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論
説董

仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
関
す
る
一
考
察

―
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
に
つ
い
て
―

深　

川　

真　

樹

は
じ
め
に

前
漢
の
春
秋
公
羊
学
者
で
あ
る
董
仲
舒
は
、
天
人
相
関
論
（
１
）

を
特
徴
と
し
た
儒
学
思
想
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
董
仲
舒
の
天
人

相
関
論
と
言
わ
れ
る
場
合
、「
天
人
相
関
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
思
想
が
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
と
人
に
は
陰

陽
が
あ
り
、
天
と
人
の
陰
陽
は
そ
れ
ぞ
れ
に
影
響
す
る
と
い
う
思
想
、
あ
る
い
は
、
天
に
属
す
る
現
象
―
―
陰
陽
や
祥
瑞
・
災
異
、

受
命
の
符
な
ど
と
、
人
に
属
す
る
事
象
―
―
と
り
わ
け
君
主
の
倫
理
的
・
政
治
的
な
行
為
が
相
互
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
思
想
で

あ
る
。
以
下
の
董
仲
舒
に
か
か
わ
る
記
載
は
、
董
仲
舒
に
こ
の
よ
う
な
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

春
秋
災
異
の
變
を
以
て
陰
陽
の
錯
行
す
る
所
以
を
推
し
、
故
に
雨
を
求
む
る
に
諸
陽
を
閉
じ
、
諸
陰
を
縱
ち
、
其
れ
雨
を
止

む
る
に
是
に
反
す
。
之
を
一
國
に
行
い
、
未
だ
嘗
て
欲
す
る
所
は
得
ず
ん
ば
あ
ら
ず

（
２
）
。（『
史
記
』
儒
林
列
伝
）

孔
子
春
秋
を
作
り
、
上
は
之
を
天
衟
に
揆は

か

り
、
下
は
諸
を
人
情
に
質
し
、
…
…
邦
家
の
過
ち
を
書
き
、
災
異
の
變
を
そ

ふ
。
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此
れ
を
以
て
人
の
爲
す
所
、
其
の
美
惡
の
極
、
乃
ち
天
地
と
流
通
し
て
往
來
し
相
應
ず
る
を
見
す
（
３
）
。（
第
三
次
「
賢
良
対
策
」）

董
仲
舒
の
思
想
が
天
人
相
関
論
を
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
は
、『
史
記
』
儒
林
列
伝
、『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
・
五
行
志
、『
春
秋
繁
露
』

な
ど
、
関
係
す
る
資
料
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
否
定
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
に
か
か
わ
る

天
命
や
災
異
に
関
す
る
思
想
を
主
要
な
構
成
部
分
と
し
、
政
治
理
論
と
し
て
の
色
彩
が
濃
厚
な
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
は
、
董
仲
舒

と
い
う
思
想
家
個
人
の
特
徴
的
な
思
想
と
い
う
だ
け
で
な
く
、漢
代
以
降
の
政
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
重
要
な
思
想
で
も
あ
る
。

天
人
相
関
論
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
「
君
主
権
抑
制
の
実
際
的
方
法
」
と
見
な
さ
れ

（
４
）

、
あ
る
い
は
「
皇
帝
権
力
の
最
大

の
護
符
」
と
言
わ
れ
る

（
５
）

な
ど
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
は
、「
董
仲
舒
の
天
人
相

関
論
に
お
け
る
「
天
」
と
「
天
子
」
の
相
互
関
係
の
性
質
づ
け
」
を
ど
う
行
う
か
に
応
じ
て
、「「
天
子
」
権
力
の
抑
制
論
」、「
君
権

神
授
論
」、「「
天
子
」
主
体
性
論
」
と
い
っ
た
見
解
が
あ
る
と
総
括
さ
れ
て
い
る

（
６
）

。
し
か
し
、
天
人
相
関
論
の
特
性
―
―
天
と
君
主

の
相
互
関
係
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
関
係
す
る

見
解
（
以
下
「
君
主
権
抑
制
論
」、「
君
権
神
授
論
」、「
君
主
主
体
性
論
」
と
呼
ぶ
）
を
整
理
・
検
討
し
な
が
ら
、
信
頼
性
の
高
い
『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
所
載
の
「
賢
良
対
策

（
７
）
」（
以
下
「
対
策
」
と
表
記
す
る
）
を
主
要
な
資
料
と
し
、適
宜
そ
の
関
連
部
分
も
参
照
し
つ
つ
、

董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
君
主
権
抑
制
論
と
君
主
権
の
抑
制
と
い
う
こ
と

董
仲
舒
の
思
想
に
災
異
説
（
天
譴
説
や
譴
告
説
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
災
異
説
と
は
、
典

型
的
に
は
、
国
家
を
支
配
す
る
君
主
に
倫
理
的
・
政
治
的
な
過
失
が
あ
る
と
、
天
が
日
蝕
や
彗
星
、
火
災
や
洪
水
な
ど
の
異
常
現
象
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―
―
災
異
に
よ
っ
て
警
告
し
、
君
主
が
そ
れ
に
よ
っ
て
省
み
改
め
れ
ば
そ
の
君
主
権
は
維
持
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
最
終
的

に
天
が
そ
の
国
家
と
君
主
を
滅
亡
さ
せ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
の
重
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
天

人
相
関
論
の
性
質
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
想
は
「
対
策
」
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
、

第
一
次
「
対
策
」
の
以
下
の
原
文
は
特
に
有
名
で
あ
る
。

國
家
將
に
衟
を
失
ふ
の
敗
れ
有
ら
ん
と
す
れ
ば
、
天
乃
ち
先
づ
災
害
を
出
だ
し
以
て
之
を
譴
告
し
、
自
ら
省
り
み
る
こ
と
を

知
ら
ざ
れ
ば
、
又
怪
異
を
出
だ
し
以
て
之
を
警
懼
せ
し
め
、
尙
ほ
變
は
る
こ
と
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
傷
敗
乃
ち
至
る

（
８
）

。

災
異
説
に
つ
い
て
は
、
君
主
の
恣
意
的
な
行
動
に
掣
肘
を
加
え
る
た
め
に
言
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
見
方
が
、
古
く
か
ら
存
在
し

て
い
た

（
９
）

。
重
沢
俊
郎
氏
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
、以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
君
主
権
の
強
大
は
当
時
の
現
実
」で
、そ
の
強
化
は「
時

代
の
要
請
」
で
あ
っ
た
が
、
儒
家
で
あ
る
董
仲
舒
と
し
て
は
、「
如
何
に
強
大
君
権
を
肯
定
す
べ
く
要
請
せ
ら
る
と
雖
も
、
法
家
に

於
け
る
が
如
き
無
条
件
肯
定
は
許
さ
れ
」
ず
、「
強
大
な
る
君
主
権
は
「
大
一
統
」
の
形
に
於
て
存
在
し
此
の
目
的
の
為
に
行
使
さ

れ
る
時
に
妥
当
性
を
有
す
る
と
主
張
」
し
た
。
そ
し
て
「
君
主
権
は
被
抑
圧
性
を
有
す
る
こ
と
」
を
「
元
の
思
想
」
に
よ
っ
て
「
立

証
」
し
、「
君
主
権
抑
制
の
実
際
的
方
法
」
と
し
て
、「
人
君
若
し
天
意
に
悖
る
行
為
有
れ
ば
天
は
災
又
は
異
を
降
し
て
直
接
之
を
警

告
す
る
か
ら
、
人
君
は
之
に
感
じ
て
自
己
の
政
治
を
改
む
べ
し
」
と
い
う
主
旨
の
災
異
説
を
設
け
た）

（1
（

。

重
沢
氏
の
論
述
に
よ
れ
ば
、「
強
大
な
る
君
主
権
は
「
大
一
統
」
の
形
に
於
て
存
在
し
此
の
目
的
の
為
に
行
使
さ
れ
る
」
べ
き
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
「
天
以
下
王
侯
に
至
る
ま
で
を
支
配
す
る
宇
宙
最
高
の
原
理）

（（
（

」
で
あ
る
元
を
根
拠
と
し
、
天
意
に
も
合
致
し

て
い
る
。
同
氏
は
元
と
天
意
の
関
係
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
論
述
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
天
が
元
と
い
う
「
宇
宙
最
高

の
原
理
」
を
意
志
し
、
体
現
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
重
沢
氏
は
災
異
説
を
、
儒
家
思
想

に
も
と
づ
き
天
の
権
威
に
よ
っ
て
君
主
権
を
「
或
る
範
囲
に
抑
制
せ
む
と
す
る）

（1
（

」
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
特
性
づ
け
て
い
る
と
言
え
、
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こ
の
よ
う
な
見
解
は
君
主
権
抑
制
論
の
典
型
で
あ
る
。

ま
た
韋
政
通
氏
は
、
董
仲
舒
の
「
天
人
感
応
論
」
は
、「
最
大
の
権
力
を
享
受
す
る
君
主
に
、
宗
教
的
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
」

が
そ
の
「
基
本
的
要
求
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
董
仲
舒
は
現
実
の
状
況
か
ら
、
法
家
と
同
じ
よ
う
に
「
君
主
の
「
独
り
天
下
を
制
し

て
制
せ
ら
る
所
無
し
」
と
い
う
優
位
」
を
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
な
ぜ
な
ら
専
制
体
制
下
で
は
、
こ
れ
は
歴
史
の
事

実
で
あ
り
、
こ
の
点
が
是
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
他
の
改
革
や
理
想
は
根
本
的
に
語
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
し
か
し
、
董

仲
舒
は
法
家
と
異
な
り
、「
こ
う
し
た
体
制
が
も
た
ら
す
危
険
性
を
深
く
知
っ
て
」
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
天
人
相
与
の
際
に
つ
い
て

一
揃
い
の
方
法
を
考
え
出
し
て
君
権
を
制
約
し
た
」
の
で
あ
る
。
韋
氏
の
言
う
「
天
人
感
応
論
」
も
、「
仲
舒
が
災
異
感
応
を
言
う

主
な
作
用
は
、
…
…
災
異
を
手
段
と
し
、
道
徳
的
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
災
異
説
を

中
心
と
す
る
も
の
で
、
韋
氏
は
こ
れ
を
君
主
権
の
儒
家
の
立
場
へ
の
「
制
限
」、「
制
約
」
の
手
段
と
見
て
お
り
、
そ
の
見
解
は
基
本

的
に
重
沢
氏
と
同
じ
だ
と
言
え
る）

（1
（

。

池
田
知
久
氏
は
君
主
権
抑
制
論
を
、「
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
は
、
世
界
を
そ
の
根
源
者
と
し
て
支
配
す
る
「
天
」
の
主
宰
性
を

通
じ
て
、「
万
民
」
の
一
元
的
な
支
配
者
と
し
て
の
「
天
子
」
の
権
力
を
抑
制
す
る
役
割
を
も
つ
」
と
い
う
見
解
だ
と
し
、「
今
日
こ

れ
が
最
も
有
力
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。」
と
言
う
。
そ
の
上
で
、
君
主
権
抑
制
論
と
は
「
正
反
対
の
立
場
に
立
つ
」

見
解
と
し
て
君
権
神
授
論
を
挙
げ
、
さ
ら
に
君
主
権
抑
制
論
の
批
判
を
行
っ
て
い
る）

（1
（

。

池
田
氏
は
「
天
人
相
関
論
の
「
天
子
」
権
力
を
抑
制
す
る
性
質
を
強
調
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
理
由
」
の
一
つ
と
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
董
仲
舒
と
同
じ
か
あ
る
い
は
少
し
先
立
つ
時
代
の
、
…
…
道
家
・
法
家
・
墨
家
の
思
想
家
た
ち
」
の
、

「「
君
主
」
権
力
を
強
大
化
し
よ
う
と
す
る
政
治
思
想
」
に
お
け
る
「「
天
」「
道
」
の
役
割
は
「
君
主
」
権
力
の
抑
制
な
ど
で
は
全
然

な
く
て
、
…
…
「
君
主
」
の
「
万
民
」
に
対
す
る
支
配
を
思
想
家
た
ち
の
抱
く
思
想
の
方
向
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、「
彼
ら
と
同
じ
か
あ
る
い
は
少
し
後
れ
る
時
代
の
、
彼
ら
の
思
想
を
吸
収
し
か
つ
ま
た
対
抗
し
た
で
あ
ろ
う
董
仲
舒
の
天

人
相
関
論
も
、
そ
の
「
天
」
の
役
割
は
大
体
の
と
こ
ろ
同
じ
で
あ
る
に
相
違
な
い）

（1
（

。」

こ
の
よ
う
に
論
じ
る
な
か
で
、同
氏
は
「
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
が
墨
家
の
天
志
論
か
ら
多
く
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
」
と
し
、

墨
家
の
思
想
に
つ
い
て
と
り
わ
け
詳
し
く
検
討
す
る）

（1
（

。
そ
し
て
、
君
主
権
の
抑
制
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、『
墨
子
』
で
「「
天
子
」

権
力
は
有
人
格
の
主
宰
神
で
あ
る
「
天
」
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
こ
そ
お
れ
、
抑
制
さ
れ
て
は
い
な
い
」
と
言
い）

（1
（

、
ま
た
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

墨
家
の
よ
う
に
兼
愛
論
を
中
心
と
す
る
特
有
の
諸
思
想
の
実
現
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
世
界
に
お
け
る
「
天
」
の
役

割
を
モ
デ
ル
に
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
人
間
・
社
会
に
お
け
る
「
天
子
」
の
地
位
が
強
大
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
兼
愛
論

な
ど
が
こ
の
世
に
実
現
さ
れ
る
可
能
性
は
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
作
者
と
し
て
は
「
天
子
」
権
力
の
強
大

化
を
図
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
抑
制
を
図
る
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。

君
主
権
の
抑
制
と
い
う
こ
と
を
、
天
に
よ
る
君
主
権
の
「
支
持
」
や
、
君
主
権
の
「
強
大
化
」
と
対
比
さ
せ
、
そ
れ
に
反
対
し
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
池
田
氏
は
「
抑
制
」
と
い
う
語
を
「
抑
え
つ
け
る
」、「
抑
え
込
む
」
な
ど
の
意
味
で
捉
え
て
い
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
抑
制
」
と
い
う
語
の
そ
う
し
た
捉
え
方
は
、重
沢
氏
や
韋
氏
の
論
述
に
お
け
る
「
抑

制
」、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
語
の
用
い
ら
れ
方
と
は
、
か
な
り
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

重
沢
氏
は
、董
仲
舒
が
「
君
主
権
抑
制
の
理
論
を
そ
の
自
主
性
の
否
定
の
中
に
発
見
」
し
、「
君
主
権
抑
制
の
実
際
的
方
法
」
と
し
て
、

「
君
主
を
し
て
常
に
其
の
行
為
が
神
の
意
志
に
合
致
す
る
と
否
と
を
反
省
せ
し
め
」
る
よ
う
な
災
異
説
を
構
成
し
た
の
だ
と
し
て
い

る）
（1
（

。
こ
う
し
た
論
述
か
ら
は
、
重
沢
氏
が
天
の
権
威
に
よ
っ
て
君
主
権
を
抑
え
つ
け
、
抑
え
込
む
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
、
災
異
説

を
特
性
づ
け
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、重
沢
氏
が
そ
の
よ
う
な
性
質
で
災
異
説
を
特
性
づ
け
て
い
る
と
す
る
の
は
、
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的
を
射
た
理
解
だ
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
氏
が
「
董
仲
舒
は
君
主
権
の
強
化
が
現
実
の
事
実
で
も
あ
り
時
代
の
要
請
で

も
あ
る
こ
と
に
敏
感
」
で
、「
其
の
強
大
を
容
認
し
た
」
と
も
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

重
沢
氏
が
君
主
権
の
「
被
抑
圧
性
」、「
抑
制
」、「
自
主
性
の
否
定
」
な
ど
の
言
葉
で
表
し
て
い
る
の
は
、
右
に
も
示
し
た
以
下
の

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
君
主
権
の
強
大
は
当
時
の
現
実
」
で
「
其
の
肯
定
は
彼
に
取
つ
て
初
め
よ
り
絶
対
の
問
題
」

で
あ
っ
た
。
た
だ
儒
家
で
あ
る
董
仲
舒
と
し
て
は
、君
主
権
の
「
法
家
に
於
け
る
が
如
き
無
条
件
肯
定
は
許
さ
れ
」
ず
、そ
れ
ゆ
え
「
強

大
な
る
君
主
権
は
所
謂
「
大
一
統
」
の
形
に
於
て
存
在
し
此
の
目
的
の
為
に
行
使
さ
れ
る
時
に
妥
当
性
を
有
す
る
と
主
張
」
し
た）

1（
（

。 

つ
ま
り
、
董
仲
舒
は
現
実
に
存
在
す
る
「
強
大
な
君
主
権
」
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
無
条
件
に
は
肯
定
せ
ず
、
そ
の
「
妥

当
性
」
に
関
し
て
条
件
を
つ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
条
件
と
は
「
世
界
帝
国
の
建
設
」
す
な
わ
ち
「
大
一
統
」
の
「
範
囲
内
に
君
主

権
の
行
使
を
制
限
す
る
」
こ
と
で
あ
り）

11
（

、
重
沢
氏
の
言
う
君
主
権
の
「
被
抑
圧
性
」、「
抑
制
」、「
自
主
性
の
否
定
」
な
ど
は
、
こ
れ

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

池
田
氏
は
墨
家
の
思
想
に
お
い
て
「「
天
子
」
権
力
は
「
天
」
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
天
」
を
媒
介
と
し
て
作
者
の

諸
思
想
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
、「
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
も
、そ
の
「
天
」
の
役
割
は
…
…
「
天
子
」

権
力
の
抑
制
で
は
な
く
、
…
…
春
秋
公
羊
学
的
儒
教
の
方
向
へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
」
だ
と
も
述
べ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
池
田
氏
の

言
う
「「
天
子
」
権
力
」
を
「
春
秋
公
羊
学
的
儒
教
の
方
向
へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
」
と
は
、重
沢
氏
の
言
う
君
主
権
の
「
抑
制
」
や
「
自

主
性
の
否
定
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、重
沢
氏
が
そ
れ
を
「
君
主
権
行
使
の
方
向
」
を
「
大
一
統
」

に
合
致
す
る
よ
う
「
規
制
す
る
」
こ
と
だ
と
も
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
池
田
氏
は
君
主
権
抑
制
論
が
君
主
権
の
抑
制
と

す
る
も
の
の
内
容
を
誤
解
し
、
そ
れ
と
同
じ
内
容
を
、
君
主
権
の
「
方
向
づ
け
る
こ
と
」
と
呼
び
方
を
変
え
て
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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重
沢
氏
が
言
う
君
主
権
の
抑
制
と
い
う
こ
と
は
、言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
少
し
ち
が
っ
て
、強
大
な
君
主
権
の
肯
定
を
前
提
に
、「
大

一
統
」
の
「
範
囲
内
に
君
主
権
の
行
使
を
制
限
す
る
」
こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、
君
主
権
を
抑
え
つ
け
る
こ
と
、
抑
え
込
む
こ
と

を
意
味
し
て
い
な
い
。
ま
た
韋
氏
の
言
う
君
主
権
の
「
限
制
」
や
「
約
束
」
も
、「
君
主
の
「
独
り
天
下
を
制
し
て
制
せ
ら
る
所
無
し
」

と
い
う
優
位
」
を
是
認
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
君
主
権
の
強
大
を
肯
定
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
道
徳
的
目
的
を
達
成
」
で
き
る

よ
う
制
限
・
制
約
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
池
田
氏
の
言
う
君
主
権
を
「
方
向
づ
け
る
こ
と
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
抑
え
つ
け

る
、
抑
え
込
む
と
い
う
意
味
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
池
田
氏
は
君
主
権
抑
制
論
に
お
け
る
君
主
権
の
抑
制
と
い
う
こ

と
を
誤
解
し
、
そ
の
誤
解
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

重
沢
氏
や
韋
氏
に
代
表
さ
れ
る
君
主
権
抑
制
論
は
、
董
仲
舒
の
災
異
説
を
、
天
の
権
威
に
よ
っ
て
君
主
権
を
抑
え
つ
け
、
抑
え
込

む
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
特
性
づ
け
る
見
解
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
強
大
な
君
主
権
の
是
認
を
前
提
と
し
て
、
天
の
権
威
に

よ
っ
て
「
大
一
統
」
の
「
範
囲
内
に
君
主
権
の
行
使
を
制
限
」
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
「
道
徳
的
目
的
に
到
達
」
で
き
る
よ
う

君
主
権
を
制
限
・
制
約
し
よ
う
と
す
る
性
質
―
―
儒
家
思
想
に
も
と
づ
い
て
君
主
権
を
「
或
る
範
囲
に
抑
制
」
し
、
方
向
づ
け
よ
う

と
す
る
性
質
に
よ
っ
て
、そ
れ
を
特
性
づ
け
る
見
解
で
あ
る
。
以
下
、本
稿
で
「
抑
制
」、「
抑
制
す
る
」
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
、「
方

向
づ
け
」、「
方
向
づ
け
る
」
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
用
い
る
。
君
主
権
抑
制
論
に
つ
い
て
は
、
君
権
神
授
論
と
君
主
主
体

性
論
に
つ
い
て
見
た
後
、
第
四
節
で
改
め
て
論
及
す
る
。

二
、
君
権
神
授
論
と
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護

君
主
権
抑
制
論
は
災
異
説
を
、
君
主
権
の
強
大
を
是
認
す
る
の
を
前
提
に
、「
大
一
統
」
の
「
範
囲
内
に
君
主
権
の
行
使
を
制
限
」
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し
、「
道
徳
的
目
的
に
到
達
」
で
き
る
よ
う
、
天
の
権
威
に
よ
っ
て
君
主
権
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
見
な
す
。
し
か
し
同
じ

災
異
説
を
、
天
の
権
威
に
よ
っ
て
君
主
権
を
正
当
化
や
強
化
、
擁
護
す
る
も
の
と
す
る
見
解
―
―
君
権
神
授
論
も
存
在
す
る
。
君
権

神
授
論
は
中
国
大
陸
の
学
界
で
有
力
な
見
解
で
あ
り
、
例
え
ば
北
京
大
学
哲
学
系
中
国
哲
学
教
研
室
の
『
中
国
哲
学
史
』
は
こ
れ
を

採
用
し
て
、災
異
説
は
君
主
権
に
制
限
を
加
え
る
も
の
だ
と
い
う
見
解
に
は
っ
き
り
と
反
対
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
譴
告
説
」

す
な
わ
ち
災
異
説
は
「
人
君
の
「
失
道
」
に
制
限
を
加
え
る
も
の
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
そ
う
で
は
な
く
、「
天
の
人
君
に
対
す
る

あ
る
種
の
愛
護
を
現
す
も
の
」
で
あ
り
、「
別
の
角
度
か
ら
君
権
神
授
を
論
証
す
る
も
の
」
だ
と
さ
れ
る）

11
（

。

中
国
大
陸
に
お
け
る
代
表
的
な
君
権
神
授
論
は
、
侯
外
廬
氏
ら
の
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
自
然
界
の
変
異
は
、
董
仲

舒
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
天
に
よ
る
目
的
が
あ
り
、
良
い
程
合
い
で
慈
し
み
深
い
措
置
」
で
、「
譴
告
論
」
と
い
う
「
前
漢
の
神

学
思
想
の
重
要
な
構
成
部
分
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
著
名
な
天
人
三
策
」
で
「
盛
ん
に
論
じ
」
ら
れ
る
「
天
人
感
応
と
し
て
の
譴
告

と
祥
瑞
」
は
、「
神
権
の
最
大
の
証
拠
」
で
あ
り
、「
皇
帝
権
力
の
最
大
の
護
符
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
天
の
降
す
祥
」
は
人

民
や
豪
族
地
主
に
「
人
君
の
「
専
制
」
が
い
か
に
筋
の
通
っ
た
「
正
当
」
で
あ
る
か
幻
想
さ
せ
る
こ
と
」
が
で
き
、「
天
の
降
す
威
」

も
「
そ
の
よ
う
な
「
専
制
」
が
ま
た
い
か
に
理
不
尽
な
「
正
当
」
で
あ
る
か
幻
想
さ
せ
る
こ
と
」
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
筋
が
通
っ
て
存
在
し
て
い
よ
う
と
、
理
不
尽
に
存
在
し
て
い
よ
う
と
、「
絶
対
的
な
皇
帝
権
力
に
あ
っ
て
は
い
ず
れ
も
正
当
」
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。

ま
た
「
君
権
神
授
」
と
い
う
語
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
、
岩
本
憲
司
氏
の
見
解
も
君
権
神
授
論
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
岩

本
氏
は
重
沢
氏
の
君
主
権
抑
制
論
に
対
し
、「「
董
仲
舒
の
災
異
説
は
君
主
権
を
強
化
〔
神
秘
化
〕
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
評

価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
「
コ
メ
ン
ト
を
附
」
し
て
い
る
。
一
つ
は
、「
天
は
君
主
を
寵
愛
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
」
で
、「
災
異
は
ま
さ
し
く
天
寵
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
天
寵
に
よ
っ
て
、
君
主
権
は
強
化
さ
れ
神
秘
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化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、「「
天
譴
」
と
い
う
こ
と
」
で
、「
抑
制
と
い
う
発
想
は
、
ど
う
や
ら
、
こ
の
言

葉
…
…
か
ら
来
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
と
い
う
べ
き
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
つ
は
、「
董

仲
舒
の
呪
術
師
的
側
面
と
い
う
こ
と
」
で
、「
一
般
に
、
君
側
に
あ
っ
て
、
こ
び
へ
つ
ら
い
、
そ
の
権
威
を
粉
飾
す
る
、
と
い
う
の
が
、

呪
術
師
の
役
割
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

前
節
で
「
國
家
將
に
衟
を
失
ふ
の
敗
れ
有
ら
ん
と
す
れ
ば
、
…
…
傷
敗
乃
ち
至
る
。」
と
い
う
原
文
を
引
用
し
た
。
こ
の
原
文
は

災
異
思
想
を
示
す
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
天
は
「
衟
を
失
ふ
の
敗
れ
有
ら
ん
と
す
」
る
国
の
君
主
を
、「
災
害
」
や
「
怪
異
」
に
よ
っ

て
「
譴
告
」
し
「
警
懼
」
さ
せ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
君
主
が
省
み
改
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
国
に
「
傷
敗
」
―
―
滅
亡
・
破

滅
が
お
と
ず
れ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
董
仲
舒
は
こ
の
よ
う
な
内
容
に
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
れ
を
以
て
天
心
の
人
君
を
仁
愛
し
て
其
の
亂
れ
を
止
め
ん
と
欲
す
る
を
見
る
な
り
。
大
い
に
衟
を
亡
ぼ
す
の
世
に
非
ざ
る

自
り
は
、
天
盡
く
扶
持
し
て
之
を
全
く
し
安
ん
ぜ
ん
と
欲
す
、
事
は
彊
勉
に
在
る
の
み）

11
（

。

董
仲
舒
は
、
天
が
災
異
を
起
こ
し
て
君
主
を
譴
告
し
警
懼
さ
せ
る
の
は
、「
君
主
を
仁
愛
」
す
る
「
天
心
」
に
も
と
づ
い
て
お
り
、

天
は
そ
れ
に
よ
っ
て
君
主
を
「
扶
持
し
て
之
を
全
く
し
安
ん
」
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
災
異

説
に
天
の
起
こ
す
災
異
に
よ
っ
て
君
主
に
反
省
し
改
心
す
る
機
会
を
与
え
、
君
主
権
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
性
質
―
―
天
に
よ
っ

て
君
主
権
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
性
質
が
あ
る
こ
と
は
、
確
か
だ
と
言
え
よ
う
。
池
田
氏
は
「
こ
の
よ
う
な
「
天
心
の
仁
愛
」
は
基

本
的
に
、「
乱
」
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
失
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、「
人
君
」
の
た
め
に
保
全
を
図
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
」
だ

と
し
て
、
こ
う
し
た
董
仲
舒
の
説
明
を
君
主
権
抑
制
論
に
反
対
す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
い
る）

11
（

。

ま
た
、
侯
氏
ら
は
「
天
人
感
応
と
し
て
の
譴
告
と
祥
瑞
」
を
「
皇
帝
権
力
の
最
大
の
護
符
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、「
譴
告
」
す

な
わ
ち
災
異
の
ほ
か
に
「
祥
瑞
」
を
、
君
主
権
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
祥
瑞
は
、
こ
こ
で
は
「
受
命
の
符
」
を
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指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
董
仲
舒
の
天
命
に
関
す
る
思
想
に
含
ま
れ
る
独
自
の
要
素
で
、天
が
次
の
王
者
と
定
め
て
命
を
授
け
た
者
に
、

そ
の
こ
と
を
告
知
す
る
超
常
現
象
で
あ
る
。
受
命
の
符
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
「
対
策
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

臣
聞
く
、
天
の
大
い
に
奉
じ
之
を
し
て
王
た
ら
し
む
る
所
の
者
は
、
必
ず
人
力
の
能
く
致
す
所
に
非
ず
し
て
自
ら
至
る
者
有

り
。
此
れ
受
命
の
符
な
り
。
天
下
の
人
、
心
を
同
じ
う
し
之
に
歸
す
る
こ
と
、
父
母
に
歸
す
る
が
若
し
。
故
に
天
瑞
誠
に
應

じ
て
至
る
。
書
に
「
白
魚
王
舟
に
入
り
、
火
有
り
王
屋
を
復
ひ
、
流
れ
て
烏
と
爲
る
」
と
曰
ふ
は
、
此
れ
蓋
し
受
命
の
符
な

り
。
週
公
の
「
復
ふ
か
な
復
ふ
か
な
」
と
曰
ひ
、
孔
子
の
「
德
は
孤
な
ら
ず
、
必
ず
鄰
有
り
」
と
曰
ふ
は
、
皆
善
を
積
み
德

を
絫
ぬ
る
の
效
な
り）

11
（

。

天
命
の
思
想
そ
の
も
の
は
殷
周
革
命
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
金
文
や
『
尚
書
』
周
書
に
こ
れ
に
関
す
る

記
載
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
尚
書
』
に
、「
惟
れ
乃
の
丕
い
に
顯
ら
か
な
る
考
文
王
、
克
く
德
を
明
ら
か
に
し
罰
を
愼
む
。
…
…

天
乃
ち
大
い
に
文
王
に
命
じ
て
、
戎お

お

い
な
る
殷
を
殪
し
、
誕お
お

い
に
厥
の
命
を
受
け
た
り）

1（
（

。」（
康
誥
）、「
辜
商
邑
に
在
り
。
殷
の
國
滅

ぶ
る
に
越
て
罹う

れ

ふ
る
こ
と
無
し
。
惟
れ
德
の
馨
香
、
祀
登
り
て
天
に
聞
え
ず
、
誕
い
に
惟
れ
民
怨
む
。
…
…
故
に
天
喪
び
を
殷
に
降

し
て
、
…
…）

11
（

」（
酒
誥
）
な
ど
と
あ
る
。
殷
は
人
民
を
大
切
に
せ
ず
「
德
」
が
な
か
っ
た
の
で
、
天
は
「
喪
び
を
殷
に
降
し
て
」、「
德
」

の
あ
る
「
文
王
に
命
じ
て
、
戎
い
な
る
殷
を
殪
し
」、
周
に
人
民
を
統
治
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
天
命
の
思
想
が
、
周
の
君
主

権
を
天
の
権
威
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
作
用
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
天
に
よ
る
命
の
与
奪
は
殷
周
革
命
と
い
う
特
殊
な
、
一
回
的
な
状
況
に
だ
け
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
く
、
一
般
に
、
天

は
徳
の
な
い
王
か
ら
命
を
奪
い
、人
民
を
大
切
に
治
め
る
有
徳
者
に
命
を
与
え
て
王
と
す
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
た
。『
尚
書
』に「
惟

れ
命
常
に
于
て
せ
ず）

11
（

。」（
康
誥
）、「
天
信
と
す
可
か
ら
ず）

11
（

。」（
君
奭
）
な
ど
と
あ
る
の
は
こ
れ
を
端
的
に
言
っ
た
も
の
で
、
天
命
の

思
想
は
君
主
権
の
正
当
性
に
関
す
る
一
般
理
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
儒
家
は
こ
う
し
た
天
命
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
、
戦
国
中
期
の
孟
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子
や
前
漢
初
期
の
轅
固
生
は
、
天
に
よ
る
天
子
の
選
定
が
民
心
の
動
向
か
ら
知
ら
れ
る
と
し
た）

11
（

。
董
仲
舒
も
天
命
の
思
想
を
受
け
継

ぎ
、民
心
の
動
向
も
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
対
策
」
で
「
天
下
の
人
、心
を
同
じ
う
し
之
に
歸
す
る
こ
と
、父
母
に
歸
す
る
が
若
」

き
者
に
「
白
魚
王
舟
に
入
り
、
火
有
り
王
屋
を
復
ひ
、
流
れ
て
烏
と
爲
る
」
の
よ
う
な
受
命
の
符
が
現
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
天
の
決
定
を
知
ら
せ
る
の
は
民
心
の
動
向
で
は
な
く
、
そ
れ
に
応
じ
て
発
生
す
る
超
常
現
象
で
あ
る
と
し
た
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
う
し
た
「
天
瑞
」
に
君
主
権
の
正
当
性
を
保
証
す
る
作
用
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
董
仲
舒
の
災
異
と
天
命
に
関
す
る
思
想
を
総
合
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
天
か
ら
命
を

授
け
れ
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
受
命
の
符
で
告
知
さ
れ
た
有
徳
者
は
正
当
な
君
主
と
な
る
。
こ
の
君
主
に
倫
理
的
・
政
治
的
な
過
失
が

あ
れ
ば
、
天
は
災
異
に
よ
っ
て
警
告
し
、
君
主
が
省
み
改
め
る
よ
う
な
ら
命
は
維
持
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
天
は
最
終
的
に
そ

の
君
主
か
ら
命
を
奪
っ
て
滅
亡
さ
せ
、
有
徳
者
に
命
を
授
け
て
次
の
王
者
と
し
、
受
命
の
符
で
こ
れ
を
告
知
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

董
仲
舒
の
天
命
に
関
す
る
思
想
は
、
災
異
説
と
と
も
に
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
天
人
相

関
論
の
重
要
な
一
環
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、災
異
や
天
命
に
関
す
る
思
想
に
以
上
の
よ
う
な
君
主
権
を
擁
護
し
、

あ
る
い
は
君
主
権
の
正
当
性
を
保
証
す
る
側
面
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
は
天
の
権
威
に
よ
る
君
主
権

の
正
当
化
・
擁
護
と
い
う
性
質
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
天
瑞
で
あ
り
受
命
の
符
で
あ
る
超
常
現
象
は
、
天
が
新
た
に
命
を
与
え
次
の
王
者
に
選
定
し
た
者
の
「
誠
に
應
じ
て
至

る
」
も
の
、「
善
を
積
み
德
を
絫
ぬ
る
の
效
」
だ
と
さ
れ
、
天
が
災
異
に
よ
っ
て
君
主
に
反
省
や
改
心
の
機
会
を
与
え
る
の
も
、「
大

い
に
衟
を
亡
ぼ
す
の
世
に
非
ざ
る
自
り
」
と
い
う
の
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関

論
に
お
け
る
、
天
の
権
威
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
に
は
、「
善
を
積
み
德
を
絫
」
ね
る
「
誠
」
の
具
有
や
、
為
政
が
「
衟
」

に
外
れ
て
い
な
い
な
ど
の
前
提
条
件
が
つ
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
、受
命
の
符
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
や
災
異
に
よ
る
そ
の
擁
護
は
、
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天
か
ら
君
主
に
無
条
件
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
王
権
を
神
か
ら
の
無
条
件
の
恩
寵
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
権
神
授
あ
る

い
は
王
権
神
授
の
考
え
方
と
は
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

受
命
の
符
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
天
が
災
異
に
よ
っ
て
君
主
を
譴
告
し
警
懼
さ
せ
る
こ
と
も
「
天
寵
」
と
見
な
せ
る
と
し
て
、
天

が
「
君
主
を
寵
愛
」
す
る
の
は
、
君
主
の
「
誠
」
や
「
衟
を
失
」
な
っ
て
い
な
い
統
治
の
ゆ
え
で
あ
る
。
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
で

は
国
家
に
「
衟
を
失
ふ
の
敗
れ
」
が
あ
れ
ば
、
君
主
に
破
滅
が
至
る
と
も
さ
れ
て
お
り
、
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
だ
け
が
言
わ
れ

る
の
で
は
な
く
、
君
主
権
の
「
理
不
尽
な
「
正
当
」」
性
や
、「
人
君
の
「
失
道
」
に
制
限
を
加
え
」
な
い
強
化
な
ど
に
至
っ
て
は
、

天
人
相
関
論
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
人
相
関
論
に
君
主
権
を
正
当
化
・
擁
護
す
る
性
質
が
あ
る
の
は

確
か
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
強
調
し
て
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
と
す
る
君
権
神
授
論
は
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
君
主
主
体
性
論
と
君
主
の
主
体
性
・
能
動
性

内
山
俊
彦
氏
は
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
い
て
、「
君
主
の
政
治
行
為
」
は
「
天
地
陰
陽
の
動
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て

自
然
現
象
全
般
に
作
用
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
天
は
「
君
主
を
一
方
的
に
支
配
す
る
も
の
で

は
な
く
、
逆
に
、
君
主
に
よ
っ
て
―
―
君
主
が
陰
陽
を
調
和
せ
し
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
働
き
か
け
ら
れ
、
調
節
さ
れ
う
る
も
の
」

で
あ
り
、「
君
主
の
位
置
・
機
能
は
、「
天
」
に
一
方
的
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、「
天
」
に
対
し
て
働
き
か
け
る
独
自
性
、
主

体
性
を
具
え
て
い
る
。」
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。
内
山
氏
の
見
解
は
、
君
主
が
天
に
一
方
的
に
支
配
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
積
極
的

に
天
を
根
源
と
す
る
命
や
、
天
の
陰
陽
及
び
祥
瑞
・
災
異
に
対
し
て
働
き
か
け
る
「
主
体
性
」
や
、
そ
う
し
た
大
き
な
力
を
も
つ
と
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い
う
性
質
を
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
の
特
性
と
し
て
強
調
す
る
も
の
で
、
君
主
主
体
性
論
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

内
山
氏
は
以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
上
で
、天
人
相
関
論
が
「「
天
」
に
対
す
る
君
主
の
独
自
性
、主
体
性
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、

皇
帝
権
力
の
積
極
的
な
位
置
づ
け
を
行
う
も
の
」
で
あ
り
、「
君
主
と
人
民
と
の
関
係
の
面
に
お
い
て
も
、
皇
帝
権
力
を
絶
対
化
す

る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
す
る）

11
（

。
同
氏
は
董
仲
舒
の
天
を
、「
神
、
な
い
し
超
自
然
的
存
在
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
第
一
義
的
に
は
、

自
然
的
（
物
理
的
）
存
在
」
だ
と
見
て
い
る）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
内
山
氏
の
見
解
で
は
、「
君
主
の
独
自
性
、
主
体
性
」
の
「
皇
帝
権
力

を
絶
対
化
す
る
」
作
用
が
言
わ
れ
て
も
、
神
と
し
て
の
天
の
権
威
に
よ
っ
て
君
主
権
が
正
当
化
・
擁
護
さ
れ
る
と
は
言
わ
れ
な
い
。

し
か
し
、
一
般
に
、
董
仲
舒
の
天
に
は
人
格
を
も
っ
た
神
の
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
君
主
の
天
に
対
す
る
「
主
体
性
」

を
認
め
る
こ
と
は
、
神
と
し
て
の
天
の
権
威
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
、
強
化
や
擁
護
と
並
行
し
て
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
存

在
す
る
性
質
と
も
見
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
金
春
峰
氏
は
「
董
仲
舒
を
代
表
と
す
る
天
人
感
応
思
想
」
で
は
、「
一
方
で
皇
帝
権
力

の
神
聖
さ
を
論
証
す
る
た
め
、「
天
」
の
至
高
無
上
の
権
威
が
承
認
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
…
…
人
は
自
己
の
命
運
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
に
対
し
て
も
積
極
的
で
能
動
的
な
作
用
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。」
と
言
う）

11
（

。
ま
た
池
田
知
久
氏
も
「
最
有
力
の
「
天
子
」

権
力
の
抑
制
論
は
適
当
で
な
く
、
そ
れ
と
は
正
反
対
の
君
権
神
授
論
の
ほ
う
が
む
し
ろ
正
し
い
見
解
」
だ
と
し
つ
つ
、
君
主
の
「
主

体
性
・
能
動
性
」
に
つ
い
て
「
多
方
面
」
か
ら
詳
細
に
論
じ
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
の
「
実
際
的
な
内
容
」
を
、「「
天
子
」
あ
る

い
は
「
天
子
」
に
支
配
さ
れ
代
表
さ
れ
る
人
類
全
体
の
主
体
性
・
能
動
性
を
高
唱
し
た
思
想
」
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る）

11
（

。

池
田
氏
の
論
述
に
は
「
主
体
的
・
能
動
的
」、「
主
体
性
・
能
動
性
」
と
い
う
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
「
主
体
的
」
と
「
能
動
的
」

及
び
「
主
体
性
」
と
「
能
動
性
」
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、「
主
体
性
・
能
動
性
」
は
自
ら
進

ん
で
他
に
働
き
か
け
る
性
格
や
能
力
を
指
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
池
田
氏
の
言
う
「「
天
」
が
「
天
子
」
を
た
だ

一
方
的
に
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
天
子
」
が
「
天
」
に
対
し
て
働
き
か
け
る
主
体
性
・
能
動
性
」
と
は
、
君
主
の
も
つ
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天
に
一
方
的
に
支
配
さ
れ
る
の
で
な
い
、
自
ら
進
ん
で
天
に
働
き
か
け
、
天
命
や
天
の
陰
陽
及
び
祥
瑞
・
災
異
を
左
右
す
る
性
格
や

能
力
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う）

1（
（

。
以
下
の
考
察
で
は
こ
う
し
た
理
解
に
も
と
づ
き
、
主
体
性
・
能
動
性
と
い
う
語
を
用
い
て
ゆ

く
こ
と
に
し
た
い
。

殷
の
人
々
は
帝
を
最
高
・
至
上
の
神
と
し
て
信
仰
し
、
卜
い
に
よ
っ
て
そ
の
意
志
を
問
う
て
い
た
。
殷
周
革
命
の
後
、
帝
に
か
わ
っ

て
最
高
・
至
上
の
神
と
さ
れ
た
天
も
、
帝
と
同
じ
よ
う
に
意
志
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
帝
意
の
よ
う
に
卜
い

に
よ
っ
て
神
秘
的
に
知
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
か
ら
経
験
的
に
「
德
」
を
好
む
と
い
う
傾
き
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
も
の
だ
と

さ
れ
た）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、『
尚
書
』
周
書
で
、
王
は
「
德
之
を
用
い
て
、
天
の
永
命
を
祈も
と

め）
11
（

」（
召
誥
）
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
殷

が
滅
ん
だ
の
は
「
天
虐わ

ざ
は
ひす

る
に
非
ず
、
惟
れ
民
自
ら
辜
を
速ま
ね

け
り）

11
（

。」（
酒
誥
）
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
命
を
与

奪
す
る
の
は
天
で
あ
る
。
し
か
し
王
は
天
意
の
傾
き
を
理
解
し
て「
德
之
を
用
い
」る
こ
と
で
、天
命
を
維
持
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。

つ
ま
り
周
代
の
天
の
思
想
で
は
、
王
は
最
高
・
至
上
の
神
で
あ
る
天
に
対
し
て
働
き
か
け
る
能
力
―
―
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動

性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
董
仲
舒
は
周
代
の
天
命
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
天
が
命
を
与
え
た
こ
と
を
告
げ
る
超
常
現
象
―
―

受
命
の
符
と
い
う
新
た
な
要
素
を
つ
け
加
え
、
そ
れ
を
人
の
「
誠
」
や
「
積
善
絫
德
」
に
よ
っ
て
至
る
も
の
だ
と
し
た
。
受
命
の
符

が
現
れ
る
に
は
、
命
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
受
命
の
符
の
発
生
が
人
の
行
為
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
命
の
帰
趨
が
人
の
行
為
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
董
仲
舒
は
、
天
か
ら
命
が
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
状
況
や
地
位
に
も
よ
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
主
体
的
・
能
動

的
に
も
た
ら
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、第
一
次
「
対
策
」
で
「
孔
子
曰
く
、「
鳳
鳥
至
ら
ず
、

河
圖
出
だ
さ
ず
、
吾
已
ん
ぬ
る
か
な
」
と
。
自
ら
此
の
物
を
致
す
可
け
れ
ど
も
、
身
卑
賤
に
し
て
致
す
を
得
ざ
る
を
悲
し
む
な
り）

11
（

。」
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と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
故
に
治
亂
廢
興
は
己
に
在
り
、天
の
降
命
は
反
す
を
得
る
可
か
ら
ざ
る
に
非
ず）

11
（

。」（
同
上
）

と
あ
る
よ
う
に
、
君
主
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
天
命
の
ゆ
く
え
を
左
右
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
董

仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
い
て
も
、
天
か
ら
命
を
与
え
ら
れ
た
君
主
は
、
そ
の
命
の
維
持
に
つ
い
て
、
天
に
対
し
主
体
性
・
能
動
性

を
も
っ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。

た
だ
、
民
衆
の
動
向
で
は
な
く
、
超
常
現
象
に
よ
っ
て
天
命
の
ゆ
く
え
が
示
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う

に
、
董
仲
舒
の
天
で
は
周
代
の
天
と
異
な
っ
て
自
然
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
天
人
相
関
論
で
は
天
命
の
ほ
か
、
陰
陽

や
祥
瑞
・
災
異
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
董
仲
舒
は
君
主
が
天
命
だ
け
で
な
く
、
天
に
属
す
る
こ
れ
ら
の
現
象
に

対
し
て
も
主
体
性
・
能
動
性
を
も
つ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
第
一
次
「
対
策
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

故
に
人
君
爲
る
者
は
、
心
を
正
し
以
て
朝
廷
を
正
し
、
朝
廷
を
正
し
以
て
百
官
を
正
し
、
百
官
を
正
し
以
て
萬
民
を
正
し
、

萬
民
を
正
し
以
て
四
方
を
正
す
。
四
方
正
し
け
れ
ば
、
遠
近
敢
へ
て
正
に
壹
な
ら
ざ
る
莫
く
し
て
、
邪
氣
其
の
閒
を
奸
す
こ

と
有
る
亡
し
。
是
を
以
て
陰
陽
調
ひ
て
風
雨
時
あ
り
、
羣
生
和
し
て
萬
民
殖
え
、
五
穀
孰
し
て
草
木
茂
り
、
天
地
の
閒
潤
澤

を
被
り
て
大
い
に
豐
美
に
、
四
海
の
內
盛
德
を
聞
き
て
皆
徠
た
り
臣
た
り
、
諸
福
の
物
、
致
す
可
き
の
祥
、
畢
く
至
ら
ざ
る

莫
く
し
て
、
王
衟
終
わ
る）

11
（

。

後
世
に
至
る
に
乁
び
、
淫
佚
衰
微
し
、
羣
生
を
統
理
す
る
能
は
ず
、
諸
侯
背
畔
し
、
良
民
を
殘
賊
し
以
て
壤
土
を
爭
ひ
、
德

敎
を
廢
し
て
刑
罰
を
任
ず
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
邪
氣
を
生
ず
。
邪
氣
下
に
積
も
り
て
、
怨
惡
上
に
畜つ

も
る
。
上
下
和

せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
陰
陽
繆び

う

盭れ
い

し
て
妖え
う

孽げ
つ

生
ず
。
此
れ
災
異
の
緣
り
て
起
こ
る
所
な
り）

11
（

。

以
上
の
原
文
に
よ
れ
ば
、君
主
が「
心
を
正
す
」と
い
う
道
徳
的
な
実
践
を
起
点
と
し
て「
萬
民
を
正
し
以
て
四
方
を
正
」し
た
と
き
、
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「
陰
陽
調
」
い
、
さ
ら
に
は
「
諸
福
の
物
、
致
す
可
き
の
祥
、
畢
く
至
ら
ざ
る
莫
」
き
状
態
に
な
る
。
ま
た
「
德
敎
を
廢
し
て
刑
罰

に
任
」
じ
た
と
き
、「
陰
陽
繆
盭
し
て
妖
孽
生
」
じ
、
遂
に
は
「
災
異
」
が
発
生
す
る
。
つ
ま
り
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
い
て
、

陰
陽
や
祥
瑞
・
災
異
は
、
君
主
が
「
德
敎
」
―
―
教
化
を
行
う
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
萬
民
を
正
」
せ
る
か
ど
う
か
の
影
響

を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

董
仲
舒
は
君
主
が
教
化
を
行
い
人
民
を
正
す
か
ど
う
か
が
治
乱
に
か
か
わ
り
、
治
乱
が
祥
瑞
・
災
異
の
原
因
と
な
る
と
考
え
た
。

第
一
次
「
対
策
」
に
、「
更
化
す
れ
ば
則
ち
善
く
治
む
可
く
、善
く
治
む
れ
ば
則
ち
災
害
日
に
去
り
、福
祿
日
に
來
る）

11
（

。」
と
あ
る
。「
更

化
」
は
前
後
の
文
脈
か
ら
、
頽
廃
し
た
人
民
を
改
め
て
教
化
し
直
す
こ
と
、
ま
た
は
為
政
を
改
革
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
法
令
に

よ
る
政
治
を
教
化
に
よ
る
政
治
に
革
め
る
こ
と
の
、
二
通
り
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
教
化
に
よ
っ
て
統
治
す

れ
ば
「
善
く
治
」
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
災
異
を
終
息
さ
せ
祥
瑞
を
も
た
ら
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
述
の

よ
う
に
、
董
仲
舒
は
「
治
亂
廢
興
は
己
に
在
」
る
と
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
そ
の
天
人
相
関
論
に
お
け
る
君
主
は
、
自
ら
進
ん
で
教

化
を
行
っ
て
治
世
を
実
現
し
、
さ
ら
に
は
天
の
陰
陽
を
調
和
さ
せ
、
祥
瑞
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
君
主
は
天
の
自
然
的
な
側
面
に
対
し
て
、
政
治
行
為
を
通
じ
て
働
き
か
け
る
性
格
や
能
力
―
―
天
に
対
す
る
主
体
性
・

能
動
性
を
も
っ
て
い
る
。

董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
は
、
君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
を
認
め
る
性
質
が
あ
る
。
徐
復
観
氏
も
同
じ
よ
う
な
指
摘

を
し
て
い
る
よ
う
に
、
周
代
の
天
命
に
関
す
る
思
想
で
は
、
人
の
行
為
が
天
を
根
源
と
す
る
命
の
帰
趨
を
決
定
す
る
と
さ
れ
る
に
せ

よ
、
そ
の
影
響
が
天
そ
の
も
の
に
及
ぶ
と
は
さ
れ
な
い
が
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
で
は
、
君
主
が
天
に
対
し
て
働
き
か
け
、
命
の

ゆ
く
え
を
左
右
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
天
の
陰
陽
及
び
祥
瑞
・
災
異
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
つ
ま
り
、

君
主
が
天
そ
の
も
の
に
さ
え
影
響
す
る
能
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
天
人
相
関
論
に
お
い
て
、
君
主
あ
る
い
は
人
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の
天
に
対
す
る
位
置
が
、
従
来
の
思
想
に
お
け
る
そ
れ
に
く
ら
べ
、
相
対
的
に
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

お
そ
ら
く
こ
の
ゆ
え
に
、
君
主
権
主
体
性
論
で
は
、
君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
、
そ
の
天
に
対
す
る
力
の
大
き
さ
を

強
調
す
る
と
い
う
性
質
が
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
金
氏
や
池
田

氏
な
ど
は
、
君
主
が
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
い
て
、
君
主
は
「
天
と
平
等

の
地
位
を
占
め
る
」、「
宗
教
的
な
主
宰
者
で
あ
る
「
天
」
と
、
対
等
か
ま
た
そ
れ
に
優
越
す
る
立
場
に
立
つ
」
な
ど
と
す
る）

1（
（

。

し
か
し
、
君
主
が
天
命
を
維
持
し
、
災
異
を
終
息
さ
せ
、
陰
陽
を
調
和
さ
せ
、
さ
ら
に
は
祥
瑞
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
行
為
が
天
意
に
か
な
う
範
囲
に
あ
る
と
き
の
み
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
天
が
そ
の
君
主
を

滅
ぼ
し
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
君
主
は
天
に
対
し
て
、
君
主
主
体
性
論
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
大
き
な
力
を
も
っ
て
は

い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
君
主
の
行
為
が
天
命
や
陰
陽
及
び
祥
瑞
・
災
異
な
ど
に
影
響
す
る
こ
と
は
、
君
主
が
天
と

平
等
・
対
等
の
、
あ
る
い
は
天
に
優
越
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
の
理
由
に
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
、
君
主
権
抑
制
論
と
君
権
神
授
論
及
び
君
主
主
体
性
論
の
一
面
性

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
重
沢
氏
や
韋
氏
の
君
主
権
抑
制
論
は
災
異
説
に
注
目
し
、
強
大
な
君
主
権
の
肯
定
を
前
提
に
、
天
の

権
威
に
よ
っ
て
そ
の
行
使
を
儒
家
思
想
の
範
囲
に
抑
制
し
よ
う
と
す
る
性
質
で
、そ
れ
を
特
性
づ
け
て
い
る
。
董
仲
舒
の
災
異
説
は
、

典
型
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
「
衟
を
失
」
い
そ
う
に
な
る
と
、
天
は
「
人
君
を
仁
愛
」

す
る
「
天
心
」
か
ら
、
災
異
に
よ
っ
て
君
主
を
「
譴
告
」
し
「
警
懼
」
さ
せ
る
が
、
君
主
が
自
ら
省
み
て
改
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
君
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主
と
国
家
に
「
傷
敗
」
―
―
破
滅
・
滅
亡
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

董
仲
舒
の
災
異
説
で
は
、
君
主
の
有
り
よ
う
や
行
為
が
、
国
家
の
存
亡
を
決
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

そ
こ
で
は
君
主
権
が
当
然
存
在
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
君
主
権
は
国
家
の
存
亡
を
左
右
す
る
強
大
な
も
の
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
同
時
に
、
そ
れ
は
国
家
が
「
衟
を
失
」
え
ば
「
傷
敗
」
に
さ
ら
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
換
言
す
れ
ば
、

強
大
な
君
主
権
の
存
在
に
は
そ
の
行
使
が
「
大
い
に
衟
を
亡
ぼ
す
」
も
の
で
な
い
と
い
う
前
提
条
件
が
あ
る
。
君
主
に
つ
い
て
は
、

「
夫
れ
人
君
は
安
存
を
欲
し
て
危
亡
を
惡
ま
ざ
る
莫
し）

11
（

。」（
第
一
次
「
対
策
」）
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、災
異
説
に
従
う
限
り
、

君
主
は
「
安
存
」
が
奪
わ
れ
る
「
傷
敗
」
と
い
う
「
危
亡
」
を
避
け
る
べ
く
、「
大
い
に
衟
を
亡
ぼ
」
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
行
為

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
災
異
説
に
は
、
強
大
な
君
主
権
を
肯
定
し
な
が
ら
、
天
に
よ
っ
て
そ
の
行
使
を
「
衟
」
の
範
囲
に
抑
制

す
る
性
質
―
―
天
に
よ
っ
て
君
主
権
を
「
衟
」
へ
と
方
向
づ
け
る
性
質
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
で
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
は
、
君
権
神
授
論
と
君
主
主
体
性
論
及
び
君
主
権
抑
制
論
そ
れ
ぞ
れ
で
重
視
さ

れ
る
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
性
質
―
―
受
命
の
符
や
災
異
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
、
君
主
の
天
に
対
す
る

主
体
性
・
能
動
性
の
承
認
と
強
調
、
災
異
説
に
よ
る
君
主
権
の
抑
制
―
―
が
、
す
べ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
ど
の
性
質
が
天
人
相
関
論
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
と
す
る
の
に
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
そ
の
特
性
と
さ
れ
る
べ
き
、
こ
れ
ら
と
は
別
の
性
質
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
重
沢
氏
や
韋
氏
の
君
主
権
抑
制
論
は
、
妥
当
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
、
董
仲
舒
の
災
異
説
は
そ
の
天
人
相
関
論
の

重
要
な
構
成
要
素
な
の
で
、
天
人
相
関
論
に
は
君
主
権
を
抑
制
す
る
性
質
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
重
沢
氏
や
韋
氏
の
君
主

権
抑
制
論
は
災
異
説
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
、
天
命
や
陰
陽
、
祥
瑞
な
ど
に
関
す
る
思
想
も
含
ん
だ
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
全
体

に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
君
主
権
抑
制
論
は
、
天
に
よ
る
君
主
権
の
抑
制
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
、
天
人
相
関
論
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全
体
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
を
特
性
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
第
二
節
の
最
後
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
を
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
け
る
天
と
君
主

の
相
互
関
係
の
特
性
と
見
る
君
権
神
授
論
は
、
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
は
前
提
条
件
が
あ
り
、
君

主
権
を
天
か
ら
の
無
条
件
の
恩
寵
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
に
前
提
条
件
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
前
提
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
は
君
主
権
が
正
当
化
・
擁
護
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
天
人
相
関
論
に
は
君
主
権
を
批

判
・
否
定
す
る
性
質
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

上
述
し
た
よ
う
に
、
天
が
命
を
授
け
た
こ
と
を
告
知
し
、
君
主
権
の
正
当
性
を
保
証
す
る
超
常
現
象
―
―
天
瑞
あ
る
い
は
受
命
の

符
は
、天
に
次
の
王
者
に
選
ば
れ
た
者
の
「
誠
に
應
じ
て
至
る
」
も
の
で
あ
り
、「
善
を
積
み
德
を
絫
ぬ
る
の
效
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
君
主
権
は
「
誠
」
や
「
積
善
絫
德
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
王
朝

の
初
代
は
、
自
身
の
優
れ
た
資
質
―
―
「
誠
」
や
「
德
」、「
善
」
に
よ
り
、
天
か
ら
そ
の
君
主
権
が
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
二
代

目
以
降
の
君
主
権
は
、
第
一
次
「
対
策
」
に
「
故
に
聖
王
已
に
沒
し
て
、
子
孫
長
久
安
甯
な
る
こ
と
數
百
歲
な
る
は
、
此
れ
皆
禮
樂

敎
化
の
功
な
り）

11
（

。」
と
あ
る
よ
う
に
、
初
代
の
遺
徳
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
誠
」
や
「
德
」
が
あ
る
者
、
あ
る
い
は
そ

れ
が
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
天
か
ら
命
が
授
け
ら
れ
、
君
主
権
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
命
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
は
、
天
か
ら
君
主
に
無
条
件
に
与
え
ら
れ
る
恩
寵
で
は
な
く
、
有
徳
者
が
有
徳
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
が
遺
徳
の
ゆ
え
に
受
け
る
恩
典
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
条
件
の
恩
寵
で
な
く
有
徳
や
遺
徳
の

ゆ
え
の
恩
典
だ
と
い
う
こ
と
は
、災
異
に
よ
る
君
主
権
の
擁
護
に
も
あ
て
は
ま
る
。
上
文
で
引
用
し
た
「
対
策
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、

天
は
「
人
君
を
仁
愛
」
す
る
の
で
、「
大
い
に
衟
を
亡
ぼ
す
の
世
」
で
な
い
限
り
は
、
災
異
に
よ
っ
て
君
主
に
反
省
を
促
し
、「
扶
持

し
て
之
を
全
く
し
安
ん
ぜ
ん
と
欲
す
」
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、「
大
い
に
衟
を
亡
ぼ
す
の
世
」
と
な
れ
ば
、
天
は
君
主
を
「
扶
持
し
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て
之
を
全
く
し
安
ん
ぜ
ん
と
欲
」
し
な
い
の
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
災
異
と
い
う
警
告
も
な
く
な
り
、「
傷
敗
」
―
―
滅
亡
・
破
滅
が
至
る
。

つ
ま
り
、
政
治
行
為
が
「
衟
を
失
ふ
」
こ
と
の
な
い
範
囲
に
あ
る
場
合
に
の
み
、
天
か
ら
命
を
受
け
た
有
徳
者
や
そ
の
子
孫
は
、
災

異
に
よ
る
君
主
権
の
擁
護
と
い
う
天
寵
を
受
け
る
資
格
を
も
つ
。

以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、（
君
主
候
補
者
も
含
ん
だ
広
い
意
味
で
の
）
君
主
の
行
為
が
一
定
の
範
囲
内
に
あ
れ
ば
、
そ
の

君
主
は
受
命
の
符
や
災
異
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
を
受
け
ら
れ
る
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
れ
を
受
け
ら
れ
ず
、
破
滅
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
董
仲
舒
の
天
命
や
災
異
に
関
す
る
思
想
と
、
第
二
次
「
対
策
」
に
見
え
る
「
殷
紂
に
至
り
、
天
に
逆
ら

い
物
を
暴

そ
こ
な

ひ
、
…
…
天
下
秏ば

う

亂ら
ん

し
、
萬
民
安
ん
ぜ
ず
。
故
に
天
下
殷
を
去
り
て
週
に
從
ふ
。
文
王
天
に
順
ひ
物
を
理
め
、
…
…
愛
兆

民
に
施
さ
れ
、
天
下
之
に
歸
す）

11
（

。」
と
い
う
記
載
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
範
囲
は
天
を
基
準
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
君

主
の
行
為
が
「
天
に
順
」
う
か
「
天
に
逆
ら
」
う
か
―
―
天
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
天
人
相
関
論

は
君
主
権
を
正
当
化
・
擁
護
す
る
も
の
と
も
な
り
、
君
主
権
を
批
判
・
否
定
す
る
も
の
と
も
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
は
、
君
主
権
を
天
の
権
威
に
よ
っ
て
正
当
化
・
擁
護
す
る
性
質
を
含
む
と
と
も
に
、
そ
れ

を
天
の
権
威
に
よ
っ
て
批
判
す
る
性
質
も
含
む
。
こ
の
よ
う
な
思
想
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
と
し
て
、
君
主
権
を

天
に
よ
っ
て
批
判
・
否
定
す
る
性
質
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
し
、
天
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
と
い
う
性
質
の
み
を
過
度
に

強
調
す
る
の
は
、
一
面
的
な
見
方
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

天
人
相
関
論
に
お
け
る
君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
も
、
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
と
同
じ
よ
う
に
、（
君
主
候
補
者

も
含
む
）
君
主
の
行
為
が
天
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
天
に
対
す
る
主
体

性
・
能
動
性
は
天
か
ら
命
を
与
え
ら
れ
た
君
主
で
な
け
れ
ば
も
ち
得
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
天
か
ら
命
を
与
え
ら
れ
、
ま

た
、
与
え
ら
れ
た
命
を
維
持
す
る
に
は
、
行
為
が
天
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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天
か
ら
命
を
与
え
ら
れ
た
君
主
は
、
理
論
上
、
故
意
に
「
天
に
逆
ら
い
物
を
暴
」
う
と
い
う
よ
う
な
「
大
い
に
衟
を
亡
ぼ
す
」
行

為
を
行
い
、
陰
陽
を
乱
し
、
災
異
を
起
こ
さ
せ
、
さ
ら
に
は
天
に
自
ら
の
命
を
奪
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
君
主
は
み
な

「
安
存
を
欲
し
て
危
亡
を
惡
」
む
と
あ
る
よ
う
に
、
董
仲
舒
は
そ
う
い
う
事
態
を
想
定
し
て
い
な
い
。「
治
亂
廢
興
は
己
に
在
り
、
天

の
降
命
は
反
す
を
得
る
可
か
ら
ざ
る
に
非
ず
。」、「
善
く
治
む
れ
ば
則
ち
災
害
日
に
去
り
、
福
祿
日
に
來
る
。」
な
ど
と
言
う
董
仲
舒

が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
の
積
極
的
な
意
義
―
―
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
命
を
維
持
し
、
災
異

を
終
息
さ
せ
、
陰
陽
を
調
和
さ
せ
、
さ
ら
に
は
祥
瑞
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
―
―
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
天
人
相
関
論
で
は
、
君
主
が
教
化
に
よ
っ
て
統
治
す
る
と
、
陰
陽
が
調
和
し
、
最
終
的
に
は
祥
瑞
が
現
れ
、
教

化
で
な
く
刑
罰
に
よ
っ
て
統
治
す
る
と
、
陰
陽
が
錯
乱
し
、
災
異
が
起
こ
る
と
さ
れ
る
。
災
異
は
天
の
君
主
に
対
す
る
譴
告
で
あ
り
、

君
主
は
そ
れ
に
よ
っ
て
省
み
て
改
め
な
け
れ
ば
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
教
化
に
よ
っ
て
統
治
す
れ
ば
災
異
を
終
息
さ
せ
、
滅
亡

を
避
け
る
―
―
天
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
天
命
の
維
持
、
陰
陽
の
調
和
、
災
異
の
終
息
、
祥
瑞
の
出
現
な
ど
、

君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
の
積
極
的
な
作
用
は
、
す
べ
て
教
化
を
行
う
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

第
一
次
「
対
策
」
で
『
春
秋
』
の
経
文
解
釈
と
陰
陽
刑
徳
論
と
か
ら
整
然
と
導
出
さ
れ
る
、「
王
者
は
天
意
を
承
け
以
て
事
に
從
ふ
、

故
に
德
敎
に
任
じ
て
刑
に
任
ぜ
ず）

11
（

。」
と
い
う
命
題
か
ら
す
れ
ば
、
君
主
が
教
化
に
よ
っ
て
統
治
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
天
意
に

か
な
っ
た
統
治
を
行
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

教
化
に
よ
る
統
治
と
は
、
天
意
に
か
な
う
統
治
で
あ
り
、
天
意
に
か
な
う
統
治
を
行
う
こ
と
は
、
君
主
権
の
天
意
に
か
な
う
範
囲

で
の
行
使
に
ひ
と
し
く
、
君
主
権
を
天
意
に
か
な
う
方
向
に
方
向
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・

能
動
性
は
、
君
主
権
が
天
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
君
主
の
天
に

対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
の
積
極
的
な
作
用
も
、
天
の
権
威
に
よ
る
君
主
権
の
方
向
づ
け
と
い
う
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
い
る
。
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君
主
は
自
ら
進
ん
で
君
主
権
の
行
使
を
天
意
に
か
な
う
範
囲
に
限
定
し
、
教
化
に
よ
る
統
治
を
行
う
こ
と
で
、
天
に
対
し
て
積
極

的
な
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
天
に
逆
ら
」
い
「
衟
を
失
」
え
ば
、
陰
陽
が
乱
れ
災
異
が
起
こ
る
だ
け
で
な
く
、

国
家
の
滅
亡
と
い
う
決
定
的
な
破
滅
が
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
い
て
、
天
に
は
君
主
を

破
滅
さ
せ
る
力
が
あ
る
が
、
君
主
に
天
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
天
意
の
傾
き
を
左
右
す
る
力
も
な
い
。
君
主
は
主
体
的
・

能
動
的
に
天
命
を
維
持
で
き
、
天
の
陰
陽
や
祥
瑞
・
災
異
に
も
影
響
で
き
る
の
で
、
天
か
ら
一
方
的
に
支
配
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い

が
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
破
滅
さ
せ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
天
意
に
か
な
う
統
治
を
行
っ
て
破
滅
を
避
け
る
と
同
時
に
、
天
意
の
内
容
で

あ
る
教
化
と
、
そ
の
先
に
あ
る
王
道
の
完
成
に
努
力
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
君
主
が
「
天
と
平
等
の
地
位

を
占
め
る
」、「
そ
れ
に
優
越
す
る
立
場
に
立
つ
」
な
ど
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

君
主
は
天
の
自
然
的
な
側
面
に
対
し
て
は
、
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
主
宰
者
的

な
側
面）

11
（

に
対
し
て
は
、天
意
に
従
う
こ
と
で
命
の
ゆ
く
え
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
に
せ
よ
、そ
れ
自
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
力
を
も
っ

て
お
ら
ず
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
と
し

て
、
君
主
の
天
に
対
す
る
力
の
大
き
さ
を
強
調
す
る
君
主
主
体
性
論
も
、
一
面
的
な
見
解
で
あ
り
、
適
切
な
も
の
だ
と
は
言
え
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
　

―
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性

以
上
の
よ
う
に
、
君
権
神
授
論
と
君
主
主
体
性
論
は
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
の
性
格
を
決
定
づ
け
る
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
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の
特
性
を
適
切
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
君
主
権
抑
制
論
は
妥
当
な
内
容
を
も
つ
が
、
君
主
権
の
天
に
よ
る
方
向
づ
け

と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
天
人
相
関
論
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
に
関
す
る
説
明
の
一
部
で
あ
る
災
異
説
を
特
性

づ
け
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
全
体
を
特
性
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論

に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
特
性
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
で
は
、
君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
と
そ
の
積
極
的
な
作
用
―
―
天
命
の
維
持
、
災
異
の
終
息
、

陰
陽
の
調
和
、
祥
瑞
の
出
現
な
ど
と
、
受
命
の
符
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
、
災
異
に
よ
る
君
主
権
の
擁
護
は
、
こ
と
ご
と
く
（
君

主
権
の
正
当
化
の
場
合
は
君
主
候
補
者
も
含
ん
だ
）
君
主
の
行
為
が
「
天
に
逆
ら
」
わ
ず
、「
天
に
順
」
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
享
受
し
、

あ
る
い
は
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。つ
ま
り
、君
主
の
行
為
の
天
に
よ
る
方
向
づ
け
と
い
う
こ
と
は
、災
異
説
を
は
じ
め
、

天
命
や
陰
陽
、
祥
瑞
に
関
す
る
思
想
と
い
う
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
に
か
か
わ
り
、
天
人
相
関
論
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
要
素
の

な
か
で
、そ
う
し
た
現
象
を
左
右
す
る
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
、そ
れ
は
天
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
・
擁
護
、

君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
と
い
う
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
性
質
に
、
前
提
条
件
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
君
主
の
行
為
の
天
に
よ
る
方
向
づ
け
と
い
う
こ
と
は
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係

の
全
体
に
か
か
わ
る
性
質
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
と
君
主
の
相
互
関
係
は
、
こ
の
性
質
に
よ
っ
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
天
意
の
内
容
は
道
徳
や
教
化
の
重
視
、
す
な
わ
ち
儒
家
思
想
で
あ
る
か
ら
、
天
の
権
威
に
よ
っ

て
君
主
の
行
為
が
儒
家
の
立
場
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
君
主
は
そ
の
君
主
権
が
正
当
化
・
擁
護
さ
れ
、
ま
た
災
異
を
終
息
さ
せ
、

天
命
を
維
持
し
、
陰
陽
を
調
和
さ
せ
、
さ
ら
に
は
祥
瑞
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
最
終
的
に
は
天
命

を
維
持
で
き
ず
に
破
滅
す
る
こ
と
に
な
る
―
―
こ
れ
が
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
で
語
ら
れ
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
で
あ
り
、
そ
の

特
性
だ
と
言
え
よ
う
。
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註（
1
）　

日
本
の
学
界
で
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
や
天
人
相
関
説
な
ど

と
呼
ば
れ
る
思
想
は
、
中
国
大
陸
や
台
湾
の
学
界
で
は
天
人
感

応
論
や
天
人
感
応
説
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
基
本

的
に
天
人
相
関
論
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
が
、
他
の
研
究
を
引

用
す
る
と
き
、
引
用
部
分
に
天
人
感
応
論
や
天
人
感
応
説
な
ど

と
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
を
天
人
相
関
論

と
改
め
ず
に
そ
の
ま
ま
こ
れ
を
用
い
る
。

（
2
）　

以
春
秋
災
異
之
變
推
陰
陽
所
以
錯
行
、
故
求
雨
閉
諸
陽
、
縱

諸
陰
、
其
止
雨
反
是
。
行
之
一
國
、
未
嘗
不
得
所
欲
。

（
3
）　

孔
子
作
春
秋
、
上
揆
之
天
衟
、
下
質
諸
人
情
、
…
…
書
邦
家

之
過
、

災
異
之
變
。
以
此
見
人
之
所
爲
、
其
美
惡
之
極
、
乃

與
天
地
流
通
而
往
來
相
應
。

（
4
）　

重
沢
俊
郎
『
周
漢
思
想
研
究
』（
東
京
、
弘
文
堂
書
房
、

そ
し
て
、董
仲
舒
の
言
う
よ
う
に
、君
主
は
「
安
存
を
欲
し
て
危
亡
を
惡
」
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、災
異
説
だ
け
で
な
く
、

受
命
の
符
に
よ
る
君
主
権
の
正
当
化
も
、
君
主
の
天
に
対
す
る
主
体
性
・
能
動
性
も
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
積
極
的
な
意
義
も
、
す
べ

て
君
主
を
「
天
に
順
」
わ
せ
る
効
果
を
も
つ
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
は
、天
に
よ
っ

て
君
主
の
行
為
を
儒
家
の
立
場
へ
と
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
董
仲
舒
が
こ
の
よ
う
な

思
想
を
構
築
し
、
皇
帝
に
向
か
っ
て
提
起
し
た
と
し
て
、
こ
の
こ
と
は
戦
国
時
代
に
興
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
学
派
が
多
く
残
存
し
、

自
己
の
思
想
・
学
説
を
現
実
政
治
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
活
動
し
て
い
た
前
漢
初
期
の
状
況
に
も
、
よ
く
符
合
す
る
と
言
え
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
お
け
る
天
と
君
主
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
諸
研
究
を
参
照
し
、
そ
れ

ら
を
整
理
・
検
討
し
つ
つ
、
も
っ
ぱ
ら
天
人
相
関
論
の
理
論
構
造
の
検
討
か
ら
、
そ
れ
が
君
主
の
行
為
の
天
に
よ
る
儒
家
の
立
場
へ

の
方
向
づ
け
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
筆
者
は
本
稿
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
今
後
「
賢
良
対
策
」

の
内
容
や
性
格
を
再
検
討
す
る
た
め
の
、
重
要
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
と
考
え
る
。
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一
九
四
三
年
）、
一
八
九
頁
参
照
。

（
5
）　

侯
外
廬
・
趙
紀
彬
・
杜
国
庠
・
邱
漢
生
『
中
国
思
想
通
史
』

第
二
巻
（
北
京
、人
民
出
版
社
、一
九
五
七
年
）、一
〇
二
頁
参
照
。

（
6
）　

池
田
知
久
「
中
国
古
代
の
天
人
相
関
論
―
董
仲
舒
の
場
合
」

（
溝
口
雄
三
・
浜
下
武
志
・
平
石
直
昭
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え

る
』
七
、
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）、
三
九

―
四
〇
頁
参
照
。

（
7
）　
「
賢
良
対
策
」
は
、
董
仲
舒
の
対
策
文
で
な
い
文
章
を
含
む

も
の
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
全
て
董

仲
舒
が
著
し
た
対
策
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
拙
稿「
董

仲
舒
「
賢
良
対
策
」
の
信
頼
性
に
つ
い
て
」（『
東
洋
学
報
』
第

九
五
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三
年
）、
一
―
三
二
頁
参
照
。

（
8
）　

國
家
將
有
失
衟
之
敗
、
而
天
乃
先
出
災
害
以
譴
告
之
、
不
知

自
省
、
又
出
怪
異
以
警
懼
之
、
尙
不
知
變
、
而
傷
敗
乃
至
。

（
9
）　

趙
彦
衛
『
雲
麓
漫
鈔
』
巻
十
四
、
皮
錫
瑞
『
経
学
歴
史
』
四

な
ど
参
照
。

（
10
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
一
八
〇
―
一
九
一
頁
参
照
。

（
11
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
一
八
八
頁
参
照
。

（
12
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
二
〇
〇
頁
参
照
。

（
13
）　

韋
政
通
『
董
仲
舒
』（
台
北
、東
大
図
書
公
司
、一
九
八
六
年
）、

九
一
―
九
九
頁
参
照
。

（
14
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
三
九
―
六
四
頁
参
照
。

（
15
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
四
三
―
五
三
頁
参
照
。

（
16
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
四
六
―
五
二
頁
参
照
。

（
17
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
五
〇
頁
参
照
。

（
18
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
五
一
―
五
二
頁
参
照
。

（
19
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
一
八
七
―
一
九
一
頁
参
照
。

（
20
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
一
八
七
頁
参
照
。

（
21
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁
参
照
。

（
22
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
一
八
一
―
一
八
七
頁
参
照
。

（
23
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
五
一
頁
、
五
三
頁
参
照
。

（
24
）　

註
（
4
）
重
沢
前
掲
書
、
一
八
一
頁
参
照
。

（
25
）　

北
京
大
学
哲
学
系
中
国
哲
学
教
研
室『
中
国
哲
学
史
』（
北
京
、

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
一
五
八
頁
参
照
。

（
26
）　

註
（
5
）
侯
外
廬
等
前
掲
書
、
一
〇
一
―
一
〇
三
頁
参
照
。

（
27
）　

岩
本
憲
司「
災
異
説
の
構
造
解
析
―
董
仲
舒
の
場
合
―
」（『
東

洋
の
思
想
と
宗
教
』
第
一
三
号
、
一
九
九
六
年
）、
五
六
頁
参
照
。

（
28
）　

以
此
見
天
心
之
仁
愛
人
君
而
欲
止
其
亂
也
。
自
非
大
亡
衟
之

世
者
、
天
盡
欲
扶
持
而
全
安
之
、
事
在
彊
勉
而
已
矣
。

（
29
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
五
三
頁
参
照
。

（
30
）　

臣
聞
、
天
之
所
大
奉
使
之
王
者
、
必
有
非
人
力
所
能
致
而
自

至
者
。
此
受
命
之
符
也
。
天
下
之
人
、
同
心
歸
之
、
若
歸
父
母
。

故
天
瑞
應
誠
而
至
。
書
曰
「
白
魚
入
于
王
舟
、
有
火
復
于
王
屋
、

流
爲
烏
」、
此
蓋
受
命
之
符
也
。
週
公
曰
「
復
哉
復
哉
」、
孔
子

曰
「
德
不
孤
、
必
有
鄰
」、
皆
積
善
絫
德
之
效
也
。

（
31
）　

惟
乃
丕
顯
考
文
王
、
克
明
德
愼
罰
。
…
…
天
乃
大
命
文
王
、
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殪
戎
殷
、
誕
受
厥
命
。

（
32
）　

辜
在
商
邑
。
越
殷
國
滅
無
罹
。
弗
惟
德
馨
香
、祀
登
聞
于
天
、

誕
惟
民
怨
。
…
…
故
天
降
喪
于
殷
、
…
…

（
33
）　

惟
命
不
于
常
。

（
34
）　

天
不
可
信
。

（
35
）　
『
孟
子
』
万
章
上
、『
史
記
』
儒
林
列
伝
、『
漢
書
』
儒
林
伝
参
照
。

（
36
）　

内
山
俊
彦『
中
国
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然
認
識
』（
東
京
、

創
文
社
、
一
九
八
七
年
）、
二
八
四
―
二
八
八
頁
参
照
。

（
37
）　

註
（
36
）
内
山
前
掲
書
、
二
九
二
頁
参
照
。

（
38
）　

註
（
36
）
内
山
前
掲
書
、
二
七
七
頁
参
照
。

（
39
）　

金
春
峰
『
漢
代
思
想
史
』（
二
版
、
北
京
、
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
一
九
九
七
年
）、
一
六
九
頁
参
照
。

（
40
）　

註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
五
八
―
六
八
頁
参
照
。

（
41
）　

厳
密
に
言
え
ば
、「
主
体
的
」と「
能
動
的
」、「
主
体
性
」と「
能

動
性
」
に
は
ち
が
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
厳
密
に

区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
理
解

し
て
お
く
。
な
お
、
董
仲
舒
の
思
想
に
お
け
る
君
主
の
主
体
性

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
藤
則
之
氏
の
批
判
が
あ
る
。
近

藤
氏
は
「
主
体
性
」
と
「
能
動
性
」
と
い
う
こ
と
を
区
別
し
、

君
主
の
天
に
対
す
る
「
能
動
性
」
は
認
め
る
が
、「
主
体
性
」

は
認
め
な
い
。
し
か
し
、「
主
体
性
」
と
「
能
動
性
」
の
意
味

を
は
っ
き
り
と
定
め
ず
に
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
論
証
の
過

程
に
も
納
得
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
従
わ
な

い
。
近
藤
則
之
「
董
仲
舒
に
お
け
る
天
と
君
主
―
君
主
主
体
性

論
の
再
吟
味
―
」（『
中
国
哲
学
論
集
』
第
二
八
・
二
九
合
併
号
、

二
〇
〇
三
年
）、
一
―
二
六
頁
参
照
。

（
42
）　

周
の
文
王
が
「
克
く
德
を
明
ら
め
罰
を
愼
む
」
こ
と
で
天
か

ら
「
誕
い
に
厥
の
命
を
受
け
」
た
こ
と
や
、「
德
の
馨
香
」
が
「
天

に
聞
こ
え
」
な
か
っ
た
た
め
に
天
は
「
喪
び
を
殷
に
降
し
」
た

こ
と
な
ど
か
ら
、
天
意
の
「
德
」
を
好
む
と
い
う
傾
き
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

（
43
）　

王
其
德
之
用
、
祈
天
永
命
。

（
44
）　

天
非
虐
、
惟
民
自
速
辜
。

（
45
）　

孔
子
曰
、「
鳳
鳥
不
至
、
河
不
出
圖
、
吾
已
矣
夫
。」
自
悲
可

致
此
物
、
而
身
卑
賤
不
得
致
也
。

（
46
）　

故
治
亂
廢
興
在
於
己
、
非
天
降
命
不
可
得
反
。

（
47
）　

故
爲
人
君
者
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以
正
百
官
、
正
百

官
以
正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四
方
。
四
方
正
、
遠
近
莫
敢
不
壹

於
正
、
而
亡
有
邪
氣
奸
其
閒
者
。
是
以
陰
陽
調
而
風
雨
時
、
羣

生
和
而
萬
民
殖
、
五
穀
孰
而
草
木
茂
、
天
地
之
閒
被
潤
澤
而
大

豐
美
、
四
海
之
內
聞
盛
德
而
皆
徠
臣
、
諸
福
之
物
、
可
致
之
祥
、

莫
不
畢
至
、
而
王
衟
終
矣
。

（
48
）　

乁
至
後
世
、
淫
佚
衰
微
、
不
能
統
理
羣
生
、
諸
侯
背
畔
、
殘

賊
良
民
以
爭
壤
土
、廢
德
敎
而
任
刑
罰
。
刑
罰
不
中
、則
生
邪
氣
。

邪
氣
積
於
下
、
怨
惡
畜
於
上
。
上
下
不
和
、
則
陰
陽
繆
盭
而
妖

孽
生
矣
。
此
災
異
所
緣
而
起
也
。
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（
49
）　

更
化
則
可
善
治
、
善
治
則
災
害
日
去
、
福
祿
日
來
。

（
50
）　

徐
復
観
『
両
漢
思
想
史
』
巻
二
（
台
北
、
台
湾
学
生
書
局
、

一
九
七
六
年
）、
三
九
六
頁
参
照
。

（
51
）　

註
（
39
）
金
前
掲
書
、
一
六
九
頁
、
註
（
6
）
池
田
前
掲
論

文
、
六
四
頁
参
照
。

（
52
）　

夫
人
君
莫
不
欲
安
存
而
惡
危
亡
。

（
53
）　

任
継
愈
氏
ら
や
馮
友
蘭
氏
、
周
桂
鈿
氏
な
ど
は
、
こ
う
し

た
性
質
を
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
の
性
質
と
し
て
挙
げ
て
い

る
。
任
継
愈
主
編
『
中
国
哲
学
発
展
史
（
秦
漢
）』（
北
京
、
人

民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）、
三
二
四
頁
、
馮
友
蘭
『
中
国
哲

学
史
新
編
』
第
三
冊
（
北
京
、
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）、

六
八
―
七
〇
頁
、
周
桂
鈿
『
董
学
探
微
』（
北
京
、
北
京
師
範

大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、
六
八
頁
参
照
。

（
54
）　

故
聖
王
已
沒
、
而
子
孫
長
久
安
甯
數
百
歲
、
此
皆
禮
樂
敎
化

之
功
也
。

（
55
）　

至
於
殷
紂
、
逆
天
暴
物
、
…
…
天
下
秏
亂
、
萬
民
不
安
、
故

天
下
去
殷
而
從
週
。
文
王
順
天
理
物
、
…
…
愛
施
兆
民
、
天
下

歸
之
。

（
56
）　

王
者
承
天
意
以
從
事
、
故
任
德
敎
而
不
任
刑
。

（
57
）　

池
田
氏
が
「
董
仲
舒
の
天
人
相
関
論
に
あ
っ
て
は
、人
格
的
・

宗
教
的
な
主
宰
者
の
「
天
」
が
主
で
あ
り
上
位
に
あ
り
、
非
人

格
的
・
機
械
的
な
自
然
の
「
天
」
が
従
で
あ
り
下
位
に
あ
る
」

と
し
て
い
る
の
に
従
う
。
註
（
6
）
池
田
前
掲
論
文
、
三
三
―

三
五
頁
参
照
。


