

齢

は
こ
れ
に

「
王
な
る
も
の
は
令
を
命
ず
る
に
必
ず
そ
の
時
あ
り
」
と
の
注
を

つ

け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
王
す
な
わ

ち
為
政
者
は
、
令
を
行
う
の
に
適
し
た
時

節
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
時
に
応
じ
た

「令
」
"

「時
令
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(2
)

て
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
特
に

『
呂
氏
春
秋
』
十

二
紀

や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
)

『
礼
記
』
月
令
な
ど
の
所
謂
月
令
書
で
は
、
時
令
は
時
節
ご
と
の
準
拠
す
べ
き
規

範
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
子
の
徳
政
と
密
接
に
関
係
し
た
規
範
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。

　
拙
稿
二
〇
〇
六

で
は
、
敦
煌
懸
泉
置

よ
り
出
土
し
た
前
漢
末

の
壁
書
で
あ
る

『
四
時
月
令
詔
條
』
に
つ
い
て
、
月
令
が
全
国
に
頒
布
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
皇
帝

の
徳
を
顕
示
す
る
と
い
う
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
考
え
、
こ
の
こ
と
は
宣
帝

期
以
降
、
政
事
に
お
い
て
四
時
の
序
が
重
視
さ
れ
た
傾
向
に
沿
う
も
の
と
理
解
で

き
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の

『
四
時
月
令
詔
條
』

の
成
立
に
は
、
前
漢
後
半
期
に
流

行
し
た
明
堂
月
令
の
説
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、　
『
四

時
月
令
詔
條
』

の
内
容

は
四
時
の
政
令
と
と
も
に
細
か
な
時
禁
事
項
を
も
規
定
し

て
い
た
も
の
で
あ
り
、
所
謂
月
令
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
四
時
五
行

の
祭
祀
的
要

素
を
強
く
示
さ
な
い
。
明
堂
月
令
が
祭
祀
的
要
素
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

考
え
る
と
、　
『
四
時
月
令
詔
條
』
を
単
純
に
明
堂
月
令

の
投
影
と
し
て
捉
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
(4
)

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
時
令
思
想
は
、
初
期
の
段
階
で
は
、
様
々
な
書
物
に
断
片
的
に
記
さ
れ
て
い
た

も
の
だ
け
で
あ

っ
た
が
、
し
だ
い
に
そ
れ
ら
が
互
い
に
影
響
し
あ

っ
て
、
十

ニ
ケ

月
の
体
裁
に
集
約
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
漢
に
は

『淮
南
子
』
に
時
則

訓
が
立
て
ら
れ
る
な
ど
、
時
令
思
想
は
そ
の
形
を
整
え
て
い
き
、
宣
帝
期
の
明
堂

月
令
の
議
論
を
経
て
、
成
帝
期
に
は
皇
帝
の
詔
勅
と
し
て

「
四
時
月
令
」
の
励
行

が
奨
励
さ
れ
る
に
至
る
。

　

『
四
時
月
令
詔
條
』
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る

「
四
時
月
令
し
と
い
う
語
句
は
、

漠
然
と
し
た
時
の
決
め
事
と
し
て
の

「時
令
」
と
の
観
念
で
は
な
く
、
政
事
の
規

1



史 窓

範
と
し
て
の
月
ご
と
の
明
確
な
規
定
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
平
帝
の
元
始
五

(後
五
)
年

に
発
布
さ
れ
た
と
さ
れ
る

『
四
時
月
令
詔

條
』
の
体
裁
が
、
月
ご
と
の
規
定
を
並
べ
る
と
い
う
月
令
書
の
体
裁
に
の
っ
と

っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、　

「
四
時
月
令
」

が
、
特
定
さ
れ
た
あ
る

一
つ
の
ま
と
ま
り

を
指
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、

月
令
は
、

月
ご
と
の

「令
」

と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

「令
」
は
、
始
皇
帝
の
二
十
六

(前
二
二

一
)
年
に

「令
を

『
詔
』
と
な
す
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(5
)

名
称
が
改
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
以
降
の

「詔
勅
」
と
同
義
の
も
の
で
あ
る
。

前
漢
は
時
令
思
想
が
流
行
し
た
時
期
と

さ
れ
て
お
り
、
前
漢
期
の
詔
勅
に
は
、
時

令
思
想
と
の
関
連
が
窺
え
る
も
の
が
多

い
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、

前
漢
末
に
、

『
四
時
月
令
詔
條
』
と
い
う
詔
勅
の
形

に
託
さ
れ
た
月
令
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

非
常
に
興
味
深
い
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
前
漢
期
の
詔
勅
と
時
令
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の

上
で
前
漢
期
の
政
治
傾
向
と
関
連
し
て
、
政
事

の
準
拠
す
べ
き

規
範
と
し
て
の

「月
令
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に

つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

一　

前
漢

の
春
令
と
詔
勅

　
文
帝
即
位
の
直
後
、
前
元
元

(前

一
八
〇
)
年
三
月
に
、　

「方
春
和
時
し
で
始

ま
る
詔
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
詔
し
て
曰
く

「春
和

の
時
に
あ
た
り
て
、
草
木
群
生
の
物
み
な
も

っ
て
自
楽

　
　
す
る
あ
り
。
而
し
て
わ
が
百
姓

の
鰥
寡
孤
独
窮
困
の
人
あ
る
い
は
死
亡
に
ち

　
　
か
し
、
而
し
て
こ
れ
を
省
憂
す
る
な
し
。
民
父
母
の
た
め
に
ま
さ
に
い
か
ん

　
　
せ
ん
。
そ
れ
こ
れ
を
振
貸
す
る
ゆ
え
ん
を
議
せ
よ
。
」
と
。
ま
た
曰
く
、
「老

　
　
は
帛
に
非
ざ
れ
ば
暖
ま
ら
ず
、
肉

に
非
ざ
れ
ば
飽
か
ず
。
今
歳
首
、
時
に
人

　
　
を
し
て
長
老
を
存
問
せ
ず
、
ま
た
布
帛
酒
肉
の
賜
な
し
、
ま
さ
に
何
を
も

っ

　
　
て
天
下
の
子
孫
を
佐
け
て
そ
の
親
を
孝
養
せ
し
め
ん
。
今
聞
く
な
ら
く
、
吏

　
　
の
ま
さ
に
受
鬻
す
べ
き
も
の
に
稟
す
る
、
あ
る
い
は
陳
粟
を
も

っ
て
す
。
あ

　
　
に
養
老
の
意
に
称
せ
ん
や
。
具
し
て
令
と
為
せ
。
」　
　
　
(『漢
書
』
文
帝
紀
)

　
こ
の
詔
勅
は
、
時
令
が
政
事
に
お
い
て
重
視
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
示
す
史
料
と

し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
春
三
月
、
す
な
わ
ち
季
春
の
月
に
倉
稟
を
開
放

し
、
民
の
貧
窮
を
救
済
す
る
こ
と
は
、
現
在
文
献
史
料
に
お
い
て
確
認
で
き
る
月

令
書
の
季
春
の
項
に
、

　
　
天
子
徳
を
布
し
惠
を
行
う
。
有
司
に
命
じ
て
倉
廩
を
発
し
て
賜
い
、
貧
窮
振

　
　
乏
を
絶
え
さ
し
む
。
府
庫
を
開
き
、
幣
帛
を
出
し
、
天
下
に
周
く
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
)

と
あ
る
。
月
令
書
に
こ
う
し
た
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
子
が
恩
徳
を
布
し
、

倉
鰥
を
開
放
し
て
貧
窮

の
民
を
振
恤
す
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
政
治
に
お
い
て
重

視
さ
れ
て
き
た
事
項
な
の
だ
と
し
て
、
前
漢

の
政
事
に
お
い
て
時
令
思
想

の
影
響

が
散
見
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
注
視
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。

　
ま
た
、
尹
湾
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
木
牘

「
集
簿
」
は
、
宣
帝
期

の
史
料
と
考
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

「
以
春
令
成
戸
」
と
の
文
言
が
あ
り
、　
「春
令
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(6
)

い
う
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。　
「
春
令
」

の
語
彙

に
つ
い
て
は
、　
『
管
子
』
軽

重
巳
に

「天
子
之
春
令
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
春
季
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
例
が

み
ら
れ
る
。
こ
の

『
管
子
』
の
春
令
の
規
定
と
、
文
帝
の

「方
春
和
時
」
の
詔
勅

の
規
定
と
に
は
類
似
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
文
帝
期
に
お
け
る
春
季
の
政
令
は
、

こ
う
し
た
時
令
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
邪
義
田

一
九
九
八
は
、
春
令
は
前
漢
に
お
い
て
特
に
重
要
視
さ
れ
た
時
令
で
あ

り
、
前
漢
独
自

の
月
令

(漢
家
之
月
令
)
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

2



「時」の法令

し
楊
振
紅

二
〇
〇
四
は
、
漢

の
月
令
は
常
に
調
整
改
変
さ
れ
、
時
に
は
現
実
の
需

要
に
あ
わ
せ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
邪
氏
の
考
え
に
は
賛
同
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(7
)

つ
も
、
春
令
が
漢
家
独
特
の
月
令
で
あ
る
と
の
解
釈
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

楊
氏
は
、
春
令
と
は

『
管
子
』
に
も
例
が
あ
る
古
く
か
ら
の
時
令
思
想
に
も
と
つ

く
も
の
で
あ
る
と
し
、
文
帝
期
の
詔
勅

も
そ
う
し
た
古
来
よ
り
の
春
令

の
思
想
に

依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
指
摘
す
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
楊
氏
は
、
文
帝
期

に
行
わ
れ
た
鰥
寡
孤
独
窮
困
の
救
済
、
籍
田
儀
礼
、
勧
民
種
樹
、
孝
悌
力
田
な
ど

は
す
べ
て
春
令
に
基
づ
い
た
月
令
行
事

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
文
帝
期
の
こ
う
し
た
詔
勅
は
、

確
か
に
春
季
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
の
内
容

も
、
楊
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
時
令
思
想
の
内
容
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
文
帝
期
の
詔
勅

の
背
景
に
時
令
思
想
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
る
程
度

　
　
　
　
　
　
(8
)

疑

い
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
文
帝
期
は
、
広
く
徳
治
が
行
わ
れ
、
漢
王
朝
を
安
定
に
導
い

た
治
世
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
詔
勅
は
、
従
来
、
文
帝
の
徳

治
政
策

の
一
つ
、
所
謂
勧
農
政
策
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
文
帝
の
前
元
十
二

(前

一
六
八
)
年
に
は
、

　
　
詔
し
て
曰
く

「道
罠
の
路
、
本
を
務
む
る
に
あ
り
。
朕
み
ず
か
ら
天
下
の
農

　
　
を
率
い
て
、
今
に
お
い
て
十
年
、
而

し
て
野
、
辟
を
加
え
ず
、
歳
、

一
に
登

　
　
ら
ず
、
民
、
飢
食
あ
り
。
こ
れ
こ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
な
お
寡
な
く
し
て
、

　
　
吏
い
ま
だ
務
を
加
え
ざ
る
な
り
。
わ
れ
詔
書
た
び
た
び
下
し
、
歳
ご
と
に
民

　
　
に
種
樹
せ
ん
こ
と
を
勧
む
る
も
、
功

い
ま
だ
興
ら
ず
。

こ
れ
吏
、
わ
が
詔
を

　
　
奉
じ
て
勤
め
ず
、
而
し
て
民
を
勧

む
る
こ
と
不
明
な
れ
ば
な
り
。
ま
さ
に
わ

　
　
が
農
民
甚
だ
苦
し
ま
ん
と
す
る
に
、
吏
、
こ
れ
を
省
み
る
な
し
。
ま
さ
に
な

　
　
に
を
も

っ
て
こ
れ
を
勧
め
ん
か
。
そ
れ
農
民
に
今
年
の
租
税
の
半
を
賜
え
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『漢
書
』
文
帝
紀
)

と

い
っ
た
詔
勅
が

み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
、

鼇
錯
が
国
の
食
料
の
貯
蓄
が

な
れ

ば
、
民
の
租
税
を
全
免
す
ぺ
き
で
あ
る
と
進
言
し
た
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
で
あ

嘱

こ
の
翌
年

(
前

=
ハ
七
年
)

に
は
・

実
際
に
租
税

の
全
象

行
わ
れ
て
い

(
10
)

る
。
旦黽
錯
の
上
奏

は
、　
一
貫
し
て
辺
境
守
備
、
国
力
増
強
を
主
眼
と
し
て
国
庫
の

増
強
"
貯
蓄
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
の
勧
農
の

政
策
提
言
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、

こ
の
詔
勅
も
文
帝
期
の
勧
農
政

策
の

一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
が

一
方
で
、

こ
の
詔
勅

に
は
、
　
「
親
率
天
下
農
」
、　
「勧
民
種
樹
」

と

い
っ
た
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
語
句
は
、
時
令
思
想
の
影
響
を
示

す
要
素
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
楊
氏
は
こ
れ
ら
の
語
句
の
使
用
を
根
拠
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(11
)

こ
の
詔
勅
を
春
令
に
基
づ

い
た
月
令
行
事

の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ

の
楊
氏
の
見
解
は
、

つ
ま
り
、
こ
の
詔
勅
は
、
勧
農
政
策

の

一
環
と
し
て
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
令
思
想

の
観
念
に
の
っ
と

っ
た
月
ご
と
の
行
事
と

し
て
の
側
面
も
備
え
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
実
際
、
こ
の
文
帝
期
の
事
例
は
、
楊
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
行
事
化
さ

れ
た
時
令
と
し
て
、
政
事
に
お
い
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
文
帝
の
後
元
六

(前

一
五
八
)
年
夏
四
月
の
詔
勅
で
は
、

　
　
諸
侯
を
し
て
入
貢
せ
し
む
る
な
か
れ
。
山
沢
を
弛
め
よ
。
諸
服
の
御
を
減
ぜ

　
　
よ
。
郎
吏
の
員
を
損
え
。
倉
庚
を
発
し
て
も

っ
て
民
に
振
え
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『漢
書
』
文
帝
紀
)

と
、
孟
夏
の
四
月
に
山
沢
の
禁
が
解
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
令
思
想
か
ら

い
え
ば
、

春
夏
期
は
ま
だ
万
物
生
長
の
時
期
で
あ
り
、

そ
の
観
念
に
そ
ぐ
わ
な

3



窓史

い
。
ま
た
、
行
政
規
定
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
睡
虎
地
秦
簡
田
律
で
は
、
山
沢

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(12
)

禁
は
春
夏
が
終
わ
る
ま
で
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
、
文
帝
が

「
山
沢
を
弛

め
よ
」
と
敢
え
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
山
沢
の
禁
に
関
し
て
の
禁
止

期
間
が
、
行
政
規
定
と
し
て
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
文
帝
期

の
勧
農
に
関
す
る
詔
勅

に
お
い
て
、
敢
え
て
時
令
に
反
し
た
詔
勅

が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
文
帝
期

の
勧
農
政
策
が
、
時
令
の
遵
守
を
そ
の
動
機

と
し
て

い
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

換

言
す
れ
ば
、

文
帝
期
に
は
、

時
令
思
想

が
、
政
事
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
規
範

と
は
な
り
得
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
春
季
の
時
令
は

『
管
子
』
軽
重
己
に

「天
子
之
春
令
」
な
ど

の
例
が
あ
り
、
天
子
が
行
う
べ
き
政
令
と
し
て
古
く
か
ら
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
金
谷

一
九
八
三
は
、　
『管
子
』
軽
重
己
の
内
容
は
、　
「
か
な
り
整
備
さ
れ

た

一
般
的
な
時
令
が
背
景
に
あ
る
」

と

し
、

そ
の
成
立
を
十
二
紀
よ
り
も
新
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(13
)

く
、

漢
初
頃
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、　
『管

子
』
四
時
篇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
序
段
、
本
文
、
後
段
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
、
そ
の
う
ち

「令
に
時
あ
り
」
　
「
た
だ
聖
人
の
み
四
時
を
知
る
」
な

ど
の
文
言
が
み
ら
れ
る
序
段
及
び
刑
徳
論
が
展
開
さ
れ
る
後
段
は
、
本
文
の

一
般

的
な
時
令
と
は
別
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
成
立
を
戦
国
末
か
ら

秦
漢

の
頃
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、　

「天
子
之
春
令
」
と
の
概
念
自
体
、

そ
れ
ほ
ど
古

い
概
念
で
は
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

「
天
子
之
春
令
し

の
語
が
み
え
る

『管
子
』

軽
重
己

で
は
、
春
季
の
規
定
を

ク
春
令
"、
夏
季
の
規
定
を

"
夏
禁
"、

秋
季
の
規
定
を

〃
秋
計
"
、

冬
季
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(41
)

を

ク
冬
禁
"
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、　
〃
春
令
"
と
い
う
語
彙
が
、
時
禁

も
し
く
は

ク
春
季
の
教
訓
"
の
意
味
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
四
時

の
時
令
が
、
皇
帝

の
行
う
べ
き
月
ご
と
の
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(15
)

と
し
て
行
事
化
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
前
漢
は
時
令
思
想
が
流
行
し
た
時
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
考

え
れ
ば
、
前
漢
期
の
こ
う
し
た
詔
勅

に
つ
い
て
、
単
純
に
現
存
の
月
令
書
の
体
裁

に
そ

っ
て
行
わ
れ
た
政
令
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

二
　
勧
農
桑
の
象
徴
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(16
)

　
春
季
に
民
に
恩
徳
を
施
す
と
い
う
政
策
は
、
高
帝
期
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
上
で
文
帝
期
が
時
令
が
政
事
に
反
映
さ
れ
た
時
期
と
し
て
強
調
さ
れ

る
の
は
、
文
帝
期
の
詔
勅
が
、
後
の
皇
帝
の
詔
勅
の
原
型
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
例
え
ば
、
景
帝

の
後
元
三

(前

一
四

一
)
年
春
正
月
に
は
、
次
の
よ
う
な
詔
勅

が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
三
年
春
正
月
、
詔
し
て
曰
く

「農
は
天
下
の
本
な
り
。
…
そ
れ
郡
国
を
し
て

　
　
務
め
て
農
桑
を
勧
め
し
め
、
益
々
種
樹
せ
し
め
、
衣
食
物
を
う
べ
し
。
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『漢
書
』
景
帝
紀
)

　

「
勧
農
桑
」
　
「
種
樹
」

の
語
句
が
み
え
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
前
章
で
挙
げ
た
文

帝
前
元
十
二
年
の
詔
勅

の

「勧
種
樹
」、

及
び
文
帝
期
に
行
わ
れ
た
籍
田
親
耕

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(17
)

皇
后
親
桑
を
原
型
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
文
帝
期
に
行
わ
れ
た
籍
田
親
耕
に
関
し
て
の
詔
勅

は
、
文
帝
前
元
二

(
前

一
七

九
)
年
正
月
に
発
布
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
前
元
十
三

(
前

一
六
七
)
年
二
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(18
)

は
、
籍
田
親
耕
及
び
皇
后
親
桑
が
共
に
行
わ
れ
て
い
る
。
籍
田
親
耕
の
行
事
は
、

月
令
書
に
、

　
　

こ
の
月
や
、
天
子
乃
ち
元
日
を
も

っ
て
穀
を
上
帝
に
祈
る
。
乃
ち
元
辰
を
え

4



厂時」 の法n

　
　

ら
び
、
天
子
み
ず
か
ら
耒
耜
を
戴

せ
、
こ
れ
を
お
い
て
、
保
介
の
御
の
間
に

　
　

参
し
、
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
を
率

い
て
、
み
ず
か
ら
帝
の
籍
田
を
耕
す
。
天

　
　

子
三
た
び
推
し
、

三
公
五
た
び

推

し
、

卿
諸
侯
大
夫
九
た
び
推
す
。

帰

っ

　
　

て
、

爵
を
太
寝
に
執
る
。

三
公
九
卿
諸
侯
大
夫

み
な
御
す
。
命
し
て

「
労

　
　

酒
し
と
い
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
)

と
し
て
、
孟
春
に
行
う
べ
き
行
事
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
根
拠
と

し
て
楊
振
紅

二
〇
〇
四
は
、
天
子
の
籍

田
親
耕
等

の
行
事
を
、
月
令
行
事
と
し
て

行
わ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
令
思
想
を
根

拠
と
し
て
、
政
事
に
お
い
て
月
令
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、　

「天

子
が
四
時
に
応
じ
た
政
令
を
下
す
」
と

い
う
時
令
思
想
の
観
念
は
、
ど
の
程
度
、

直
接

の
背
景
と
し
て
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
文
帝
前
元
二
年
に
出
さ
れ
た
籍
田
親
耕

の
詔
勅
は
、
賈
誼
の
上
奏
を
受
け
て
出

　
　
　
　
　
　
　
(19
)

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
賈
誼
の
上
奏

は
、
そ
の
冒
頭
に

『
管
子
』
の

「
倉
廩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(20
)

み
ち
て
礼
節
を
知
る
」
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
穀
物

の
蓄
積
が
国
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(21
)

の
要
と
な
る
の
だ
と
い
う
主
張
の
も
と
で
勧
農
が
進
言
さ
れ
て
お
り
、
月
令
書

の

概
念
と
は
直
結
し
な
い
。

　
天
子
の
籍
田
親
耕
に
関
し
て
の
史
料
は
、　
『呂
氏
春
秋
』
上
農
篇
に
后
稷
の
言

　
　
　
　
　
　
(22
)

葉
と
し
て
み
え
る
。
上
農
篇
で
は
、
全
体
と
し
て
農
時
を
妨
げ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
后
稷
の
言
葉
は
、
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
耕
桑
を
務

め
と
す
る
こ
と
が
、
根
本
的
な
教
化
で
あ
る
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
示
さ
れ

る
。
こ
の
男
女
の
務
め
に
関
し
て
は
、
賈
誼

の
上
奏
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ

　
　
(23
)

と
か
ら
、
籍
田
の
詔
勅

に
は
、
こ
う
し
た
教
化
的
な
意
味
を
も
含
ま
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
(24
)

と
が
窺
え
る
。

　
つ
ま
り
、

こ
の
賈
誼

の
上
奏
に
沿

っ
て
行
わ
れ
た
文
帝
期

の
籍
田
親
耕
及
び
皇

后
親
蚕
は
、
皇
帝
皇
后
み
ず
か
ら
が
天
下
に

「
務
農
桑
」

の
行
為
を
体
現
し
て
み

せ
る
象
徴
的
行
為
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

行
わ
れ
た
動
機
は
、　
「
天
子
が
四
時
に
応
じ
た
政
令
を
下
す
」
と
い
う
時
令
思
想

の
観
念
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、　

「勧
農
桑
」
と
い
う
行
為
自

体
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

文
帝
期
の
勧
農
政
策

の
評
価
に
つ
い
て
は
、
景
帝
の
即
位
直
後

の
詔
勅

に
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
詔
し
て
曰
く

「蓋
し
聞
く
な
ら
く
、

い
に
し
え
轟祖
に
功
あ
り
て
宗
に
徳
あ

　
　

り
、
礼
楽
を
制
す
る
に
お
の
お
の
由
あ
り
。
…
孝
文
皇
帝
、
天
下
に
臨
み
、

　
　
関
梁
を
通
し
、
遠
方
を
異
と
せ
ず
。
誹
謗
を
除
き
、
肉
刑
を
去
り
、
長
老
を

　
　
賞
賜
し
、
孤
独
を
収
恤
し
、

も

っ
て
群
生
を
遂
ぐ
。

…
朕
す
で
に
敏
な
ら

　
　
ず
、
識
勝
る
あ
た
わ
ず
。
こ
れ
み
な
上
世
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
孝

　
　
文
皇
帝
み
ず
か
ら
こ
れ
を
行
う
。
」　
　
　
　
　
　
　
　

(『
漢
書
』
景
帝
紀
)

　

こ
の
よ
う
に
、
文
帝
の
治
世
に
つ
い
て
の
評
価
に
お
い
て
、
関
梁
を
開
通
し
、

長
老
や
孤
独
に
対
し
て
も
適
切
な
対
応
を
行

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
民
衆
の
生
命

の
保
護
を
文
帝
み
ず
か
ら
が
率
先
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

「孝

文
皇
帝
み
ず
か
ら
こ
れ
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
、
文
帝
が
詔
勅
に
よ

っ
て
そ
れ
ら

を
実
践
し
た
こ
と
を
い

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
文
帝
の
治
世
の
評
価
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
関
梁
の
整
備
、
養
老
や
貧

困
に
対
す
る
救
済
は
、
文
帝
期
の
詔
勅
の
内
容
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
こ
う
し
た
文
帝
期
の
勧
農
に
関
す
る
詔
勅
が
そ
の
後
、
漢
家
に
と

っ
て

一

つ
の
模
範
で
あ
り
、基
準
と
な
る
詔
勅
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
文
帝
前
元
二
年
の
籍
田
親
耕
の
詔
勅

に
は
、　

「農
は
天
下
の
本
な
り
」

と
い
う
語
旬
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
語
句
は
そ
の
後

の
皇
帝
の
詔
勅
で
も
用
い
ら
れ

5



窓史

て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
文
帝
期
の
勧
農
が
前
漢
皇
帝

の
政
事
に
お
け
る

一
つ

の
指
針
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
文
帝
期

の
勧
農
を
例
と
し
た
詔
勅
に
お
い
て
、
し
だ
い
に
そ
の
勧
農
の
意
味
に
変
化
が
生

　
　
　
(25
)

じ
て
く
る
。

　
宣
帝

の
本
始
四
年
春
正
月
に
出
さ
れ

た
詔
勅
に
は
、　

「農
は
興
徳
の
本
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(26
)

と
あ
り
、　
「興
徳
」
と
い
う
言
葉
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ

う
に
、
文
帝
期
に
お
け
る
勧
農
は
、
現
実
的
側
面

の
強
い
農
業
推
進
政
策
と
し
て

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
春
季
が
特

に
重
視
さ
れ
た
の
は
、
農
業
を
行
う
時
期

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
。
ま
た
、
そ
の
思
想
的
動
機
な
ど
を
考
え
て
み

る
と
、
勧
農
と
富
国
強
兵
と
を
関
連
づ

け
る
法
家

の
思
想
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ

(
27
)

る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
、
宣
帝
の

「農

は
興
徳
の
本
な
り
」

の
言
葉
を
み
る
と
、

こ
こ
に
お
け
る

「農
」
と
は
、
皇
帝
の
徳
を
盛
ん
に
す
る
根
本
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
文
帝
期
の
勧
農
と
は
少

し
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
は
春
季
に
お
け
る
勧
農
の
詔
勅
が
文
帝
期
の
勧
農
の
意
味
を
失
い
、
皇
帝
の
徳

を
示
す
象
徴
的
行
為
と
し
て
の
意
味
を
強
め
て
い

っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
(28
)

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

元
帝

の
建
昭
五

(
前
三
四
)
年
に
は
、

文
帝
の

「方
春
和
時
」

と
同
様

「方

春
」
で
始
ま
る
詔
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　

(建
昭
)
五
年
春
三
月
、
…
又
曰
く
、　

「春
に
あ
た
り
て
農
桑
興
る
、
百
姓

　
　

勠
力
自
尽
の
時
な
り
。
ゆ
え
に
こ
の
月
や
、
農
を
労
し
民
を
勧
め
て
、
時
に

　
　

後
れ
せ
し
む
る
な
か
れ
。」
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

(『漢
書
』
元
帝
紀
)

　

こ
の
詔
勅
で
は
、
春
季
目
農
業
従
事

の
時
期
と
い
う
こ
と
が
焦
点
に
な

っ
て
い

る
。

ま
た

「
こ
の
月
や
、

農
を
労
し
民
を
勧
め
て
、

時
に
後
れ
せ
し
む
る
な
か

れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
春
三
月
は
民
に
農
業
を
勧
め
る
月
で
あ
り
、

こ
の
農
時
を

逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
帝
の

「方
春
和
時
し
の
詔
勅
に

倣

っ
て
、
三
月
に
勧
農
の
詔
勅
を
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(92
)

こ
の
詔
勅
に
は
月
ご
と
に
応
じ
た
政
令
と

い
う
概
念
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
所
謂
月
令
書
に
は
、
王
が
農
事
を
布
告
す
る
こ
と
は
孟
春

の
項
に
記
さ
れ
て

　
(30
)

お
り
、
こ
の
詔
勅

の
三
月
と
い
う
時
候
と
合
わ
な
い
。

　
前
漢
後
半
期
に
は
、
皇
帝

の
徳
を
示
す
も
の
と
し
て
、
政
事
に
お
い
て
四
時

の

序
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し

た
傾
向
の
中
で
、
成
帝
陽
朔
二

(
前
二
三
)
年
に

「
そ
れ
務
め
て
四
時
月
令
に
順

え
」
と
の
詔
勅
が
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
皇
帝
が
四
時
の
序
を
保

つ
た
め
に
依
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(31
)

き
政
令
と
し
て
、　

「月
令
」

の
遵
守
が
為
政
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
従
来
、
こ
の
前
漢
末
の

「
四
時
月
令
」

に
つ
い
て
は
、
現
存
の
月
令
書
と
の
関

連
か
ら
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
元
帝
期
の
事
例
は
、
時
事

に
応

じ
た
政
令
を
行
う
と
い
う
点
で
は
、
所
謂
月
令
書
の
時
令
思
想
と
合
致
す
る
が
、

先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
行
事
が
行
わ
れ
る
季
節
は
、
文
帝
期
の
例
を
踏
襲
し
て

　
(32
)

お
り
、

月
令
書

の
体
裁
と
合
わ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
前
漢
末
に
施
行
さ
れ
た

「
四
時
月
令
」
が
、
政
事
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆

し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
法
令
と
し
て
の
月
令

の
確
立

　
前
章
ま
で
の
考
察
で
、
元
帝

の
詔
勅
が
、
春
期
は
農
耕
を
民
に
勧
め
る
時
期
で

あ
る
と
し
て
、
時
期
に
応
じ
た
政
令
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

た
よ
う
に
、
し
だ
い
に

「
春
期
に
勧
農
の
令
を
出
す
」
と
い
う
行
為
が
形
式
化
し

て
い

っ
た
情
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
前
漢
末
に
は
、
　
「春
令
」
と
い

う
特
定
の
時
期
の
政
令
が
重
視
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
月
ご
と
の
政
令
と
し
て

6



「時」の法令

「月
令
」
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

王
莽

の
地
皇
三

(後

二
二
)
年
四
月

に
は
、
民
が
草
木
を
煮
詰
め
て
食
す
ま
で

困
窮
し
て
い
る
と
い
う
情
況
を
憂
い
、
次
の
よ
う
な
打
開
策
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　

莽
、
書
を
下
し
て
曰
く

「
お
も
え
ら
く
民
困
乏
し
、
諸
倉
を
溥
開
し
も

っ
て

　
　

こ
れ
を
賑
贍
す
と

い
え
ど
も
、

な
お
恐
る
ら
く
は
未
だ
足
ら
ざ
ら
ん

こ
と

　
　

を
。
そ
れ
ま
さ
に
天
下
山
沢
の
防
を
開
き
、
も
ろ
も
ろ
よ
く
山
沢

の
物
を
采

　
　

取
せ
ん
と
し
て
月
令
に
順
う
も
の
は
、
そ
れ
た
だ
ち
に
こ
れ
を
ゆ
る
し
、
出

　
　

税
せ
し
む
る
な
か
れ
。」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(『漢
書
』
王
莽
伝
下
)

　

「月
令
に
順
う
も
の
は
、

そ
れ

た
だ

ち
に
こ
れ
を
ゆ
る
す
」

と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
は
月
ご
と
に
規
定
さ
れ
た

「
月
令
」
が
政
事
の
判
断
の
基
準
と
し
て
機

能
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
元
帝
の

「方
春
」
の
詔
勅
、
成
帝
の

「
四
時
月
令
し
の
詔
勅
、
及
び

上
記
の
王
莽
期
の
史
料
は
、
前
漢
の
政
事
に
お
い
て
、
月
ご
と
の
政
令
が
現
実
的

に
適
用
性
を
も

っ
た
法
令
と
し
て
機
能

し
て
い
く
情
況
を
示
唆

し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第

一
章
冒
頭
で
挙
げ
た
文
帝
前
元
元
年
の

「方
春
和
時
」

の
詔
勅

は
、
春
三
月

に
皇
帝
が
勧
農
を
天
下
に
示
す
と
い
う
体
例
を
作

っ
た
詔
勅
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

こ
の
詔
勅
が
前
漢
の
政
事
に
お
い
て

一
つ
の
模
範
と
さ
れ
た
の
に
は
、
詔
勅
末
尾

に

「具
為
令
」

の
文
言
が
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
こ
よ
う
。
　
「
具
為
令
」
な
ど

の

著
令
文
言
は
、
皇
帝
の
詔

に
令
と
し
て

の
性
格
を
付
与
す
る
法
制
用
語
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(33
)

立
法
化
を
意
味
す
る
文
言
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
冨
谷

二
〇
〇
〇
で
は
、
例
え

ば
、　

「著
為
定
法
」
と
い
っ
た
表
現
は
、　

「既
存

の
成
文
法
に
付
加
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、　
「
い
ま
ま
で
判
例
で
し
か
な
か

っ
た
法
を
成
文
法
と
し

て
明
確
に
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら

す
る
と
、
文
帝
元
年

の

「方
春
和
時
」

の
詔
勅
に
お
け
る

「具
為
令
」

の
文
言

は
、

こ
の

「
令
」
を
遵
守
す
べ
き
法
令
と
し
て
位
置
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
同
様
に

「
具
為
令
」

の
文
言
が
付
さ
れ
、
時
を
考
慮
し
た
法
令
と
し
て

考
え
ら
れ
る
詔
勅
と
し
て
、
宣
帝
元
康
三

(前
六
三
)
年
六
月

の
詔
勅
が
挙
げ
ら

れ
る
。

　
　
詔
し
て
曰
く

「前
年

の
夏
、
神
爵
、
雍
に
集
ま
り
、
今
春
、
五
色
鳥

の
萬
を

　
　
も

っ
て
数
う
る
も
の
属
県
に
飛
ぶ
、
翩
翔
と
し
て
而
し
て
舞

っ
て
集
ま
ら
ん

　
　
と
欲
す
る
も
い
ま
だ
下
ら
ず
。
そ
れ
三
輔
に
令
し
て
、
春
夏
を
も

っ
て
巣
を

　
　
摘
し
卵
を
探
し
、

飛
鳥
を
弾
射
す
を
う
る

こ
と
な
か
れ
。

具
し
て
令
と
為

　
　

せ
。し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『漢
書
』
宣
帝
紀
)

　
六
月
季
夏
は
春
夏
の
最
後
の
候
に
あ
た
る
。
時
令
思
想
に
お
い
て
、
春
夏
は
生

物
が
育
生
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
か
ら
、
山
沢
の
管
理
が
徹
底
さ
れ
る
。
飛
鳥
の
庇

護
は
、
こ
う
し
た
時
令
思
想
に
み
ら
れ
る
山
沢
管
理
の

一
環
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
皇
帝
の
詔
勅
を
基
と
し
て
、
時
事
に
応
じ
た
政
令
が
成
文
化
さ
れ

て
い
く
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
政
令
は
、
例
え
ば
、
元
帝
の

「方

春
」

の
詔
勅
に
あ
る
よ
う
な
、
月
ご
と
の
法
令
と
い
っ
た
概
念
を
形
成
し
て
い
く

礎
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
成
帝
期

の
詔
勅
に
み
ら
れ
た

「
四
時
月
令
」

と

は
、

こ
う
し
た
皇
帝

の
詔
勅
を
基
と
し
て
成
文
化
さ
れ
た

「令
」

を
根
拠
と
し

て
、
し
だ
い
に
時
事
に
応
じ
た
政
事
が
求
め
ら
れ
る
風
潮
の
中
で
、
実
際
に
政
事

に
お
い
て
機
能
す
る

〃
時
の
法
令
"
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
冒
頭
で
挙
げ
た
文
帝
元
年
の
詔
勅
に
お
け
る

「方
春
和
時
」
の
文
言
は
、
後
漢
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窓史

章
帝
の
建
初
元

(後
七
六
)
年
春
正
月

に
、　
「
方
春
東
作
」

で
始
ま
る
詔
勅
が
み

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
帝
期
の
詔
勅
の
例
が
、
後
漢
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
(謎
)

と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
期
は
、
春
正
月
、
す
な
わ
ち
孟
春
の

時
期
に
行
わ
れ
て
お
り
、
時
政

の
基
準

と
し
て
十
二
月
令
の
規
定
が
重
ん
じ
ら
れ

て
い
る
。

　
例
え
ば
、
後
漢
、
章
帝
の
章
和
元

(
後
八
七
)
年
に
は
、
月
令
を
政
策

の
範
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(35
)

と
し
て
引
用
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

　
　
秋
、

令

「
こ
の
月
や
、

老
を
養
い
、

几
杖
を
授
け
、

糜
粥
飯
食
を
行
う
」

　
　
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

(『後
漢
書
』
粛
宗
章
帝
紀
)

　

こ
こ
で

「
秋
令
」

と
あ
る
の
は
、
秋

の
令
H
秋

の
月
令
と
の
意
味
と

考
え
ら

れ
、
こ
の
こ
と
は
、
天
子
に
よ

っ
て
下
さ
れ
る
月
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
政
令
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、　
『
管
子
』
の

「天

子
之
春
令
」

の
よ
う
な

〃
時

の
教
訓
"
と
い

っ
た
ゆ
る
や
か
な
規
則
で
は
な
く
、

天
子
に
よ

っ
て
下
さ
れ
る
月
ご
と
の
政
令
を
成
文
化
し
た

"
時
の
法
令
"
と
し
て

の
月
令

の
認
識
が
確
立
し
て
い
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
　

わ
　

り
　

に

　
以
上
、
漢
初
の
政
事

に
お
い
て
は

〃
時

の
教
訓
"
と
し
て
の
拘
束
力
し
か
も
た

な
か

っ
た
時
令
思
想
が
、
文
帝
期

の
詔
勅
を
例
と
し
て
皇
帝

の
詔
勅
と
密
接
に
関

わ

っ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
皇
帝
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
月
ご
と

の
法
令
と

の

性
質
を
も
つ

「
月
令
」
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
て
き

た
。

　
文
帝
期
の
勧
農
に
関
す
る
詔
勅
で
は
、
天
子
が
四
時

の
時
政
に
応
じ
た
政
令
を

発
布
す
る
と
い
う
時
令
思
想
の
理
論

は
、
補
完
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
帝
の

「方
春
和
時
」

の
詔
勅
が
、
準
拠
す
る
べ
き
法
令
と

し
て
成
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、　
"
春
季

の
法
令
"
が
時
候
に
応
じ
て
行
わ
れ

る
法
令
と
し
て
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
宣
帝
期
以
降
、
四
時

の
序
に
応
じ
た

政
事
が
求
め
ら
れ
て
い
く
風
潮

の
中
で
、
宣
帝

の
元
康
三

(前
六
三
)
年

の
詔
勅

の
よ
う
に
、

時
候
に
応
じ
た
政
令
が
意
識
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
に

よ
り
、

本
来

は
、
皇
帝
が
定
め
た
法
令
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
し
だ
い
に
時
候
に

応
じ
た
政
令
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
方
向

へ
と
政
事

に
お
け
る
関
心
が
転
換
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宣
帝
期
以
降
、
政
事
に
お
い
て

「
主

四
時
」
と
い
う
行
為
が
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
前
漢
末
に
政
事

の
規
範
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た

「
四
時
月

令
し
と
は
、
こ
う
し
た
皇
帝
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
法
令
と
し
て
の
性
質
と
、
四

時
の
序
に
の

っ
と

っ
て
月
ご
と
に
行
う
べ
き
政
令
と
し
て
の
性
質
と
を
併
せ
持

っ

た
法
令
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
元
始
五

(
後
五
)
年
に
発
布
さ
れ
た

『
四
時
月
令
詔
條
』

は
、
そ
の
月

ご
と
の
規
定
が
ほ
ぼ

『
礼
記
』
月
令
な
ど
月
令
書
の
内
容
と

一
致
す
る
体
裁
を
と

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

『
四
時
月
令
詔
條
』
が
、
経
学
的
見
地
か
ら
集
約
さ
れ
、
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(36
)

構
成
さ
れ
た
背
景
を
も
つ
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
後

漢
の
政
事
で
用
い
ら
れ
る
月
令
が
、
現
存
の
月
令
書
で
確
認
で
き
る
十
二
月
令
の

規
定
に
準
拠
し
て
い
る
の
に
は
、
こ
の

『
四
時
月
令
詔
條
』
の
存
在
の
影
響
が
大

き
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

『
四
時
月
令
詔
條
』
は
、
特
定
の
時
候
の
み

で
な
く
、
十

ニ
ケ
月
ご
と
の
政
令
を
全
て
規
定
し
、
そ
れ
を
詔
勅
と
し
て
発
布
し

た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
皇
帝
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
成
文
化
し
た
法

令
と
し
て
の
性
質
を
備
え
た
月
令
が
、
こ
の
時
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
、　

『
四
時
月
令
詔
條
』
は
、
天
子
に
よ

8



「時」の法令

っ
て
下
さ
れ
る
月
ご
と
の
政
令
と
し
て
の

「月
令
」
と
の
概
念
を
定
着
さ
せ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上

の
こ
と
か
ら
、
漢
代
に
お
け
る
月
令
と
は
、　

「令
」
と
し
て
の
意
味
も
兼

ね
備
え
た
法
令
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
換
言
す
れ
ば
、
皇
帝
の
命
令

と
し
て
の

「令
」
を
基
と
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
漢
代

の
月
令
は
、
天
子

の
政
令

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

「時
」

の
教
訓
が

「
時
」

の
法
令
と
し
て
成
文
化
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
政
事

に
お
い
て
天
子
の
政
令
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
漢
代

の

「月
令
」
な
の

で
あ
る
。

〈引
用
文
献
〉

【日
文
】

上
田
早
苗
　
一
九
八
三
　
　
「『
月
令
』
と
後
漢
社
会
-
救
恤
を
め
ぐ

っ
て
」
『中
国
士
大
夫

　
　
階
級
と
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
』
昭
和
五
七
年
度
科
学
研
究

　
　
費
補
助
金
総
合
研
究

(
A
)
研
究
成
果
報
告
書

大
庭
　
脩
　

一
九
八
二
　

「漢
代
制
詔
の
形
態
」、　
『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収

金
谷
　
治
　

一
九
八
三
　
　「『管
子
』
中
に
み
え
る
時
令
思
想
」
『集
刊
東
洋
学
』
五
〇

金
子
修

一　

二
〇
〇
六
　

『中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』
岩
波
書
店

滋
賀
秀
三
　

一
九
七
七
　
　
「武
威
出
土
王
杖
十
簡
の
解
釈
と
漢
令
の
形
態
i
大
庭
脩
氏
の

　
　
論
考
を
読
み
て
ー
」
、　
『中
国
法
制
史
論
集
』
法
典
と
刑
罰
所
収

滋
賀
秀
三
　
二
〇
〇
三
　
　
「法
典
編
纂
の
歴
史
」、　
(同
上
)

島
　
邦
夫
　
一
九
七
一　

『
五
行
思
想
と
禮
記
月
令
の
研
究
』
汲
古
書
院

中
田
　
薫
　

一
九
五
一　

「支
那
に
お
け
る
律
令
法
系
の
発
達
に
つ
い
て
扁、
『法
制
史
論

　
　
集
』
四
所
収

中
田
　
薫
　

一
九
五
三
　

「支
那
律
令
法
系
の
発
達
に
つ
い
て
　
補
稿
し、

(同
上
)

冨
谷
　
至
　
二
〇
〇
〇
　
　「晋
泰
始
令

へ
の
道
-
第
一
部
秦
漢
の
律
と
令
」　
『東
方
学

　
　
報
』
七
二

馬
場
理
惠
子
二
〇
〇
六
　

「
『主
四
時
』
と
月
令
ー
敦
煌
懸
泉
置
出
土

『
四
時
月
令
詔

　
　
條
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
ー
」　
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
七

籾
山
　
明
　
二
〇
〇
六
　

「王
杖
木
簡
再
考
」　
『東
洋
史
研
究
』
六
五
ー
一

宮
宅
　
潔
　
一
九
九
五
　
　
「漢
令
の
起
源
と
そ
の
編
纂
」　
『中
国
史
学
』
五

宮
宅
　
潔
　
二
〇
〇
四
　

「近
50
年
日
本
的
秦
漢
時
代
法
翻
史
研
究
し　
『周
秦
漢
唐
文
化

　
　
研
究
』
三

好
並
隆
司
　

一
九
九
四
　
　『商
君
書
の
研
究
』
渓
水
社

渡
辺
信
一
郎

一
九
九
四
　

『中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造
ー
専
捌
国
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ

　
　
ー
1
』
校
倉
書
房

【中
文
】

王
　
夢
鴎
　

一
九
七
六
　

『礼
記
校
證
』
芸
文
邦
書
館

王
　
夢
鴎
　
一
九
八
一　

「礼
記
月
令
校
讀
後
記
」、
孔
孟
学
説
叢
書

『三
礼
論
文
集
』

　
　
所
収

王
子
今

・
趙
昆
生
　
二
〇
〇

一　

「尹
湾

《集
簿
》

〃
春
種
樹
"
解
」　
『歴
史
研
究
』
二

　
　
〇
〇

一
i
一

邪
　
義
田
　
一
九
九
八
　
　「月
令
與
西
漢
政
治
-
従
尹
湾
集
簿
中
的

「以
春
令
成
戸
」
説

　
　
起
し　
『新
史
学
』
九
i
一

邪
　
義
田
　
二
〇
〇
五
　

「月
令
與
西
漢
政
治
再
議
ー
対
尹
湾
牘

「春
種
樹
」
和

「以
春

　
　
令
成
戸
」
的
再
省
思
」　
『新
史
学
』

一
六
-

一

謝
　
桂
華
　
一
九
九
七
　
　「尹
湾
漢
墓
新
出

《集
簿
》
考
述
」
　
『中
国
史
研
究
』
二

李
　
成
珪
　
二
〇
〇
二
　

「虚
像
的
太
平
:
漢
帝
国
之
瑞
祥
興
上
計
的
造
作
-
従
尹
湾
簡

　
　
牘

〈集
簿
〉
的
分
析
説
起
ー
し　
『国
際
簡
牘
学
会
会
刊
』
四

楊
　
振
紅
　
二
〇
〇
四
　

「月
令
与
秦
漢
政
治
再
探
討
ー
兼
論
月
令
源
流
」
『
歴
史
研
究
』

　
　
三

中
国
文
物
研
究
所

・
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
　
二
〇
〇
一
『敦
煌
懸
泉
月
令
詔
條
』

　
　
中
華
書
局

註(
1
)　

『礼
記
』
月
令
引

『
三
礼

目
録
』

に
は

「
按
鄭

目
録
云
、
名

日
月
令
者

、
以
其
記

　
　
十
二
月

政
之
所
行
也
」

と
あ
る
。

ま
た
蔡
畠

『
開
堂

月
令
論
』

に
は

「月
令
篇
名

　
　
日
、
因
天
時
、
制

人
事

、

天
子
発
號
施
令

、

命
神
受
職
。

毎
月
異
禮
。

故
謂
之
月

　
　
令
。
所
以
順
陰
陽
、
奉

四
時

、
効
気
物

、
以

王
政
也
。
成
法
備
各
従
時
月

、
蔵
之
明

　
　
堂

。
所
以
示
承
祖
考
、
神
而
明
。
明
不
敢
泄
泄
濱
之
義
。
故
以
明
堂

冠
以
名
」
と
あ

9



窓史

　
　
り
、
明
堂

に
お

い
て
天
子
が
行
う
政
務
と

し
て
月
令

は
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

(
2
)
　

『
管
子
』
四
時
篇

「管
子

日
令

有
時
」
。

(
3
)　
以

下
本
稿

に
お

い
て
、
月
令
書

と
呼
ぶ
も

の
は
、　
『
呂
氏
春
秋
』
十

二
紀

、　

『
淮

　
　
南
子
』
時
則
訓
、　

『礼
記
』
月
令

を
指
す
。

(
4
)　

『
礼
記
』
祭

法
注
引
明
堂
月
令

に
は

「明
堂
月
令
春

日
其
帝
大
昊
、
其
神
句
芒
。

　
　
夏
日
其
帝
炎
帝
、
其
神
祝
融
。
中
央
日
其
帝
黄
帝
、
其
神
后
土
。
秋

日
其
帝
少
昊
、

　
　
其
神
蓐
収
。
冬

日
其
帝
顳
預
、
其
神
玄
冥
」
と
あ
り
、
五
帝

五
神
と
そ

の
方
角
が
挙

　
　
げ

ら
れ
る
。

こ
の
五
帝

五
神
は
明
堂
に
祭

ら
れ

る
。

(
5
)　

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀

二
十

六
年
条
に

「
臣
等
昧
死
上
尊
號

、
王
為
泰
皇
、
命
為

　
　
制
、
令
為
詔
」
と
あ
る
。

(
6
)　

「集
簿
」

の

「春
令
以
成
戸
」
及
び

「春
種
樹
」

の
解
釈

を
め
ぐ

っ
て
は
、
謝
桂

　
　
華

一
九
九
七
、
邪
義

田

一
九
九
八
、
王
子
今

・
趙
昆
生

ご
○
〇

一
、
楊
振
紅
二
〇
〇

　
　
四
ら
の
研
究
が
あ
る
。

(
7
)

邪
義

田
氏
は
、
楊
振
紅

二
〇
〇

四
で
の
批
判
を
う
け
て
、
再
稿
を
提
出
さ
れ
て
い

　
　
る

(邪
義

田
二
〇
〇

五
参
照
)
。

(
8
)
　
文
帝
期

の
詔
勅

の
う
ち
、
時
令

思
想
と
の
関
係
が
窺

え
る
も

の
は
、
内
容

か
ら
大

　
　
き
く
次

の
よ
う

に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
春
三
月
に
出
さ
れ

る
詔
勅
。
②
鰥
寡

　
　
孤
独
窮
困

の
救
済

に
関
す

る
詔
勅
。
③
養
老

に
関
す
る
詔
勅
。
④
天
子

の
籍

田
儀
礼

　
　
に
関
す

る
詔
勅
。
⑤

「除

田
租
」
な
ど
税
免
除

に
関
す
る
詔
勅
。
⑥
関
梁

の
整
備
、

　
　
山
沢
管
理

な
ど

に
関
す
る
詔
勅
。
⑦
孝
悌
力

田
に
関
す
る
詔
勅
。　

『
管
子
』
禁
蔵
篇

　
　
で
は
、
「当
春
三
月
、
萩
室
燠
造
、
鑚
燧
易
火
、
杼
井
易
水
、
所
以
去
茲
毒
也
。
…
…

　
　
発
五
正

(
政
)
、
赦
薄

罪
、
出
拘
民
、
解

仇
讎

、
所
以
建

時
功
施
生
穀
也
し
と
あ
り
、

　
　
春
三
月
を
春
季

の
令

の
施
行
す
る

月
と
し
、
春
季

の

五

つ
の
政
令
等
を
行
う

こ
と

　
　

で
、
農
業

の
功
績
を
挙
げ

る
べ
き

こ
と
が
記
さ
れ

る
。

こ
の
禁
蔵
篇

で
挙
げ
ら
れ
る

　
　
春
三
月

の
規
定
と
、
上
記
①
～
⑦

の
内
容
と
の
合
致
が
多
く
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、

　
　
文
帝

期

の
詔
勅

に
は
、

こ
う
し
た
時
令
思
想
の
影
響
が
あ

る
程
度
窺

わ
れ

る
。

(
9
)
　

『
漢
書
』
食
貨
志

に

「
錯
復
奏
言

、

『
陛
下
幸
使
天
下
入
粟
塞
下
以
拝
爵
、
甚
大

　
　
惠
也
。
竊
恐
塞
卒
之
食
不
足
用
大
渫
天
下
粟
。
邊
食
足
以
支

五
歳
、
可
令
入
粟
郡
県

　
　
矣
。
足
支

一
歳
以
上
、
可
時
赦

、
勿
収
農
民
租
。
如
此
、
徳
澤
加
於
萬
民
、
民

.
勤

　
　
農
。
時
有

軍
役

、
若
遭
水
旱
、
民
不
困
乏
、
天
下
安
寧
、
歳
孰
且
美

、
則
民
大
富
楽

　
　
矣
。
』
上
復
従
其
言
、
乃
下
詔
賜
民
十

二
年
租
税
之
半
。
明
年
、
遂

除
民

田
之
租
税
」

　
　
と
あ
る
。

(
10
)
　

『
漢
書
』

文
帝
紀

に

「十
三
年
…
…
六
月
、

詔
日

『
農
、

天
下
之
本

、

務
莫
大

　
　
焉
。
今
塵
身
従
事
、
而
有
租
税
之
賦
、
是
謂
本
末
者
無
以
異
也
、
其
於
勧
農
之
道
未

　
　
備
。
其
除

田
之
租
税
。
賜
天
下
孤
寡
布
帛
絮
各
有
数
ヒ

と
あ
る
。

(
11
)
　
楊
振
紅

二
〇
〇

四
参
照
。

(
12
)
　
睡
虎
地
秦
簡

田
律

に
は

「春

二
月
、
毋
敢
伐
材
木

山
林
及
壅
隆
水
。
不
夏
月
、
毋

　
　
敢
夜
草
爲

灰
、
取
生
茘

・
驪
卵
轂
、
毋
口
口
口
口
口
口
毒
魚
鰲
、
置

穽
網

、
到
七
月

　
　
而
縦
之
。
唯

不
幸
死
而
伐
棺
槨
者
、
是
不
用
時
。
邑
之
近
皀
及
它
禁
苑
者

、
齏
時
毋

　
　
敢
將
犬
以
之

田
。
百
姓
犬
入
禁
苑
中
而
不
迫

獸
及
捕

獸
者
、
勿
敢
殺
、
其
迫
獸
及
捕

　
　
獸
者
、
殺
之
。
河

(
呵
)
禁
所
殺
犬
、
皆
完
入
公

、
其
它
禁
苑
殺
者

、
食
其
肉
而
入

　
　
皮
」
　
(
「
秦
律
十

八
種
匚

4
-

7
)
と

の
規
定
が
み
ら
れ

る
。

(
13
)
　

『
管
子
』
軽
重
己
篇

の
内
容

と
同
様

に
冬
至
を
始

め
と
し

て
五
区
分

に
分
け
る
と

　
　

い
う
形
式

は
、　

『
春
秋
露
路
』
治
水

五
行
篇
及
び

『
淮
南
子
』
天
文
訓

に
類
似

の
形

　
　
式
が
み
ら
れ
る
。
金
谷

一
九
八
三
参
照
。

(
14
)
　

『
管
子
』
軽
重
己
篇
は
、　

「清
神
生
心
、

心
生
規
、

規
生
矩
、

矩
生
方
、

方
生

　
　
正
、
正
生
暦

、
暦
生
四
時
、
四
時
生
万
物

。
聖
人
因
而
理
之
、
道
褊
矣
」
と

い
う
文

　
　
章

で
始
ま
り
、

聖
人

の
道
が
行
わ
れ
る

拠
り
所
と
し
て

四
時

の
行
事
が

挙
げ
ら
れ

　
　

る
。
以
下
、
四
時

の
規
定
事
項

は
、
「
天
子
之
ー

(
春
令
、
夏
禁

、
秋
計
、
冬
禁
)」

　
　
と
表
現
さ
れ
る
。

(
15
)
　
注
(
4
)
に
お

い
て
、　

『
管
子
』
禁
蔵
篇

の

「春

三
月
」

の
規
定
と
、
文
帝
期

の
詔

　
　
勅
と

の
関
係

に

つ
い
て
示
唆
し
た
が
、
金
谷

一
九
八
三
に
よ
れ
ば
、
禁
蔵
篇

の
成
立

　
　
も
戦
国
最
末
期
か
ら
秦
漢
頃
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
程
古

い
時
期

の
成
立
で
は
な
い
だ

　
　

ろ
う
。　

「当
春

三
月
し

に
続
く
文
章

に
、　

「
故
徳
莫
若
博
厚
、
使
昆
死
之
。
賞
罰
莫

　
　
若
必
成
、
使

民
信
之
」
と
あ
り
、
民

を
思

い
や
り
、
信
賞
必
罰

に
則

っ
た
行

い
が
君

　
　

主
に
は
求
め
ら
れ
る
と

い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。　

「
当
春
三
月
」
以
降

の
時

　
　
令

に
関
し
て

の
記
述

で
は
、
夏
秋
冬
に

つ
い
て
の
詳
細
が
省
略
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ

　
　

は
生
産
11
富
を
主
張
す

る
法
家

の
理
論

に
お
い
て
、
春
季

の
生
産
11
農
業
が
重
視
さ

　
　

れ
た
こ
と
か
ら
、
春
季
が
強
調
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
帝
期

の
詔
勅

に
は
、

こ

　
　

う
し
た
法
家
思
想
に
取

り
込

ま
れ
た
時
令
思
想

の
影
響

が
垣
間
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ

　
　

と
か
ら
、
漢
初

に
お

い
て
は
、

こ
う
し
た
時

の
規
定
は
、
古
来
よ
り
行
わ
れ
て
き

た

　
　

十
ニ
ケ
月
ご
と

に
天
子
が
行
う
べ
き
行
事

と
し
て
の
認
識

は
薄

か

っ
た

の
で
は
な
い

YO



厂時」 の法令

　
　
か
と
考
え

る
。

(
16
)　
例

え
ば
、
『
漢
書
』
高
帝
紀
上
に
は

「
二
月
癸
未

、
令
民
除
秦
社
稷
、
立
漢
社
稷
、

　
　
施
恩
徳
、
賜
民
爵
」
と
あ
り
、
春
期

に
民

に
恩
徳

を
施
す
と

い
う
行
為
が
行
わ
れ
て

　
　

い
る
。

(
17
)

天
子

の
籍

田
親
耕

に

つ
い
て
は
、

『
管
子
』
の
春
令

の
規
定
に
は
み
え
ず
、

『
呂

　
　
氏
春
秋
』
十

二
紀

、　

『
淮
南

子
』
時
則
訓
、　

『礼
記
』
月
令
な
ど
の
月
令
書

に
、
孟

　
　
春

の
行
事

と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
こ
と

に
依

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら

　
　
月
令
書

の
内
容

は
相
互
補
完

の
関
係

に
あ
り
、
特

に

『
呂
氏
春
秋
』
十

二
紀
、　

『礼

　
　
記
』
月
令

に
関

し
て
は
現
存

の
体
裁

で
の
成
書
時
期

に
諸
説
あ
る
た
め

(
島

一
九
七

　
　

一
、
王
夢
鴎

一
九
七
〇
、　

一
九

八

一
な
ど
参
照
)
、

こ
れ
ら

の
記
述

か
ら

一
概

に
天

　
　
子

の
籍

田
親
耕
と
時
令

と
を
結
び

つ
け
る

こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。

(
18
)
　

『
漢
書
』
文
帝
紀

に

「
朕
親
率
天
下
農
耕
以
供
粢
盛
、
皇
后
親
桑
以
奉
祭
服
、
具

　
　
具
礼
儀
」
と
あ

る
。
皇
后
の
親
桑

は
、
月
令
書

で
は
季
春

の
候

に
行
わ
れ

る
。
籍

田

　
　
親
耕
は
孟
春

の
行
事
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
二
月

(
仲
春
)
に

こ
れ
ら

の
行
事
が
行

　
　
わ
れ

て
い
る
の
は
、
月
令

に
そ
ぐ
わ
な

い
。

こ
れ

は
、
文
帝

期
の
詔
勅
が
、
厳
密

な

　
　
月
ご
と
の
時
令

の
施
行
で
は
な
く
、
勧
農
を
主
と

し
た
政
策

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し

　
　
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

(
19
)
　

『
漢
書
』
食
貨
志

に

「
於
是
上
感
誼
言
、
始
開
籍
田
、
躬
耕
以
勧
百
姓
」
と
あ
る
。

(
20
)
　

『
管
子
』
牧
民
篇

に

「倉
廩
実
剣
知
礼
節
、
衣
食
足
則
知
栄
辱
」
と
あ

る
。

(
21
)
　

『
漢
書
』
食
貨
志

に

「
夫
積
貯
老
、
天
下
之
大
命
也
」
と
あ
る
。

(
22
)
　

『
呂
氏
春
秋
』
上
農
篇

に
は

「后
稷

日
、
所
以
務
耕
織
者
、
以
為
本
教
也
。
是
故

　
　
天
子
親
率
諸
侯
、

耕
帝
籍
田
。

大
夫
士
皆
有
功
業
。

是
故
当
時
之
務

、

農
不
見
于

　
　
国
、
以
教
民
尊

地
産
也
。
后
妃
率
九
嬪
、
蠶
於
郊

、
桑
於
公
田
。
是
以
春
秋
冬
夏
皆

　
　
有
麻
菓
絲
繭
之
功
、
以
力
婦
教
也
。
是
故
丈
夫

不
織
而
衣
、
婦
人

不
耕
而
食
、
男
女

　
　
貿
功
以
長
生
。
此
聖
人
之
制
也
」
と
あ

る
。

こ
の
上
農
篇

で
は
、
農
時

に
適
し
た
農

　
　
業
を
行
う
べ
き

こ
と
が
主
張

さ
れ

る
。
特
に
、
農
事
期

に
農
業
の
妨
げ
と
な
る

こ
と

　
　
を
禁
止
し
、
さ

ら
に
四
時
の
禁

を
促
す
と

い
う
内
容

は
、
前

漢
の
勧
農
政
策

の
方
針

　
　
と
合
致
し
て

い
る
と

い
え
よ
う
。
渡
辺

二
〇
〇

四
で
は
、
上
農
篇
が
筍
子

の
思
想
を

　
　
基
軸
と
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る

こ
と

か
ら
、

こ
う
し
た
籍

田
親
耕

の
記

　
　
事
は
戦

国
末

に
は
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
『
国
語
』
周
語

に
は
、
立
春

の
日
に

　
　
行
う
と

い
う
記
事
が
載

せ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ

の
他

の
史
料
に
お
い
て
籍
田
親
耕
を

　
　
孟
春

の
行
事

と
し
て
示
す
明
確
な
史
料

は
確
認

で
き
な

い
。
上
農
篇

で
は
、
農
時

を

　
　
行
う
べ
き
時
節

と
い
う

こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る

こ
と
か
ら
、
漢
初

に
お

い
て
、
籍

　
　

田
親
耕
は
農
時
11
春
季

に
行
わ
れ
る
象
徴
的
行
事
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
と
考

え

　
　
ら
れ
る
。
ま
た
、
黽
錯

の
上
奏
文

に
は
、　

「
聖
王
在
上
而
民
不
凍
飢
者
、
非
能
耕
而

　
　
食
之
、
織
而
衣
之
也
、
為
開
其
資
財
之
道
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
は

『
呂
氏
春
秋
』
上

　
　
農
篇

の

「是
故
丈
夫
不
織
而
衣
、
婦
人
不
耕
而
食

、
男
女
貿
功
以
長
生
。
此

聖
人
之

　
　
制
也
」

の
文
章
と
通
じ

る
。

こ
の
こ
と

か
ら
も
、
文
帝
期

の
籍
田
親
耕

・
皇
后
親
桑

　
　

は
、
男
女
が
均

し
く
農
業
に
従
事
す

る
と

い
う
理
想
的

な
農
業
体
制

を
、
皇
帝
皇
后

　
　
が
体

現
す
る
こ
と

で
、
勧

農
桑
を
強
調
し
た
象
徴
的
行
為
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(
23
)
　

『
漢
書
』

食
貨
志

に
は
、

賈
誼
の

上
奏
文
中

に

「民
不
足
而
可
治
者
、

自
古
及

　
　
今
、
未

之
嘗

聞
。
古
之
人
日
、

一
夫
不
耕
或
受
之
饑
、

一
女
不
織
或
受
之
寒
。
生
之

　
　
有
時
而
用
之

、

亡
度
則
物

力
必
屈

、

古
之
治
天
下
至
孅
至
悉
也
」

と
あ
り
、

ま
た

　
　

『
呂
氏
春
秋
』

愛
類
篇

に
は
神
農

の
教

え
と

し
て

「『
士
有
当
年

而
不
耕
老
、

剣
天

　
　
下
或
受
其
饑
矣
。

女
有
当
年
而
不
績
者
、

剔
天
下
或
受
其
寒
矣
。
』
故
身
躬
耕
、
妻

　
　
親
績
、
所
以
見
致
民
利
也
」

と
述

べ
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
賈
誼

の
言
は

こ
う
し
た
思

　
　
想
を
背
景
と
し
て
い
る

こ
と
が

わ
か
る
。

(
24
)
　

『
周
礼
』
天
官
甸
師
引
鄭

玄
注

に
は

「
王
以
孟
春
躬
耕
帝
籍
。
天
子
三
推
、
三
公

　
　
五
推
、
卿
諸
侯
九
推
、
庶

人
終
於
千
畝
、
庶
人

謂
徒
三
百
人
。
籍
之
言
借
也
。
王

一

　
　
耕
之
、
而
使
庶
人
芸
芋
終
之
」
と
あ
り
、
鄭
玄

の
考
え

る
天
子

の
籍

田
親
耕
は
、
王

　
　

み
ず
か
ら
罠

と

一
緒

に
な

っ
て
農
耕
を
行

う
と

い
う

の
で
は
な
く
、
王

は
は
じ
め
に

　
　

一
耕
す
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
は
、　

『
漢
書
』
芸
文
志

の
農
家

の
項

に
、　

「及
鄙
者

　
　
為
之
、
以
為
無
所
事
聖
王
、
欲
使
君
臣
並
耕
、
諄
上

下
之
序
」
と
あ
る
君
臣

の
職
分

　
　

の
別
を
唱
し
て

い
る
の
と
同
じ
認
識

で
あ
り
、
経
学
的
認
識
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
籍

　
　

田
の
礼
は
、
唐
代

に
お

い
て
は
重
要
な
儀
礼

の

一
つ
と
な

っ
て
い
る

こ
と
か
ら

(
金

　
　
子

二
〇
〇
六
)
、

文
帝
期

の
例
が

一
つ
の
模
範
と
な

っ
て
、
そ

の
後
、

籍

田
の
礼
が

　
　
皇
帝
祭
祀
儀
礼

と
し
て
定
着
し
て

い

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(
25
)
　

『
漢
書
』
昭
帝
紀

に
は

「
元
平

元
年
春

二
月
、
詔
日

『
天
下
以
農
桑
為
本
。

日
者

　
　
省
用
、
罷

不
急
官

、
減
外
緜
、
耕
桑
者
益
衆
、
而
百
姓
未
能
家
給
、
朕
甚
愍

焉
。
其

　
　
減

口
賦
銭
』
」
と
あ

り
、
農
桑
が

国
家

の
根
本
を
支

え
る
も

の
で
あ

る
と

い
う
。

(
26
)
　

『
漢
書
』
宣
帝
紀

に
は

「
(
本
始
)
四
年
春
正
月
、

詔

日

『
蓋
聞
農
者
興
徳
之
本

　
　
也
。
今
歳
不
登
、
已
遣
使
者
振
貸

困
乏
。
其
令
太
官
損
膳
省
宰

、
楽
府
減
楽
人
、
使

11



窓史

　
　
帰
就
農
業
。
丞
相
以
下
至
都
官
令

丞
上
書
入
穀
、
輸
長
安
倉
、
助
貸
貧

民
。
民
以
車

　
　
船
載
穀
入
関
者
、
得
毋
用
傳
』
」
と
あ
る
。

(
27
)
　
例
え
ば
、

『商

君
書
』
墾
令
篇
で
は
、
山
沢

へ
の
出
入
り
の
制
限
な
ど
に

つ
い
て

　
　
議
論
さ
れ

て
い
る
が

、
そ
れ
は
生
活

の
糧
と
な

る
商
品
の
源

で
あ

る
山
沢

へ
の
出
入

　
　
り
を
制
限
す

る
こ
と
で
、
農
業

の
推
進

を
図

っ
た
も

の
で
あ
る

(
好
並

一
九
九
四
参

　
　
照
)
。

(
28
)　

李
成
珪

二
〇
〇

二
で
は
、
宣
帝
期
以
降

、
皇
帝

の
徳
が
教
化
さ
れ
た
世
を
現
出
す

　
　
る
た
め
に
、
帳
簿

上

の
操
作
が
行
わ
れ
て
い
た
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い

　
　
る
。

(
29
)　

宣
帝
期
以
降

「
主
四
時
」

の
行
為
が
重
視
さ
れ

た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

二
〇

　
　
〇

六
参
照
。

(
30
)　
例
え
ば
、　

『
呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
に
は
、　
「
王
布
農
事

、
命

田
舎
東
郊
、
皆
修
封

　
　
彌

、
審
端
径
術
、
善
相
丘
陵
阪
険
原
隰
、
土
地
所
宜
、
五
穀
所
殖
、
以
教
道
民

、
必

　
　
躬
親
之
」
と
あ

る
。

(
31
)

成
帝
陽
朔

二
年

の
詔
勅

に
は

コ

一年
春
、
寒
。
詔

日

『
…
…
其
務
順
四
時
月
令
』
L

　
　

(
『
漢
書
』

成
帝
紀
)

と
あ
る
。
　
『
漢
書
』
李
尋
伝
に
は
、　

「
故
古
之
王
老
、

尊
天

　
　
地
、
重
陰
陽
、
敬

四
時

、
厳
月
令

。
順
之
以
善
政
、
周
和
気

可
立
致
、
猶
枹

鼓
之
相

　
　
應
也
。
今
朝
廷
忽
於
時
月
之
令
、
諸
侍
中
尚
書
近
臣
宜
皆
令
通
知
月
令
之
意

、
設
群

　
　
下
請
事

、
若
陛
下
出
令
有
謬
於
時
者
、
當
知
争
之
、
以
順
時
気
」
と
あ
り
、
月
令

を

　
　
遵
守
す

る
こ
と
が
為
政
者

に
は
求
め
ら
れ
る
と
す

る
。

(
32
)
　
揚
振
紅

二
〇
〇
四
で
は
、
　
『
淮
南

子
』

の
史
料

に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、
月
令
書

　
　

に
は
現
実

に
則
し
た
時
令
が
適
宜
取
り
入
れ

ら
れ

て
い

っ
た
と

し
、
秦
漢

の
田
律

や

　
　
前

漢
の
詔
勅
等
も
す
べ
て
月
令
と
し
て
組

み
込

ま
れ

て
い
く
と
述

べ
て
い
る
。
が

、

　
　
楊
氏
が

い
う

「
月
令
」

は
、
時
令

思
想

の
発
展

の
中

で
考
え
ら
れ

る
広
義
で
の
月
令

　
　

の
解
釈

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

(
33
)　

「定
令
」
　
「著
令
」
　

「具
為
令

」　

「著
於
令
」
　
「
定
著
令
」
　
「
定
著
於
令
」
　
「
著

　
　
以
為
令
」

な
ど

の
著
令
文
言

に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
氏
が
、
令
典

に
組
み
入
れ
ら
れ

　
　
る
こ
と

を
示
す
文
言
で
あ
る
と
し
た
見
解
が
長
く
定
説
と
さ
れ

て
き
た
が
、
近
年

の

　
　
研
究

で
は
、
著
令

文
言
の
有
無
を
も

っ
て
、
た
だ

ち
に
令

典
の
存
在
と
結
び

つ
け
る

　
　

こ
と
は
で
き
な

い
と

い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中
田

一
九

五

一
、
中
田

一
九

五

　
　

二
、
滋
賀

一
九
七
七
、
大
庭

一
九

八
二
、
冨
谷
二
〇
〇
〇
、
宮
宅

一
九
九

五
、
宮
宅

　
　

二
〇
〇

四
、
籾
山

二
〇
〇

六
等
参
照
。

(
34
)　

『
後
漢
書
』
粛
宗
章
帝
紀

に

「
方
春
東
作

、
恐
人
稍
受
稟
、
往
来
煩
劇
、
或
妨
耕

　
　
農
。

…
…
」
と
あ
る
。

(
35
)　
上

田

一
九
八
三
で
は
、

後
漢

に

な
る
と

月
令
を

典
拠
と
し
て
救

恤
政
策
が

行
わ

　
　
れ
、
行
事
化

し
て

い
く

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「秋
令
し

の
規
定

に
つ
い
て
は
、

　
　

『
呂
氏
春
秋
』

仲
秋
紀

に

「是
月
也

、
養
衰
老
、

授
几
杖

、

行
麋
粥
飲
食
」
と
あ

　
　
る
。

(
36
)
　

『
四
時
月
令
詔
條
』

に
お

い
て
用

い
ら

れ

て

い
る

「聖
帝
明
王
」
等

の
語
彙

か

　
　
ら
、

劉
向

・
劉
歌
父
子

の
思
想
が
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

劉
歓

　
　
は
、
元
始
元
年

に
月
令
施
行

の
最
高
責
任
者

で
あ
る
羲
和
官

に
就
任

し
て

い
る
こ
と

　
　
か
ら
、　

『
四
時
月
令
詔
條
』

に
は
劉
歌

ら
の
経
学
的
観
念
が
影
響
し
て

い
る
と
考
え

　
　
ら
れ

る
。　

『
敦
煌
懸
泉
月
令
詔
條
』
参

照
。
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