
戦
国
時
代
に
お
け
る
兵
家
の
気
の
思
想
と
新
出
土
文

中
国
研
究
集
刊
称
号

（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月

竹

田

健

二



つ
あ
る
。

そ

こ

(

は

ヽ

料
か
ら
見
て
、
兵
家
の
気
の
息
想
に
関
し

し
た

の
対
象
と
し
た
が
、
九
九
一

の
出
土
以
降
、
戦
国
時
代
及
び
秦
代
・
漢
代
の
出
土
資
料
が
相
次

い

在

古

代

中

国

思

想

史

研

究

に

お

い

て

は

、

こ

の
研
究
を
踏
ま
え
た
再
検
討
が
進
め
ら
れ
つ

の
気
の
に
つ
い
て
ー
「
孫
氏
の

を
中
心
に
ー
」
に
お
い
て
、
春
秋
戦
国
時
代
に
お
い
て
兵
家

い
た
気
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
際
、
伝
桐
文
献
の

の

他

に

九

七

中
国
研
究
集
刊
称
号
（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月

ニ
O
I三
四
頁

の
兵
家
の
説
く
気
は
、

の
系
統
の
気
と
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
一

の
ど
ち
ら
を
説
く
か
は
、
そ
の
兵
学
が
天
人
相
王

す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
考
え
た
。

す

な

わ

ち

、

十

三

篇

に

お

い

て

説

か

れ

て

い

と

、

て

い

た

、
前
稿
に
お
け
る
検
討

「

―

の

の

思

想

に

つ

い

て

に

お

い

て

行

っ

の

概

略

て
行
っ
の
結
呆
は
果
た
し
て
今
な
お
成
立
し
得
る
か
ど
う

か
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

戦
国
時
代
に
お
け
る
兵
家
の
気
の
思
想
と
新
出
土
文
献

竹

田

健

(20) 



ヽ
）
 

’f の

る
も
の
で
は
な
か
っ

に
お
い
て
「
陰
陽
者
、

推

刑

徳

、

因

五

勝

、

骰

鬼

神

而

為

助

者

也

ひ
て
発
し
、
刑
徳
を
推
し
、
斗
撃
に
随
ひ
、
五
勝
に

を
仮
り
て
助
と
為
す
者
な
り
）
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

類
さ
れ
る
兵
学
の
構
成
要
素
の

行
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て

の

、

の

(21) 



二
、
出
土
文
献
に
見
え
る
気

の

系

統

の

系

統

の

気

も

、

そ

の

の
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
気
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と

官
や
替
官
ら
の
保
持
し
た
気
の
思
想
で
あ
る
と
推

こ
の
周
の
史
官
や
瞥
官
ら
が
保
持
し
た
気
の
思
想

督
官
が
保
持
し
た
天
道
観
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し

丈
官
や
瞥
官
の
間
で
保
持
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
後

已
か
ら
他
の
知
識
人
た
ち
へ
と
、
ま
た
周
王
室
か
ら

へ
と
広
く
伝
播
し
て
い
き
、
そ
う
し
た
伝
播
と
受
容

の
い
て
気
概
念
は
様
々
に
展
開
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
代
の
兵
家
に
お
い
て
は
、
外
界
に
存
在
す
る
天
地
自

然
の
間
の
気
に
か
ら
望
気
の
系
統
の
気
へ
と
、
ま
た
人
間
の
身
体

内
部
に
存
在
す
る
気
か
ら
士
気
の
系
統
の
気
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
分

裂
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
と
筆
者
は
考
え
た
。

静始、。

未
有
天
地
、
未
有
作
行
、
出
生
虚

夢
夢
静
同
、
而
未
或
明
、
未
或
滋
生
。

工
箇
先
無
、

静
大
静
、
虚
大
虚
、
自
厭

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、

根
源
は
、

し
た
、
E

測
さ
れ
る
。

は
、
史
官
5

て
成
立
し
、

に

よ

っ

て

ん

と

す

る

立

場

に

立

ち

、

従

っ

て
そ
の
兵
学
に
お
い
の
系
統
の
気
を
説
く
こ
と
は
あ
り
得

な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
時
代
の
兵
家
が
士
気
の
系
統
の
気
と

の
系
統
の
気
と
の
ど
ち
ら
を
説
く
か
は
、
そ
の
兵
学
が
天
人

の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

し

は

、

一

九

九

一

―

九

九

に

上

海

博

物

館

が

購

得

し

た

（

以

下

、

上

博

詰

と
か
ら
、
戦
国
時
代
の
新
出
土
資
料
に
お
い
て
説
か
れ
て
い

る
気
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

の
中

が
あ
る
。
し
か
し
、
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

〔
』
に
は
気
が
説
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
公
開
さ

定
簡
の
中
に
は
、
気
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
思
考
の
認

兵
書
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
兵
家
以
外
に
は
、
気
に
つ
い
て
か
な
り
ま
と
ま
っ

た
思
考
を
説
く
文
献
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
先
ず
注
目
さ

れ

る

の

が

、

い

て

気

を

説

く

道

家

系

文

献

で

あ

る（注
2
)
0

の

古

侠

文

献

に

お

い

て

は

、

従

来

知

ら

れ
て
い
な
か
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
宇
宙
生
成
論
が
説
か
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
万
物
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
気
概
念
が

る。

(22) 



①
太

水
反
輔
太

こ
も
、

i
 

ヽ

ユ
ニ
ー

の
始
原
で
あ
る

じ
た
の
で
は
な
く
、

こ
と
か
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

に
お
い
て
、
気
は
明
ら
か
に
万
物
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
）

で
あ
る
と
こ
ろ
の

な
る
憔
界
は
や
が
て
「
或

な
る
世
界
に
お
い
て
気
が

生
成
し
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま

す
る
。
こ
う
し

ち、

の

で

あ

る

が

、

の

始

原

は

で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
「
悦
」

世
界
へ
と
転
換
し
、
そ
の
「
或
」

る
。
そ
し
て
気
は
ま
ず
天
地
を

動
し
て
、
次
々
と
万
物
を
生
成

に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
万
物
が
天
地
に
満

れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、

の
関
係
は
、
「
個
」
か

明
明
天
行
、
唯
復
以
不
襄
。

由。
上ーク

紛
紛
而
復

る
こ
と
の
な
い
、

（
万
物
の

、
あ
る
い
は

に
お
い
て
は
、

源

は

「

太

」

は

ま

ず

初

め

[

じ

、

次

い

で

水

は

を

補

佐

し

て

天

を

生

成

す

る

。

天

は
、
や
は
り
「
太
を
補
佐
し
て
地
を
生
成
し
、
続
い
て
、
天

と
地
と
か
ら
神
と
明
と
を
生
成
し
、
神
と
明
と
か
ら
陰
と
陽
と
を

生
成
し
、
陰
と
陽
と
か
ら
四
時
を
生
成
し
、
四
時
か
ら
喩
（
つ
め

た
い
こ
と
）
と
熱
と
を
生
成
し
、
愴
と
熱
と
か
ら
湿
と
燥
と
を
牛

成
し
、
湿
と
燥
と
か
ら
歳
（
年
間
を
通
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
）

を
生
成
す
る
。
こ
う
し
て
順
次
生
成
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
憔
界

が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
太
一
は
水
の
中
に
潜
み

か
く
れ
て
、
の
隅
々
に
ま
で
行
き
渡
り
、
万
物
生
成
の
プ
ロ

セ

太

は

、

の
根

物
母
。

地
之
所

田
目

．．．．． 

―111n 

成
歳
而
止
。

周
而
或
〔
成
、

以
紀
為
萬
物
経
。
此
天
之
所
不
能
殺
、

陰

陽

之

不

能

成

。

知

此

、

是
以
成
地
。
天
地
〔
復
相
輔
〕
也
、
是
以
成
神
明
。
神
明
復

相
輔
也
、
是
以
成
陰
陽
。

輔
也
、

(23) 



す
な
わ
ち
、
大
地
は
土
に
よ
っ
て
、
ま
た
つ
ま
り
天

は
気
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部

分
と
『
太
一
生
水
』
冒
頭
部
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
な
お
疑
問

も
残
る
が
、
『
太
一
生
水
』
に
お
い
て
も
全
体
と
し
て
は
、
気
が

天
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
構
成
す
る
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
字
宙
生
成
論
に
お
い
て
は

「
五
気
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
『
凡
物
流
形
』
の
字
宙
生
成
論
も
甚

だ
難
解
で
あ
り
、
「
五
気
」
が
具
体
的
に
何
を
含
ん
で
い
る
の
か

も
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
「
五
気
」
も
万
物
を
構
成
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
げ
3
)
0

固
下
、
土
也
、
而
謂
之
地
。
上
、
氣
也
、

字
也
。

「
萬
物
経
」
（
万
物
の
経
）
た
る
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
『
太
一
生
水
』
冒
頭
部
の
字
宙
生
成
論
に
お
い

て
、
「
陰
陽
」
も
気
の
一
種
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ

る
が
、
直
接
的
に
「
陰
気
」
・
「
陽
気
」
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
『
太
一
生
水
』
の
後
半
部
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う

に
気
が
天
を
構
成
す
る
と
の
思
考
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
郭
店
楚
簡
や
上
博
楚
簡
に
お
い
て
は
、
戦
国

時
代
初
期
以
前
の
道
家
が
説
い
た
様
々
な
宇
宙
生
成
論
を
見
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
中
で
気
は
、
基
本
的
に
い
ず
れ
も
万
物
を
構
成

す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
郭
店
楚
簡
・
上
博
楚
簡
に
お
い
て
は
、
儒
家
系
の
文

献
に
お
い
て
も
気
が
説
か
れ
て
い
る
。
儒
家
は
専
ら
人
間
の
身
体

内
部
に
存
在
す
る
気
を
説
い
て
お
り
、
そ
の
―
つ
が
「
血
気
」
で

あ
る
。

安
命
而
弗
夭
、

（

）

 

⑧
義
者
、
君
徳
也
。
非
我
血
氣
之
親
、
畜
我
如
其
子
弟
。
故

曰
、
荀
清
夫
人
之
善
施
、
努
其
股
肱
之
力
、
弗
敢
憚
也
、
危

其
死
、
弗
敢
愛
也
、
謂
之
【
臣
】
、
以
人
多
。
（
『
六

徳』）

で
は
第
11
簡
に
「
血
気
」
が
登
場
す
る
。
同
簡
は

下
端
が
残
欠
し
、
文
字
が
二
＼
三
字
程
度
欠
落
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
、
研
究
者
に
よ
っ
て
は
竹
簡
の
配
列
の
復
元
が
異
な
る
（
注
4
)
0

田
天
地
立
終
立
始
、
天
降
五
度
、
吾
笑
衡
笑
縦
。

執
為
之
公
。
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の

不
す
の
は
、
同

と
し
て

の
他
に
、

て
い
る
人
間
の
身
体
内
部

感
情
の
も
と
と
な
る
気
が
あ
る
゜
以
下
に

文
献
の
異
本
と
考
え
ら
れ

の

し
か
し
、
全
体
的
な
文
脈
か
ら
す
る
と
、
こ

想
的
な
治
憔
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
の

的
な
統
治
の
下
で
民
は
よ
く
「
脂
膚
・
血
気
」
の
あ
り
方
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
生
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
脂
膚
」
と
対
に

さ
れ
て
い
る
「
血
気
」
は
、
明
ら
か
に
人
間
の
身
体
内
部
の
み
に

存
在
し
、
人
体
を
構
成
す
る
要
素
の
一
っ
と
見
て
よ
い
。

『
六
徳
』
で
は
、
君
主
が
「
血
気
の
親
」
で
は
な
い
、
つ
ま
り

血
縁
関
係
に
は
な
い
臣
下
を
血
縁
の
あ
る
子
弟
と
同
様
に
養
う
こ

と
が
君
主
た
る
者
の
義
と
さ
れ
、
そ
し
て
君
主
が
そ
う
し
た
義
を

行
う
か
ら
こ
そ
臣
下
は
そ
の
力
を
発
揮
し
、
死
の
危
険
を
伴
う
こ

と
も
進
ん
で
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
血
緑
関
係
に
あ

る
身
内
が
「
，
皿
気
の
親
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
血
縁
の
あ
る
者
同

士
は
い
わ
ば
「
血
気
」
が
通
じ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
も
人
間
の
身
体
内
部
]

て
よ
か
ろ
う
。

の
理

い
る
。

に
お
い
て
は
ま
た
、
以
下
の
よ
う

に
、
人
間
が
外
界
の
美
し
い
も
の
を
見
る
こ
と
を
好
み
、
美
し
い

）
と
を
楽
し
む
の
も
或
る
種
の
作
用
と
さ
れ
て

る に
お
い
て
は
、

へ

向

か

う

「

壬

ら

に

「

心

」

る
訳
で
は
な
く
、
「
志
」
さ
せ
る
に
は
、

の
物
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と

て
い
る
。
そ
し
て
、
性
と
し
て
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の

の
も
と
と
な
る
「
気
」
に
対
し
て
、
外
界
の

に
よ
る
働
き
か
け
が
加
わ
る
と
、
そ
の
気
が

の

に

る

と

さ

れ

て

い

べ
ら
れ

て
い

待
物
而
後
作
、及

其
見
於
外
、
則

(25) 



(13) 

「口〕〔無〕

無
服
之
喪
、
内

⑪
目
之
好
色
、
耳
之
業
聾
、
鬱
陶
之
氣
也
。
人
不
難
為
之
死
。

（
『
性
自
命
出
』
）

⑬
目
之
好
色
、
耳
之
築
聾
、

死

。

（

）

こ
こ
で
は
、
「
目
の
色
を
好
み
、
の
聾
を
梨
し
む
」
こ
と
は

彫
陶
の
気
」
の
作
用
と
さ
れ
、
人
間
は
そ
の
作
用
の
た
め
に
死

に
至
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
鬱
陶
の
気
」
は
、

先
に
見
た
「
喜
怒
哀
悲
之
気
」
と
同
様
に
人
間
の
身
体
内
部
に
存

在
し
、
し
か
も
人
間
の
行
動
や
反
応
の
「
も
と
」
と
な
る
も
の
で

あ
る
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
先
ず
外
界
に
存
在
す
る
「
色
」
．

「
声
」
が
人
間
に
対
し
て
働
き
か
け
、
次
い
で
そ
れ
に
人
間
の
身

体
内
部
の
「
鬱
陶
の
気
」
が
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が

「
色
を
好
」
み
、
ま
た
「
声
を
楽
し
む
」
と
の
行
動
が
生
ず
る
と

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
、
上
博
楚
簡
『
民
之
父
母
』
及
び
『
従
政
』
に
は
、

「
志
気
」
や
「
気
志
」
と
い
っ
た
、
人
間
の
精
神
的
な
活
動
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
気
が
説
か
れ
て
い
る
。

不

為
之

と
、
先
述
の

と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

恕
巽
悲
。

相
。
無
服
之
喪
、

架

、

四

方

。

純
徳
同
明
。
無
撃

無
服
之
喪
、

日
述
月

施
及
孫
子
。
無

為
民
父
母
。
（
無
）
聾

無
服
喪
、
施

上
下
和

父
で
は
、
理
想
的
な
「
楽
」
．

「
喪
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の

i
n

声
の
楽
」
・
「
無
体
の
礼
」
・
「
無
服

の
喪
」
の
「
三
無
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
中
に
、
「
気
志
」
が
説

か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
気
志
」
は
、
君
主
の
「
気
志
」
、
つ

ま
り
君
主
の
精
神
的
活
動
の
あ
り
方
を
基
本
的
に
指
し
て
お
り
、

引
用
し
た
箇
所
は
、
理
想
的
な
音
楽
で
あ
る
「
無
声
の
楽
」
に
よ

り
、
君
主
と
臣
下
と
の
関
係
が
理
想
的
な
状
態
へ
と
近
づ
く
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
郭
店
楚
簡
『
従
政
』
に
お
い
て
は
、
「
志
気
」
の
語
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
「
志
気
」
も
『
民
之
父
母
』
の
「
気
志
」
と
同

じ
く
、
や
は
り
人
間
の
精
神
的
作
用
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
（
注
7
)
0
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こ
の
箇
所
で
は

に
任
命

た

こ

と

が

べ

ら

れ

て

い

っ
た
と
さ
れ
て
い
る

か
な
り

つ

ーし、オ

れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の

る
思
考
は
決
し
て
単
純
で
は
な
く
、
用
例
に
よ
っ

こ
ろ
に
は
か
な
り
い
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

て

は

こ

の

の

あ

り

し
て
判
決
を
下
し
た
結
果
、
二
天
下
中
か
ら
訴

い
な
く
な
り
天
下
が
よ
く
治
ま
っ
た
こ
と
、
ま

て
そ
の
あ
り
方
に
則
っ

゜

せ
て
、

以
上
の
よ
う
に
、

お

け

る

気

の

中

に

は

、

以

外

に

も

人

間

の

身

体

内

部

に

存
在
す
る
気
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
人
間
の

動
・
作
用
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
他
に
、
人
間
の
身
体
外
部

に

お

い

る

。

っ
て
い
る
点
で

は
い
ず
れ
も
人
間

の
で
あ
っ

つ
く
も

の
具
体
的
な
内
容
や
あ
り
方
に
つ
い
て

い
説
明
は
い
が
、
「
天
地
之
気
」
も
「
陰
陽
之
気
も
、

パ
」
な
ど
の
人
間
の
身
体
内
部
の
み
に
存
在
す
る
気
L

な
り
、
お
そ
ら
く
は
天
地
自
然
の
間
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
、

の
あ
り
方
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

べ

、

こ

の

(27) 



べ
た
通
り
、
近
年
出
土
し
た
郭
店
楚
簡
．

の
道
家
系
文
献
や
儒
家
系
文
献
に
お
い
て
は
気
に
関
す
る
か
な
り

複
雑
な
思
考
が
認
め
ら
れ
、
戦
国
時
代
中
期
以
前
に
お
け
る
道
家

や
儒
家
は
気
に
関
し
て
複
雑
な
思
考
を
そ
れ
ぞ
れ
に
保
持
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
宇
宙
生
成
論
を
説
く
道
家
と
宇
宙
生
成
論
を

説
か
な
い
儒
家
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
思
想
的
立
場
を
異
に
し
な
が

、
戦
国
時
代
の
兵
家
に
お
け
る
気

複
雑
な
思
考
で
あ
る
と
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

郭
店
楚
簡
の
出
土
し
た
郭
店
一
号
楚
墓
は
、
戦
国
中
期
後
半
、

す
な
わ
ち
紀
元
前
三

0
0
年
頃
の
造
営
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
郭

店
楚
簡
に
含
ま
れ
る
文
献
の
書
写
は
紀
元
前
三

0
0
年
以
前
に
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
正
11)

。
ま
た
上
博
楚
簡
に
つ
い
て
は
、
書

写
年
代
に
関
す
る
手
が
か
り
が
少
な
い
が
、
郭
店
楚
簡
と
同
様
に

戦
国
中
期
ま
で
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
注
12)

。
こ
の

た
め
、
郭
店
楚
簡
や
上
博
楚
簡
に
含
ま
れ
る
文
献
の
原
本
の
成
立

が
戦
国
時
代
中
期
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
或
る
文
献

の
原
本
の
成
立
後
、
そ
れ
が
広
く
流
布
す
る
に
は
当
然
或
る
程
度

の
時
間
を
要
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
原
本
の
成
立
に
つ

い
て
は
戦
国
初
期
以
前
に
ま
で
遡
る
可
能
性
も
十
分
に
存
在
す
る

と
考
え
ら
れ
る
（
庄
1
3
)
0

ら
と
も
に
気
概
念
を
用
い
た
多
様
な
思
考
を
展
開
し
て
い
る
と
い

う
現
象
は
、
気
概
念
が
か
な
り
古
く
に
成
立
し
、
そ
し
て
気
に
関

す
る
思
考
は
戦
国
時
代
中
期
以
前
ま
で
に
か
な
り
の
発
達
を
遂
げ

て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
戦
国
期
の
出
土
文
献
中
に
気

を
説
く
兵
家
の
文
献
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
戦
国
時
代
中
期
以
前

の
兵
家
が
気
に
関
す
る
多
様
な
思
考
を
有
し
て
い
た
蓋
然
性
は
極

め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
三
篇
『
孫
子
』
や

『
孫
膳
兵
法
』
延
気
篇
等
に
見
え
る
士
気
の
系
統
の
気
に
関
す
る

思
考
は
孫
武
や
孫
腋
の
も
の
で
あ
り
、
「
孫
氏
の
道
」
の
気
の
思

想
は
孫
武
の
手
に
よ
っ
て
そ
の
骨
格
部
分
が
成
立
し
、
孫
武
の
後

学
、
孫
胴
、
孫
腋
の
後
学
と
、
代
々
孫
氏
学
派
に
お
い
て
継
承
さ

れ
た
と
し
た
前
稿
に
お
け
る
筆
者
の
見
解
は
、
今
な
お
十
分
に
成

立
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
、
漢
簡
で
あ
る
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
に
含
ま
れ
て
い
た

十
三
篇
『
孫
子
』
と
『
孫
腋
兵
法
』
と
は
孫
腋
及
び
そ
の
後
学
の

手
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
偽
託
、
或
い
は
後
世
の
付

加
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
一
応
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
十
三
篇
『
孫
子
』
や
『
孫
膜
兵
法
』
延
気
篇
等
に

見
え
る
士
気
の
系
統
の
気
に
関
す
る
思
考
は
、
郭
店
楚
簡
や
上
博

楚
簡
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
戦
国
時
代
初
期
以
前
の
道

家
や
儒
家
の
保
持
し
た
気
に
関
す
る
思
考
と
比
較
し
て
見
た
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い
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で

あ
り
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
博
楚
簡
に
含
ま
れ
て
い
た
兵
書

で
あ
る
『
曹
沫
之
陳
』
に
お
い
て
、
気
が
説
か
れ
て
い
な
い
点
で

あ
る
。
前
述
の
通
り
、
筆
者
は
「
孫
氏
の
道
」
及
び
『
呉
子
』
．

『
尉
綺
子
』
で
は
士
気
の
系
統
の
気
の
み
が
説
か
れ
、
望
気
の
気

が
一
切
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
或
る
兵
学
に
お
い
て
は
二

つ
の
系
統
の
気
の
ど
ち
ら
か
が
選
択
的
に
説
か
れ
る
と
し
た
。
し

か
し
、
上
博
楚
簡
に
含
ま
れ
て
い
た
古
侠
書
『
曹
沫
之
陳
』
に
お

い
て
は
、
士
気
の
系
統
の
気
も
望
気
の
系
統
の
気
も
ま
っ
た
＜
説

か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
戦
国
時
代
中
期
以
前
に
お
い
て
は

気
を
説
か
な
い
兵
学
も
存
在
し
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

或
る
兵
学
に
お
い
て
は
士
気
の
系
統
の
気
か
望
気
の
系
統
の
気
が

選
択
的
に
説
か
れ
る
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
撤
回
す
る
。

『
曹
沫
之
陳
』
に
お
い
て
気
が
説
か
れ
て
い
な
い
現
象
を
ど
の

よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
に
検
討
す
る
必

-)、
,
1
 

の
付
加
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な

ら
な
い
。
戦
国
時
代
中
期
以
前
の
儒
家
が
人
間
の

の
も
と
と
な
る
も
の
と
し
て
の
気
を
盛
ん

要

が

あ

る

が

、

で

は

、

の

に
お
け
る
戦
車
戦
を
中
心
と
す
る
戦
争
の
形
態
を
前
提
と
し
て
い

た
こす

な
わ
ち
、

周
知
の

秋
時
代
ま
で
戦
車
戦
を
中
心
に
し
た
が
、

員

し

て

し

た

た。

の
領
内
奥
深
く
侵
入
し

そ
う
し
た
新
た
な
形
態
の
戦

た

も

の

で

あ

り

、

そ

お

い

て

、
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る
要
因
の
一
っ
と
し
て
士
気
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
、
新
た
な
戦
争
の
形
態
の
出
現
と
は
、
深
く
関
わ
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
、
既
に
浅
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
曹
沫
之
陳
』

に
お
い
て
も
民
を
動
員
し
た
部
隊
の
編
成
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
の
た
め
に
指
揮
下
の
部
隊
の
士
気
、
つ
ま
り
戦
闘
意
欲
も

重
視
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
50
簡
か
ら
第
51
簡
に
か
け
て
の

箇
所
で
、
荘
公
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
「
戦
母
殆
、
母

思
民
疑
」
（
戦
う
に
殆
ぶ
む
母
れ
、
民
の
疑
う
を
思
う
母
れ
）
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
部
隊
の
指
揮
者
に
対
し
て
、
戦

闘
に
際
し
て
は
必
勝
を
固
く
信
じ
、
ま
た
戦
闘
直
前
に
あ
っ
て
、

指
揮
下
の
民
が
そ
の
指
揮
に
対
す
る
疑
い
を
抱
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
っ
た
不
安
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
民
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
『
曹
沫
之
陳
』
に
お
い
て
、
民
を
動
員
し
て
編
成
し
た
部
隊

の
指
揮
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
第

18
簡
に
「
城
郭
必
修
、
繕
甲
利
兵
、
必
有
戦
心
以
守
、
所
以
為
長

也
。
」
（
城
郭
必
ず
修
ま
り
、
甲
を
繕
い
兵
を
利
く
し
、
必
ず
戦
心

有
り
て
以
て
守
る
、
長
を
為
す
所
以
な
り
。
）
と
あ
る
が
、
こ
こ

で
い
う
「
戦
心
」
は
戦
闘
意
欲
そ
の
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。
お
よ
そ
戦
闘
が
行
わ
れ
る
場
合
、
特
に
そ
れ
が
軍
事
的
訓
練

を

長

く

受

け

た

わ

け

で

は

な

い

一

般

の

て

編

成

し

た

部
隊
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
、
戦
闘
の
結
果
に
大
き
く
影
響
す

る
要
因
の
一
っ
と
し
て
そ
の
集
団
を
構
成
す
る
戦
闘
員
の
戦
闘
意

欲
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
普
遍
的
な
現
象
と

い
っ
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
気
が
人
間
の
精
神
的
な
働
き
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ

と
は
、
『
国
語
』
や
『
左
伝
』
、
或
い
は
『
論
語
』
等
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
る
正
15)

。
ま
た
、
例
え
ば
『
左
伝
』
荘
公
十
年
の
魯
の

荘
公
と
曹
刺
と
の
問
答
の
中
で
、
曹
劇
が
「
夫
戦
、
勇
氣
也
。
一

鼓
作
氣
、
再
而
衰
、
三
而
謁
」
（
夫
れ
戦
い
は
、
勇
気
な
り
。
一

た
び
鼓
す
れ
ば
気
を
作
し
、
再
び
す
れ
ば
衰
へ
、
三
た
び
す
れ
ば

謁
く
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
人
間
の
精

神
的
な
働
き
と
結
び
つ
く
気
は
、
戦
闘
に
お
け
る
人
間
の
精
神
の

働
き
、
つ
ま
り
闘
争
心
や
戦
闘
意
欲
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も

説
か
れ
た
(de16)

。
こ
の
た
め
、
戦
闘
意
欲
を
指
す
も
の
と
し
て
の

気
、
す
な
わ
ち
士
気
の
系
統
の
気
が
孫
武
の
出
現
ま
で
説
か
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

私
見
で
は
、
先
秦
時
代
の
諸
子
の
思
想
を
伝
え
る
文
献
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
に
気
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
諸
子
の
思

想
の
成
立
前
に
、
気
が
万
物
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
構
成
す
る
と

の
気
の
思
想
が
既
に
存
在
し
、
諸
子
は
先
行
す
る
そ
の
気
の
思
想

を

そ

れ

ぞ

れ

の

て

受

容

し

た

結

果

で

あ

る

。

の
系
統
の
気
も
、

の

そ
う
し

(30) 



(
1
)
『
集
刊
東
洋
学
』
第
七
二
号
（

(
2
)
以
下
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
悦
先
』
に
お
け
る
気
の
息
想
」
（
『
中
国

注

ら
さ
れ
た
。

献
が
出
現
し
、
更
に
多
く
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

の
出
現
に
よ
り
、

し‘

九
九
四
年
）
所
収
。

し＼

っ

結
語 の

よ
り
、
あ
ら
ゆ

な
く
、

る。

の

み

出

さ

れ

て

い

っ

た

も

の

で

、

戦

の
形
態
が
戦
車
戦
を
中
心
と
す
る
も
の
か
ら
民
に
よ
っ
て
編
成

る
も
の
へ
と
変
化
す
る
に
伴
い
、

て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
と

い
う
わ
け
で
は

と
推
測
さ
れ

の

研
究
集
刊
』

家
特
色
」

『
戦
国
楚
簡
研
究
』
〔
万
巻
楼
、
二

「
〈
悦
先
〉
的
道

所
収
）
参
照
。

な
お
、
以
下
郭
店
楚
簡
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』

（
荊
州
市
拇
物
館
、
文
物
出
版
社
、
九
九
七
年
）
、
及
び
『
楚
地
出
土

戦
国
簡
冊
合
集
（

文
物
出
版
社
、

（
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
・
荊
門
市
拇
物
館
、

年
）
に
よ
り
、
ま
た
上
他
楚
簡
を
引
用
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
馬
承
源
主
編
『
上
海
拇
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
苫

（
三
）
（
四
）
（
七
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
一
年
、
二

0
0
二
年
、

二
〇
〇
三
年
、
二

0
0
四
年
、
二

0
0
八
年
）
に
よ
っ
た
。
但
し
、
異
体

字
に
つ
い
て
は
両
者
と
も
可
能
な
限
り
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ま
た
一

部
私
見
に
よ
り
改
め
た
箇
所
が
あ
る
が
、
煩
雑
を
避
け
注
記
を
省
い
た
。

(
3
)
浅
野
裕
一
氏
は
「
上
拇
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
全
体
構
成
」
（
『
中
国

研
究
集
刊
』
第
四
八
号
、
二

0
0
九
年
。
『
竹
簡
が
語
る
古
代
中
国
息
想

-
）
ー
上
博
楚
簡
研
究
ー
』
（
汲
古
書
院
、
二

0
1
〇
年
）

修
訂
を
加
え
た
上
で
収
録
）
に
お
い
て
、
「
五
気
」
を
木
火
土
金
水
の
五

行
と
見
な
し
て
い
る
。
な
お
、
『
凡
物
流
形
』
に
は
、
「
27:
．．．． 
揚
飩
而
羞
、

屏
氣
而
言
、
不
失
其
所
。
然
故
日
賢
c

和
朋
和
氣
、
向
肥
好
也
：
・
・
:
」
（
腫

を
揚
げ
て
礼
し
、
気
を
扉
し
て
言
い
、
其
の
所
を
失
わ
ず
。
然
る
が
故

に
賢
と
日
う
。
朋
に
和
し
て
気
を
和
し
、
向
聖
（
陀
）
好
也
：
・
・
:
）
と

も
あ
り
、
こ
こ
で
の
気
は
『
論
語
』
郷
党
篇
に
「
掴
齊
升
輩
、
鞠
的
如
也
、

屏
氣
似
不
息
者
。
」
（
斉
を
摂
り
て
堂
に
升
れ
ば
、
鞠
犯
如
た
り
、
気
を

て
息
せ
ざ
る
者
に
似
た
り
）
と
あ
る
、
気
息
の
気
と
同

゜ ハ
号
、
二

0
0
四
年
）
、
浅
野
裕

の
も
の
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と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)
注
2
前
掲
『
楚
地
出
土
戦
国
簡
冊
合
集
(
-
)
』
参
照
。
同
書
の
『
唐

虞
之
道
』
の
釈
読
は
、
周
鳳
吾
「
郭
店
楚
墓
竹
簡
〈
唐
虞
之
道
〉
新
釈
」

（
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
七

0
本
第
三
分
、

簡
の
配
列
に
従
う
。

九
九
九
年
）
の
竹

(
5
)
郭
店
楚
簡
中
、
『
語
叢
一
』
に
お
い
て
も
「
血
気
」
の
語
が
登
場
す
る
。

「
45
凡
有
血
氣
者
、
皆
有
喜
46
有
怒
、
有
懺
有
悲
。
其
罷
47
有
容
有
色
、

有
聾
有
嗅
48
有
味
、
有
氣
有
志
。
凡
物
49
有
本
有
標
、
有
終
有
始
。
」
（
凡

そ
血
氣
有
る
者
、
皆
な
喜
有
り
怒
有
り
、
恨
有
り
悲
有
り
。
其
の
罷
、

容
有
り
色
有
り
、
磐
有
り
嗅
有
り
味
有
り
、
氣
有
り
志
有
り
。
凡
そ
物
、

本
有
り
標
有
り
、
終
わ
り
有
り
始
め
有
り
。
）
但
し
、
『
語
叢
』
に
つ
い

て
は
、
文
献
そ
の
も
の
を
儒
家
系
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
い
た
。

(
6
)
末
永
高
康
「
「
性
」
即
「
気
」
ー
郭
店
楚
簡
『
性
自
命
出
』
の
性
説
」
（
鹿

児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
第
五
一
巻
、
ニ

0
0
0
年
）
は
、
「
「
喜
怒
哀
悲
の
気
，
性
な
り
」
の
語
は
，
端
的
に
，
「
性
」

と
は
す
な
わ
ち
喜
怒
哀
悲
の
「
気
」
で
あ
る
こ
と
，
「
性
」
の
実
質
が
喜

怒
哀
悲
の
「
気
」
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」

と
す
る
。
私
見
で
は
、
『
性
自
命
出
』
・
『
性
情
論
』
に
お
い
て
は
後
述
す

る
「
鬱
陶
の
気
」
も
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
「
性
」
の
本

質
が
「
喜
怒
哀
悲
の
気
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
と
は
見
な
し
が
た
く
、

性
の
中
に
「
喜
怒
哀
悲
の
気
」
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
と

思
わ
れ
る
。

(
7
)
但
し
、
『
従
政
』
甲
の
簡
09
は
上
下
端
が
残
欠
し
て
お
り
、
前
後
の
接

続
が
不
明
で
あ
る
。
湯
浅
邦
弘
「
上
博
楚
簡
『
従
政
』
の
竹
簡
連
接
と

文
節
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三
六
号
、
二

0
0
四
年
）
は
、

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
「
「
従
政
」
者
の
心
構
え
「
志
氣
」
に
つ
い
て
述
べ

た
部
分
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
竹
簡
の
欠
損
に
よ
り
、
内
容
未
詳
で
あ
る
」

と
述
べ
る
。

(
8
)
「
血
気
」
に
つ
い
て
も
、
人
体
を
構
成
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の

精
神
的
活
動
と
も
結
び
つ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
一
応
は
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
把
握
で
き
る
用
例
は
今
の
と
こ
ろ

確
認
で
き
な
い
。

(
9
)
郭
店
楚
簡
『
語
叢
一
』
第
68
簡
に
は
、
「
察
天
道
以
化
民
氣
」
（
天
道

を
察
し
て
以
て
民
氣
を
化
す
）
と
の
語
が
あ
る
。
仮
に
こ
れ
が
儒
家
の

言
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
広
く
民
の
身
体
が
気
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
と
す
る
思
考
も
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

(10)
先
に
見
た
「
血
気
」
な
ど
の
人
間
の
身
体
内
部
に
存
在
す
る
気
に
は
、

人
間
社
会
の
規
範
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
性
質
が
直
接
に
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
、
人
間
の
身
体
内
部
に
存
在
す
る
気
と
『
容
成
氏
』

の
「
陰
陽
之
気
」
・
「
天
地
之
気
」
と
は
、
そ
の
存
在
す
る
場
所
だ
け
で

は
な
く
、
機
能
と
し
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
為
政
者
の
身
体
内
部
に
存
在
す
る
気
の
秩
序
に
つ
い
て
は
、

人
間
社
会
の
規
範
と
し
て
の
機
能
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
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12)
馬
承
源

門
社
会
科
学
』

思
想
の
成
立
1

育
学
部
紀
要
』

に
お
け

る
気
の
思
想
ー
に
お
け
る
気
の
思
想
と
の
比
較
を
中
心
に
ー
」

（
『
東
ア
ジ
ア
ー
歴
史
と
文
化
ー
』
第
二
号
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。
)

(11)
湖
北
省
荊
門
市
博
物
館
「
荊
門
郭
店
一
号
楚
墓
」
（
『
文
物
』
一
九
九

七
年
第
七
期
）
仁
義
「
荊
門
楚
墓
出
土
的
竹
簡
《
老
子
》
初
探
」
（
『
荊

九
九
七
年
第
五
期
）
参
照
。

戦
国
楚
竹
書
的
発
現
保
設
和
整
理
」
（

に
お
け
る
気
を
中
心
に
ー
」
（
『
新
潟
大
学
教

九
九
一
年
）
、

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
為
政
者
が
身
体
内
部
の
気
を
そ
の
本
来
の
あ
る
べ

き
状
態
に
保
て
ば
、
為
政
者
自
身
の
身
体
や
精
神
の
あ
り
方
、
ひ
い
て

は
そ
の
行
動
は
あ
る
べ
き
状
態
に
保
た
れ
、
そ
の
結
果
為
政
者
は
善
政

を
行
う
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
為
政
者
が
身
体
内
部
の
気
を
そ

の
本
来
の
あ
る
べ
き
秩
序
か
ら
逸
脱
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
身
体
や
精
神
の

あ
り
方
が
乱
れ
て
悪
政
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
と
い
っ
た
思
考
が

存
在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
身
体
内
部
の
気
の
本
来
の
あ

る
べ
き
秩
序
に
は
、
統
治
を
行
う
上
で
守
る
べ
き
規
範
と
し
て
の
性
質

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
、
戦
国
期
の
出
土
文
献
か
ら
こ
う
し
た
思
考
の
存
在
を
直
接
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
私
見
で
は
『
国
語
』
周
語
や
『
左
伝
』
に

お
い
て
そ
う
し
た
思
考
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
戦
国
期
に
存

在
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
稿

に
お
け
る
気
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
八
号
、

周
語

一
九
八
九
年
）
、
「
気
の

所
収
）
、
「
馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
」
（
上
海
大
学
古
代
文
明
研
究
中
心

精
華
大
学
思
想
文
化
研
究
所
編
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』
〔
世
紀

出
版
集
団
・
上
海
書
店
出
版
社
、
二

0
0

参
照
へ
く
｝
な
お
、

上
海
博
物
館
に
お
け
る
戦
国
時
代
の
時
代
区
分
は
、
「
早
期
」
と
「
晩
期
」

と
の
二
分
法
で
あ
る
。

(13)
原
本
の
成
立
時
期
が
ど
の
程
度
遡
る
の
か
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
不

明
で
あ
る
が
、
紀
元
前
一
六
八
年
の
造
営
と
推
定
さ
れ
る
馬
王
堆
三
号

漢
墓
か
ら
出
土
し
た
吊
書
『
老
子
』
に
甲
本
・
乙
本
の
二
種
が
あ
り
、

両
者
の
間
に
字
旬
の
異
同
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
『
老
子
』
の
原
本

の
成
立
は
戦
国
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
実
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
原
本
の
成
立
が
異
本
の
存
在
す
る
時
点
よ

り
五
十
年
以
上
古
い
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
息
わ
れ
る
。
紀

元
前
三

0
0
年
頃
に
造
営
さ
れ
た
と
拙
定
さ
れ
る
郭
店
楚
墓
か
ら
出
土

し
た
『
性
自
命
出
』
と
上
博
楚
簡
『
性
情
論
』
と
の
間
に
も
、
字
句
の

異
同
や
ブ
ロ
ッ
ク
の
配
列
の
違
い
が
認
め
ら
れ
、
両
文
献
は
概
ね
同
時

代
に
書
写
さ
れ
た
同
一
文
献
の
異
本
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
性
自

命
出
』
と
『
性
情
論
』
と
の
原
本
の
成
立
が
紀
元
前
三
五

0
年
よ
り
も

古
い
可
能
性
、
つ
ま
り
戦
国
時
代
の
開
始
を
紀
元
前
四

0
三
年
と
し
、

概
ね
六
十
年
ず
つ
初
期
・
中
期
・
後
期
と
区
分
し
た
場
合
の
初
期
に
遡

り
得
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
稿
「
郭
店
楚
簡
『
性

自
命
出
』
と
上
海
博
物
館
蔵
『
性
情
論
』
と
の
関
係
」
（
『
日
本
中
国
学

会
報
』
第
五
五
集
、

0
0
三
年
）
参
照
。
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る
曹
剥
は
、
『
曹
沫
之
陳
』
の
曹
沫
と
同

(14)
『
戦
国
楚
簡
研
究
二

0
0
五
』
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
第
一
―

八
号
、
二

0
0
五
年
）
所
収
。
後
に
湯
浅
邦
弘
編
『
上
博
楚
簡
研
究
』
〔
汲

古
書
院
、
二

0
0
七
年
〕
に
収
録
さ
れ
、
ま
た
中
国
語
訳
が
浅
野
裕
一
『
上

博
楚
簡
輿
先
秦
思
想
』
（
万
巻
楼
、
二

0
0
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

浅
野
氏
は
同
論
考
に
お
い
て
、

沫
と
同
時
代
で
あ
る
春
秋
時
代
前
半
（
前
七
七
〇
＼
前
六
四
九
年
）
の

状
況
を
基
本
に
据
え
な
が
ら
、
会
戦
の
形
態
に
関
し
て
は
、
そ
れ
よ
り

も
古
い
西
周
期
（
前
―

1
0
0
＼
前
七
七
一
年
）
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ

方
、
民
の
大
量
動
員
に
よ
る
兵
力
数
の
増
加
に
関
し
て
は
、
そ
れ
よ

り
も
新
し
い
春
秋
後
期
（
前
五
二
六
＼
前
四

0
四
年
）
の
状
況
を
取
り

込
む
と
い
っ
た
、
新
旧
の
層
が
塁
層
的
に
混
在
す
る
性
格
を
示
し
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。

(15)
注
10
前
掲
の
拙
稿
「
『
国
語
』
周
語
に
お
け
る
気
」
、
「
気
の
思
想
の
成

立
ー
『
国
語
』
に
お
け
る
気
を
中
心
に
ー
」
、
「
『
左
伝
』
に
お
け
る
気
の

思
想
ー
『
国
語
』
に
お
け
る
気
の
思
想
と
の
比
較
を
中
心
に
ー
」
参
照
。

(16)
『
国
語
』
晋
語
に
は
「
櫃
也
聞
之
。
戦
闘
、
直
為
牡
、
曲
為
老
。
未
報

楚
恵
而
抗
宋
、
我
曲
楚
直
、
其
衆
莫
不
生
氣
、
不
可
謂
老
。
」
（
偲
や
之

を
聞
く
。
戦
闘
は
、
直
な
れ
ば
壮
為
り
、
曲
な
れ
ば
老
為
り
。
未
だ
楚

の
恵
に
報
い
ず
し
て
宋
に
抗
す
る
は
、
我
曲
に
し
て
楚
直
、
其
の
衆
気

を
生
ぜ
ざ
る
莫
く
、
老
と
謂
う
可
か
ら
ず
）
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
気
は

戦
闘
意
欲
を
指
す
と
見
て
よ
い
。
な
お
、
『
左
伝
』
荘
公
十
年
に
登
場
す

人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
『
上

の
兵
学
は
、
「
荘
公
や
曹

献
の
思
想
史
的
研
究
」
（
研
究
代
表
者

あ
る
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
B

「
中
国
新
出
土
文

海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
所
収
の
李
零
氏
の
「
説
明
」
参
照
。

(17)
望
気
の
系
統
の
気
に
つ
い
て
は
、
文
献
か
ら
そ
の
実
態
を
把
握
し
が

た
い
が
、
天
人
相
関
に
基
づ
く
行
為
と
し
て
望
気
の
系
統
の
気
を
観
測

す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
春
秋
時
代
に
も
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

湯
浅
邦
弘
）
の
成
果
の
一
部
で

(34) 


