
「
五
十
而
知
天
命
」

は
じ
め
に

考

五
十
指
知
天
命
」
の
解
釈
な
ど
、
何
を
今
さ
ら
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
寸
大
命
」
の
解
釈
に
は
実
は
定
説
が
な
い
。

本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
が
ほ
と
ん
ど
無
規
し
て
き
た
金
文
資

料
の
「

A

天
命
」
の
用
例
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
新
た
な
可
能
性
を

見
い
だ
し
、
ま
ず
諮
訟
を
検
討
し
、
次
に
金
文
資
料
中
の
「
天
命
」

を
検
討
す
る
。
そ
し
て
そ
の
つ
の
検
討
を
ふ
ま
え
た
よ
で
、
内
論

に
つ
い
て
の
本
論
な
り
の

っ
て

解
釈
を
提
示
し
て
み
た
い
。

一
、
諸
注
の
検
討

「
に
し
て
天
命
を
知
る
」
と
い

ら
れ
て
い
る
c

次
の
文
脈
で
諾

し

…
…
十
に
し
て
立
つ
c

ω.，_ι品

r一、
同

本

大

四

十

に

し

て

天

命

を

知

る

。

て
耳
瓶
、
つ
行
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
っ
て
、
矩
を
仏
燃

え

ず

」

と

む

(

誌

側

一

語

」

為

政

篇

)

小
品
怒
」
「
耳
順
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
の
異
称
を
生
み
出
し

た
有
名
な
部
分
で
あ
る
阜
七
十
で
の
コ
メ
ン
ト
の
存
在
か
ら
、
孔

子
の
最
晩
年
の
一
一
一
一
口
葉
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
c

で
「
大
命
を
知

る
」
以
外
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
諸
注
に
大
き
な
違
い
は
な
い
ヮ
異

説
が
あ
る
の
は
「
天
命
」
が
指
し
示
す
内
容
で
あ
り
、
こ
の
「
天
命
」

の
解
釈
は
、
お
お
む
ね
「
使
命
」
「
賦
命
」
と
す
る
場
合
と
、
「
運

命
」
と
す
る
場
合
の
ご
つ
の
立
場
に
分
か
れ
る
む

ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
古
注
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
検
討
を
始
め
よ
う

9

何
委
集
解
引
く
孔
安
宿
注
は
「
天
命
の
始
終
を
知
る
」
と
だ
け
あ
り
、

「
天
命
」
の
意
味
内
容
に
は
寵
接
触
れ
な
い
担
次
に
、
梁
の
皇
促
の

辻
ま
と
ま
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
合

天
命
と
は
窮
通
の
分
を
誇
う
な
り
5

天
を
誇
い
て
命
と
為
す
は
、 し

(1) 



一
一
一
日
う
こ
こ
ろ
、
人
は
天
気
を
'
巣
け
て
生
じ
、
此
の
窮
通
を
得
る

は
皆
天
の
命
ず
る
一
所
に
出
れ
ば
な
り
。
天
に
は
本
一
一
一
一
間
無
き
も
、

命
ず
る
所
有
り
と
云
う
は
仮
の
一
一
一
一
向
な
り
。
人
は
年
未
だ
五
十
な

ら
ざ
れ
ば
、
別
ち
猶
お
棋
会
有
り
て
産
相
川
し
。
五
十
に
主
る
に

及
び
て
始
め
て
葉
、
つ
れ
ば
、
別
ち
自
ら
己
の
分
の
可
否
を
審
ら

か
に
す
る
な
り
9

こ
の
解
釈
は
「
窮
通
の
分
」
「
己
の
分
の
可
否
」
な
ど
の
語
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
天
命
」
を
偶
人
の
運
命
と
す
る

9

と
く
に
「
人

は
年
未
だ
五
十
な
ら
ざ
れ
ば
、
削
川
ち
犠
お
横
企
有
り
て
賠
加
熱
し
」
と

あ
る
よ
う
に
、
人
間
に
お
け
る
運
命
の
限
界
性
を
強
調
す
る
ヮ

こ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
の
吋
論
詩
集
注
い
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
日

天
命
と
は
、
一
天
道
の
流
行
し
て
物
に
賦
さ
れ
た
る
者
、
乃
ち
事

物
の
当
に
然
る
べ
き
所
以
の
故
な
り
つ
此
を
知
れ
ば
別
ち
知
は

其
の
精
を
秘
め
て
惑
わ
ず
、
又
一
一
一
一
向
、
つ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

こ
れ
は
吋
礼
記
い
中
庸
続
問
問
…
践
の
「
天
の
命
ず
る
、
之
を
牲
と
謂

う
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
「
天
命
」
を
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た

人
間
に
内
在
す
る
徳
性
と
し
て
掠
え
る
の
立
制
詩
集
注
い
に
は
「
性

と
は
人
の
受
け
し
所
の
天
則
一
」
(
公
冶
長
篇
)
と
も
あ
り
、
さ
ら
に

の
恭
般
に
あ
る
程
伊
川
の
「
一
大
に
在
る
を
命
と
謂
い
、
人
に

校
選
帯
い
巻
七
十
九
)
も
合
わ
せ
る
と
、

て
い
る
根
拠
が
天
か
ら
賦
与
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
各
個
物
の
「
天
命
」
と
し
て
の
使
命
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
っ

次
に
日
本
の
注
釈
で
は
、
伊
藤
仁
斎
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

天
と
は
之
を
為
す
莫
く
し
て
為
り
、
命
と
は
之
を
致
す
莫
く
し

て
至
る
つ
皆
入
力
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
号
。
惟
れ
普
は

以
て
天
に
獲
る
可
く
、
惟
れ
徳
は
以
て
命
に
謄
く
可
し
。
此
れ

を
知
れ
ば
期
ち
自
修
に
務
め
一
議
の
希
望
の
心
も
窃
さ
ず
。
此

れ
智
の
其
の
精
を
致
し
、
学
の
歪
処
に
到
る
な
り
。

(
宗
側
部
川
古
義
」
為
政
篇
)

仁
粛
は
朱
子
の
影
響
も
み
ら
れ
る
が
、
「
天
命
」
を
「
入
力
の
能

く
及
ぶ
所
に
非
」
ず
と
明
一
一
一
一
閃
し
て
い
る
よ
う
に
、
皐
侃
の
流
れ
を
汲

む
間
以
界
性
を
強
調
す
る
運
命
と
し
て
「
天
命
」
を
捉
え
る
。
さ
ら
に

問
じ
古
学
派
の
荻
生
侶
僚
は
折
衷
的
に
独
特
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

五
十
に
し
て
命
ぜ
ら
れ
て
大
夫
と
為
り
、
五
十
に
し
て
爵
せ
ら

れ
、
以
て
先
主
の
遵
を
其
の
閣
に
行
う
口
学
の
効
は
是
に
歪
り

て
越
ま
る
5

熱
れ
ど
も
五
十
は
始
め
て
表
、
っ
。
故
に
此
れ
自
‘
り

し
て
後
は
、
復
た
営
為
す
る
所
有
る
可
か
ら
ず

9

故
に
五
十
に

し
て
爵
荒
ら
、
さ
れ
ば
、
以
て
夫
人
館
を
知
る
こ
と
有
る
な
り
。
孔

子
又
日
く
、
我
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
と
。
天
の
我
に
命
ず
る

の
道
を
設
に
伝
う
る
を
以
て
す
る
を
知
る
な
り
σ

(

申

「

為

政

」

)

(2 ) 



前

半

の

を

中

心

と

す

る

解

釈

は

運

命

の

限
界
性
を
説
き
、
後
半
は
実
際
に
政
治
に
携
わ
ら
な
く
て
も
「
先
王

の
道
を
後
に
伝
う
る
こ
と
」
が
「
天
」
の
命
じ
た
孔
子
の
使
命
、
だ
っ

た
と
説
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
劉
宝
楠
の
吋
論
一
時
正
義
い
を
み
て
お
こ
う
口
劉
宝
楠
は
、

彼
の
時
代
的
な
位
世
か
ら
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
諸
注
を
包
括
し
て

「
天
命
」
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。

天
命
と
は
、
説
文
に
「
命
と
は
使
な
り
」
と
云
い
、
天
の
己
を

し
て
此
く
の
如
く
な
ら
使
む
る
を
一
一
一
一
口
う
な
り
。
舎
の
お
誌
に
云

く
「
今
天
は
其
れ
哲
を
命
じ
、
土
問
凶
を
命
じ
、
鹿
年
を
命
ず
」

と
。
折
口
は
愚
と
対
な
り
の
走
れ
牛
一
一
演
の
異
な
り

Q

前
し
て
皆
以

て
撃
を
為
す
可
き
は
、
則
ち
徳
命
な
り
。
吉
凶
と
歴
年
は
、
別

ち
禄
命
な
り
。
君
子
は
其
の
徳
命
を
修
め
、
自
ら
能
く
禄
命
に

安

処

す

口

(

認

諮

問

正

義

」

為

政

篇

)

ま
ず
吋
説
文
解
字
」
を
川
引
い
て
、
天
が
「
己
を
し
て
此
く
の
如
く

な
ら
使
」
め
て
い
る
の
だ
と
い
い
、
そ
の
「
此
く
の
如
」
き
状
態
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
豆
関
紙
仰
い
を
引
い
て
「
徳
命
」
と
「
禄
命
」
に

分
け
て
解
説
す
る
。
「
徳
命
」
と
は
、
朱
子
が
い
う
と
こ
ろ
の
徳
性

と
し
て
の
賦
命
・
使
命
で
あ
り
、
「
禄
命
」
と
は
吉
凶
や
寿
命
な
ど

の
外
的
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
、
つ
ま
り
皇
侃
の
い
う
運
命
で
あ
る
a

し

た
が
っ
て
、
劉
宝
楠
の
見
解
は
そ
れ
ま
で
の
解
釈
を
包
括

L
ょ
う
と

の
「
天
命
」
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な

一
者
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
を
受
け
た
さ
ま
、
ざ
ま

そ
の
中
で
、
お
そ
ら
く
荻
生
担
保
の
後
半
部

分
の
見
解
を
受
け
た
と
患
わ
れ
る
服
部
宇
之
官
に
特
殊
な
見
解
が
あ

内
内
〆
三る

。
そ
れ
は
寸
天
命
」
を
き
わ
め
て
政
治
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、

「
人
類
の
、
王
宰
」
た
る
「
天
が
」
「
道
を
明
ら
か
に
し
生
民
の
た
め
に

太
平
を
関
か
ん
と
」
し
て
、
「
孔
子
に
其
の
使
命
を
降
し
」
た
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
天
の
使
命
吾
が
身
に
降
れ
り
と
信
ぜ
ら

れ
た
こ
と
が
知
天
命
の
意
味
で
あ
る
と
思
ふ
」
と
い
う
。
た
だ
服
J

部

に
お
い
て
は
、
金
文
資
料
や
立
誌
と
室
関
経
」
の
検
討
が
な
さ
れ

て
お
ら
ず
、
一
部
細
部
出
に
お
け
る
「
天
」
に
関
す
る
ヰ
一
一
口
説
を
ふ
ま
え
た
、

感
触
と
し
て
の
見
解
と
い
う
傾
向
が
強
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
次

に
金
文
資
料
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

( 3 ) 

二
、
金
文
資
料
に
み
ら
れ
る
「
天
ム
巴

吋
段
間
金
文
集
成
』
の
完
成
、
続
い
て
そ
れ
を
隷
定
し
た
「
段
周

金
文
集
成
釈
文
」
(
以
下
京
杭
文
忠
、
さ
ら
に
そ
の
て
午
索
引
で
あ

る
詑
股
間
金
文
集
成
引
得
』
の
一
連
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
金
文
資
料

(3} 

の
取
h

り
扱
い
は
格
段
に
利
便
性
が
高
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
隷
定
」



の
問
題
に
は
常
に
神
経
を
配
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
拡
散
し
て

い
た
資
料
を
統
一
し
た
と
い
う
点
だ
け
で
も
、
金
文
資
料
引
用
に
は

多
大
な
恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

前
章
で
雄
一
認
し
た
よ
う
に
、
孔
子
が
発
し
た
「
五
十
認
知
天
命
」

と
い
う
発
言
の
中
の
「
一
大
命
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
非
政
治
的
な

個
人
的
な
使
命
や
運
命
と
い
う
視
点
で
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

孔
子
と
ほ
ぼ
問
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
春
秋
時
代
の
金
文
資
料

で
は
、
「
天
命
」
と
い
う
認
は
、
あ
る
特
殊
な
政
治
的
な
意
味
合
い

で
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
ゥ
そ
れ
は
、
王
朝
も
し
く
は
諸
侯
留
の

統
治
権
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
個
人
の
人
生
に
お
け

る
使
命
だ
と
か
運
命
な
ど
を
あ
ら
わ
す
一
言
葉
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

楽
公
け
く
、
一
生
顕
な
る
朕
が
皐
視
、
天
命
を
受
け
ら
れ
て
、
訪
問

しどころ

踏
に
踊
宅
す
り
十
有
ニ
公
、
帝
の
郎
に
在
り
の
厳
と
し
て
天
命

き

ょ

う

一

い

ん

き

ょ

う

か

く

を
恭
乱
用
し
、
肢
の
秦
を
保
饗
し
、
山
留
…
泉
を
紘
事
す
。
余
、
小
子

え
ん

と
蹴
も
、
穆
々
と
し
て
明
徳
に
帥
乗
し
、
烈
烈
一
起
一
起
と
し
て
万

れ
ん
だ

民
を
走
れ
救
し
、
胤
士
を
成
藷
せ
ん
つ

す
る
が
、

〔

:
j

悼
初
々
ん
掛
川

第

二

一

の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
読
は
春
秋
初
期
と

白

川

静

は

諸

説

を

検

討

し

た

上

で

、

秦

の

p
m円
U

)
と
す
る
つ
つ
ま
り
孔
子
と
ほ
ぼ

刊
同
ベ

y

，，fm
 

同
時
期
と
み
な
す
。
銘
文
の
内
容
は
、
秦
の
皇
祖
が
「
天
命
」
を
授

け
ら
れ
て
建
国
し
た
こ
と
を
述
べ
、
十
二
代
に
わ
た
っ
て
そ
の
「
天

命
」
を
恭
し
く
守
っ
て
い
る
た
め
に
こ
の
秦
が
存
続
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
ヮ
こ
れ
と
開
様
な
秦
公
関
連
の
資
料
と
し
て
は
、

「
秦
公
鏡
」
(
吋
釈
文
〕
第
一
巻
、
二
六
二
)
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
「
秦

さ
ず

公
日
く
、
我
が
先
祖
、
天
命
を
受
け
ら
れ
、
宅
を
賞
せ
ら
れ
留
を
受

け
た
り
」
と
あ
り
、
「
秦
公
設
」
と
同
じ
く
、
秦
が
「
天
命
」
を
授

け
ら
れ
て
建
国
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
「
秦
公
銭
」

の
時
期
に
も
異
説
が
あ
り
、
春
秋
初
期
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
宗
一
品

文
通
釈
」
は
こ
れ
を
「
秦
公
設
」
と
同
じ
く
哀
公
期
の
も
の
と
す

F
p
h
U〕る

。
い
ず
れ
に
し
て
も
春
秋
期
で
あ
る
こ
と
は
動
か
ぬ
よ
う
で
あ
る

か
ら
、
本
論
で
は
厳
密
な
判
断
は
保
留
し
、
広
く
春
秋
期
の
銘
文
と

し
て
捉
え
て
お
く
の

秦
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
諸
侯
留
に
お
け
る
銘
文
に
つ
い
て
も
次

の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
つ

( 4) 

く
、
余
は
唯
末
小
子
な
る

つ

つ

お

こ

た

に
非
ず
。
践
し
む
こ
と
有
り
て
渇
ら

と
し
て
政
を
為
し
、
一
大
命
を
走
れ

体
に
成
慶
有
り
。

第
一
巻
、
二
一

O
)

円

J

「
ノ
与
一
ロ

ォ

o
n川

も
こ
こ
で
の



令
を
指
す
可
能
性
も
示
唆
す
る
が
、

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
誤
侯
が
楚
王
を
よ
く
助
け
た
と
も
解
釈
で
き

る
。
「
庶
邦
を
定
め
均
ん
じ
」
と
続
く
部
分
が
、
「
秦
公
絞
」
に
あ
る

「
援
夏
を
拙
事
す
」
と
意
味
ム
日
い
が
似
て
お
り
、
楚
壬
が
「
天
命
」

に
よ
っ
て
周
辺
諮
問
を
平
定
し
、
察
伎
が
そ
れ
を
よ
く
補
佐
し
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
銘
文
の
時
期
は
吋
釈
文
い
は
春
秋
晩
期
、

交
点
文
通
釈
い
で
は
察
侯
を
奈
の
成
公
と
と
り
、
春
秋
末
期
の
孔
子

叫ワ
4
一~

が
死
ん
だ
時
期
と
ほ
ぼ
問
時
期
と
す
る
。

吋
殴
周
金
文
集
成
引
得
い
に
よ
れ
ば
、
春
秋
期
の
「
天
命
」
の

用
例
は
、
つ
火
之
命
」
お
よ
び
同
じ
意
味
の
「
天
令
」
を
合
わ
せ
て

二
十
例
あ
る
。
こ
の
う
ち
九
例
が
「
秦
公
」
系
の
銘
文
に
み
ら
れ
、

ま
た
九
例
が
コ
祭
侯
」
系
の
銘
文
に
み
ら
れ
、
「
秦
公
」
「
察
侯
」
に

関
す
る
も
の
で
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
臼
他
に
は
春
秋
末
期
の
「
叔
ド

錨
」
(
吋
釈
文
い
第
…
巻
、
二
七
一
一
i
二
七
八
)
の
銘
文
に
「
縮
紙
た

る
成
麿
(
湯
)
、
又
厳
と
し
て
請
の
所
に
在
り
て
、
天
命
を
専
受
し
、

夏
后
を
削
伐
す
」
と
、
段
の
湯
玉
が
「
天
命
」
を
受
け
て
夏
王
朝
を

倒
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
春
秋
期
に
お
け
る
「
天
命
」
に
よ
っ
て
統
治
権

の
正
当
性
を
確
保
す
る
考
え
方
は
、
段
王
朝
を
倒
し
て
閤
王
朝
が
成

立
し
た
際
の
事
構
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
設
周
の
際
の
事
情
は
西
周
期
の
金
文
資

を
!:V3 

料
に
は
次
の

強
九
月
、
玉
、
宗
出
向
に
在
っ
て
、
孟
に
命
ず
。
一
土
若
く
の
ご
と

U
4
c
d
q
J
 

く
日
く
、
「
本
ょ
っ
弔
問
附
な
る
文
玉
、
天
の
有
す
る
大
命
を
受

む
り
4

}

糸

、

ル

27

、

け
ら
れ
、
武
王
に
在
り
て
、
文
に
腕
ぎ
て
邦
を
件
し
、
阪
の
匿

を
開
き
、
四
方
を
館
有
し
、
肢
の
民
を
峻
正
す
。

(
「
大
孟
鼎
」
吋
釈
文
」
第
二
巻
、
二
八
三
七
)

こ
こ
に
「
主
務
く
の
ご
と
く
日
く
」
と
あ
る
が
、
「
金
文
通
釈
」

は
こ
れ
を
康
子
一
の
発
一
一
一
一
口
で
あ
る
と
す
る
。
吋
釈
文
」
も
こ
の
銘
文
の

時
期
を
部
局
半
期
と
す
る
。
も
し
康
主
な
ら
ば
、
武
王
の
孫
の
代
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
馬
主
税
最
初
期
の
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

に
「
忍
顕
な
る
文
玉
、
天
の
有
す
る
大
命
を
受
け
ら
れ
、
武
乏
に
在

り
て
、
文
に
蹄
ぎ
て
邦
を
作
し
」
と
あ
る
の
に
注
目
し
た
い
。
「
一
企

顕
」
な
る
徳
を
持
つ
文
主
に
「
天
」
か
ら
あ
る
「
大
命
」
が
く
だ
り
、

子
の
武
主
が
そ
の
「
大
命
」
を
銅
い
で
、
「
邦
」
つ
ま
り
王
朝
を
起

こ
し
た
と
い
う
説
間
別
で
あ
る

3

こ
の
後
に
「
我
開
く
に
、
段
の
命
を

墜
せ
る
は
般
の
遺
侯
旬
と
段
の
正
百
僻
と
、
率
い
て
泊
に
捧
ひ
た
れ

ば
な
り
」
と
あ
ち
、
段
王
朝
の
官
僚
や
執
政
が
酒
に
お
ぼ
れ
て
、
行

政
機
能
が
麻
興
し
た
た
め
、
天
が
「
命
」
を
失
墜
さ
せ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
段
王
朝
討
伐
の
命
令
が
「
天
」
か
ら
照
に
く
だ
っ
た
わ
け

で
あ
る
己
こ
の
銘
文
に
は
「
よ
く
奔
走
し
て
天
威
を
畏
れ
よ
」
と
い

う
戒
め
も
あ
'
り
、
天
の
命
令
に
違
え
ば
、
必
ず
周
に
も
天
罰
が
下
る

( 5 ) 



と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
大
命
」
の
具
体
的
な
内
容
は
も
殺

っ
て
怠
り
な
く
地
上
を
支
配
せ
よ
、
と
い
う
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
つ

こ
の
よ
う
、
な
設
局
の
際
の
事
情
を
諮
っ
た
も
の
は
他
に
も
多
数
あ

り
、
た
と
え
ば
共
和
期
(
前
八
四

O
年
頃
〉
と
い
う
王
朝
の
国
難
期

に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
毛
公
鼎
」
に
は
「
王
若
く
の

ご

と

く

円

く

、

い

に

販

の

徳

に

て、

お
う
じ
ゅ

厭
き
、
我
が
有
朋
に
配
す
。
大
命
を
謄
受
し
、

文

武

の

取

光

に

閉

さ

れ

ざ

る

間

し

」

(

吋

釈

文

巻
、
二
八
四
二
と
あ
る
の
「
父
腐
」
と
は
毛
公
の
こ
と
。

武
王
に
つ
い
て
、
「
沼
八
」
が
そ
の
人
徳
に
満
足
し
て
「
大
ム

け
た
の
で
、
ふ
と
ど
き
者
が
…
帰
さ
れ
た
と
説
く
。
「
大
本

ど
の
十
日
い
資
料
で
は
、
文
王
と
武
一
土
は
併
称
さ
れ
ず
、
コ
は

文
王
だ
け
に
筏
せ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
文
武
」
の
ご
人
が
大
命

を
受
け
、
文
武
の
二
人
が
股
王
朝
を
倒
し
た
と
す
る
。
ま
た
こ
の
後

文
に
「
先
王
の
配
命
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
文
武
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

周
王
朝
の
王
す
べ
て
に
大
命
が
降
っ
て
い
る
こ
と
が
既
成
事
実
と
し

て
諮
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
王
経
的
で
武
王
か
ら
始
ま
る
問
主
が
、

地
上
の
唯
一
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
が
「
大
命
」
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
て
い
た
の

第
二

丈
一
王
と

を
授

、甲咽件

。〉

ぴ〉

有 な

す
る
大
命
」
(
「
大
孟
鼎
」
)
は
、
「
毛
公
鼎
」
に
あ
る
よ
う
に
た
ん
に

「
大
命
」
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
「
天
命
」
と
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
。
「
毛
公
鼎
」
と
ほ
ぼ
問
時
期
の
「
師
寄
(
拘
)
殻
」
(
「
釈
文
い
第

三
巻
、
四
三
四
二
)
で
は
「
不
一
顕
な
る
文
武
、
天
命
を
謄
受
し
、
殺

ろ
く
は
く

L
今
守

民
を
突
別
せ
、
れ
ノ
」
と
あ
る
ョ
西
田
川
中
期
と
さ
れ
る
「
条
信
或
殻
葦
」

(
「
釈
文
」
第
三
巻
、
泊
三

O
ニ
)
で
は
「
王
若
く
の
ご
と
く
臼
く
、

あ
あ

札
不
信
或
よ

5

鋭
、
乃
の
祖
考
よ
り
周
邦
に
爵
有
り
。
四
方
を
佑
鞠
し
、

つ

天
命
を
恵
弘
す
。
女
、
肇
ぎ
て
換
と
さ
、
ざ
れ
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
に
み
た
春
秋
期
の
「
天
命
」
を
統
治
権
正
当
化
の
根

拠
と
す
る
考
え
方
は
、
段
崩
の
際
に
田
川
王
朝
が
用
い
た
「
一
大
の
有
す

る
大
命
」
に
よ
る
統
治
権
の
正
当
化
理
論
を
そ
の
ま
ま
応
用
し
た
も

の
な
の
で
あ
っ
た
む
そ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
天
か
ら
の
受
命
な
ど

無
か
っ
た
は
ず
の
般
の
湯
王
が
「
天
命
」
に
よ
っ
て
夏
王
朝
を
倒
し

た
と
す
る
先
の
「
叔
戸
鏡
」
の
記
述
に
、
そ
の
応
用
例
の
最
も
典
型

的
な
も
の
が
み
て
と
れ
る
こ
と
で
も
明
J

日
で
あ
ろ
う
。

「
天
命
」
は
、
殺
王
朝
討
伐
の
正
当
性
を
確
保
し
、
さ
ら
に
そ
の

の
支
配
権
の
正
治
性
を
も
確
保
し
た
。
そ
の
確
認
が
金

い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の

剖
周
初
期
ヤ
共
和
期
と
い
う
王
朝
運
営
の
不
安
定

で
い
る
の
で
あ
る
申
こ
の
よ
う
な
「
天
命
」
に
よ

春
秋
期
の
諸
侯
閣
の
銘
文
に
ま
で
設
場
す

(6 ) 

後



の
支
配
力
が
弱
一
体
化
し
、

戸
内
可
ザ
叫

し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
上
は

「
記
入
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
、
文
王
受
命

を
出
発
点
と
し
て
、
間
周
期
か
ら
春
秋
期
に
か
け
て
全
文
資
料
な
ど

に
よ
っ
て
長
年
間
り
継
が
れ
、
広
範
闘
に
浸
透
し
て
い
っ
た
結
果
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
「
天
」

を
規
範
と
す
る
倫
現
制
の
形
成
と
定
着
を
探
る
と
い
う
視
点
か
ら
別

に
論
ず
る
こ
と
と
し
て
、
本
論
で
は
孔
子
の
用
い
た
「
天
命
」
と
い

う
一
時
に
関
連
し
て
、
春
秋
期
の
金
文
資
料
に
よ
る
「
天
命
」
の
意
味

内
容
が
、
王
朝
あ
る
い
は
諸
侯
留
の
統
治
権
を
正
当
化
す
る
根
拠
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
り

ま
た
本
論
で
は
紙
数
の
都
合
で
省
略
し
た
が
、
室
長
と
と
吋
詩

ほ
と
に
み
ら
れ
る
「
天
命
」
と
い
う
誌
も
、
や
は
り
金
文
資
料
に
お

け
る
「
一
大
命
」
と
向
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

」
町
内

U
刊

す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

る

つ
事
プ
ー
ノ
ト
3
K

、

J

J

/

刀
v
i
t

、
孔
子
と
「
天
」

本

章

で

は

、

第

一

に

お

け

る

「

天

命

」

と

い
う
詩
の
持
?
意
味
内
容
が
、
孔
子
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た

の
か
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
諸
注
は
、
「
天
命
」
と
い
う

つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ヌ
巴
に
重
点
を
置
き
、
そ
れ

は

、

に

あ

る

よ

う

な

人

為

を

超

越

し

た

と
い
う
意
味
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
孔

を
ど
の
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
ま
ず
確
認
し
て
み

を
地
上
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い

に
お
い
て
み
て
い
こ
、
つ
と
い
、
つ
わ
け
で

じ
て

'

1

0

 

J

人
し

た
か
ど
う
か
を

あ
る
の

に
は
、
と
い
う
一
言
葉
も
含
め
て
「
天
」
の
用
例

は
ぷ
一
十
三
例
。
コ
を
除
く
と
十
六
例
。
そ
の
う
ち
弟
子
な
ど

の
発
言
を
除
け
ば
十
例
で
あ
る
亡
こ
こ
で
は
弟
子
た
ち
の
発
言
も
傍

証
と
す
る
の
弟
子
の
子
賞
が
「
夫
子
の
文
章
は
、
得
て
聞
く
可
き
も
、

夫
子
の
性
と
天
道
を
一
一
一
一
問
、
つ
は
、
得
て
開
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
よ
(
公

冶
長
篇
)
と
い
う
よ
う
に
、
孔
子
は
そ
も
そ
も
「
天
」
を
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
語
ら
な
か
っ
た
会
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
夜
接
に
「
天
」
へ

の
意
識
の
欠
如
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
否
で
あ
る
の
孔

子
は
、
発
一
一
一
一
m
の
機
会
は
少
な
い
な
が
ら
も
「
天
」
を
強
烈
に
意
識
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
つ
こ
こ
で
は
、
「
天
」
の
性
格
を
明
確
に
し

な
が
ら
、
孔
子
の
「
天
」
に
間
附
す
る
一
一
一
一
口
説
を
み
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
金
文
資
料
に
み
ら
れ
た
地
上
の
支
配
権
を
握
り
革
命
を
行

う
「
天
」
が
孔
子
の
発
一
一
一
一
口
に
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
確
認

し
て
お
こ
う
ョ

( 7) 

自
く
「
文
王
既
に
没
す
る
も
、
文
京
に
在
ら
ず



ゃ
っ
天
の
将
に
携
の
文
を
喪
ほ
さ
ん
と
す
る
や
、
後
死
の
者
、

期
の
文
に
与
か
る
を
得
ざ
る
な
り
。
天
の
来
、
だ
掛
の
文
を
喪
ぼ

さ
、
ざ
る
や
、
医
人
其
れ
予
を
如
何
せ
ん
」
と

9

こ
れ
は
、
孔
子
が
一
院
と
い
う
土
地
で
命
を
狙
わ
れ
た
と
き
の
発
言

で
あ
る
。
時
期
的
に
は
孔
子
が
魯
で
失
脚
し
て
衛
に
亡
命
し
た
頃
の

出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
文
主
の
築
い
た
偉
大
な
る

周
の
文
化
は
、
文
一
土
は
亡
く
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
誰
あ
ろ
う
こ
の

孔
子
に
伝
わ
り
残
っ
て
い
る
。
も
し
も
「
天
」
が
文
主
の
築
い
た
田
川

の
文
化
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
孔
子
に
そ
の
文

化
は
残
ら
な
い
は
ず
だ
り
つ
ま
り
「
…
大
」
は
文
王
の
築
い
た
文
化
を

滅
ぼ
そ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
ヮ
一
院
の
人
々
あ
た
り
に
仰
が
で
き
よ

う
か
、
と
い
う
叫
び
で
あ
る
の

こ
の
発
一
一
一
一
日
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
孔
子
は
、
文
王
と
「
天
」
と
の

間
に
、
文
主
の
す
ぐ
れ
た
認
を
認
め
た
「
天
」
が
地
上
の
統
治
を
文

主
に
託
し
た
、
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る

D

つ
ま
り
金
文
資
料
な
ど
で
確
認
で
き
る
文
王
受
命
の
経
緯

を
、
孔
子
は
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
の
こ
の
よ
う
に
地
上
の
支
配
は

「
天
」
が
決
定
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
う
か
が
え
る
資
料
は
他

に
も
あ
る
。

ゃ
。
挽
説
乎
と
し
て
、
唯

、AA
1

4

竺
必
ロ

カム
J
Z
/

天
の
み
大
な
り
と
為
し
、
唯
嘉
の
み
之
に
則
る
。
蕩
蕩
乎
と
し

て
、
民
は
能
く
名
づ
く
る
こ
と
無
し
。
謀
議
乎
と
し
て
其
れ
成

功
有
り
。
焼
乎
と
し
て
、
其
れ
文
章
有
り
」
と
。

泰
伯
篇
)

孔
子
は
、
伝
説
上
の
皇
帝
で
あ
る
義
も
を
模
範
と
し
て
統

治
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
た
。
ふ
つ
う
実
は
「
天
」
と
の
関
係

に
お
い
て
説
か
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
だ
が
、
そ
の
尭
の
統
治
権
の

根
拠
も
「
天
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
天
」
を
規
範
と
す
る
倫
理
観

が
広
汎
に
定
若
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
孔
子
の
発
一
一
一
一
口
こ
そ
が

当
時
の
常
識
だ
っ
た
の
、
だ
ろ
う
っ

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
孔
子
は
、
「
天
」
が
地
上
の
支
配
権
を
握
り

革
命
を
行
う
と
い
う
性
格
を
把
援
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
直

接
に
み
て
取
れ
る
発
言
と
い
う
の
は
、
立
陶
器
」
で
は
先
の
「
子
準

篇
」
の
一
例
の
み
で
あ
る
会
し
か
し
間
接
的
に
、
「
天
」
が
地
上
の

支
配
者
と
し
て
最
高
の
人
徳
者
を
指
名
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
発
言
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

一
①
天
、
徳
を
子
に
生
ぜ
れ
，

F
O

相
…
雌
其
れ
予
を
如
何
せ
ん
。

(
宗
諮
問
」
述
而
篇
)

窃
公
山
弗
援
、
費
を
以
て
畔
か
ん
と
す
。
召
す
。
子
往
か
ん
と

欲
す
っ
子
路
説
こ
ば
ず
し
て
臼
く
「
之
く
と
こ
ろ
末
け
れ
ば
巳

む
べ
し
っ
何
ぞ
必
ず
し
も
公
山
氏
に
こ
れ
之
か
ん
や
」
と
。
子

( 8) 



臼
く
「
夫
れ
我
を
召
く
者
は
登
徒
ら
な
ら
ん
如
し
我
を
用

一
世
は
其
れ
東
周
を
為
さ
ん
か
」
と
。間一勿

M
M
d
E江
川
J

訂
作
イ
主
張
N
K

①
①
と
も
先
の
子
学
錦
と
向
じ
く
、
非
常
時
に
お
け
る
発
言
で
あ

る
の
つ
ま
り
感
情
が
昂
揚
し
て
い
る
。
「
志
学
」
で
は
じ
ま
る
述
懐

と
は
明
ら
か
に
状
況
が
異
な
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
こ
う
。

ま
ず
①
は
、
宋
の
草
事
官
だ
っ
た
損
雄
と
い
う
人
物
が
孔
子
の
暗

殺
を
計
阻
し
て
兵
を
出
し
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
際
に
発
し
た
一
言
葉
で

あ
る
。
「
天
」
が
「
徳
」
を
自
分
、
に
生
得
さ
せ
た
の
そ
の
「
徳
」
は

ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
で
は
滅
ほ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
の
自
負
で

あ
る
。
沼
巴
は
意
味
を
限
定
す
る
の
が
難
し
い
諾
で
あ
り
、
こ
の

短
い
一
語
旬
、
だ
け
で
は
判
断
し
が
た
い
が
、
同
じ
よ
う
な
状
況
の
先
の

子
四
十
篇
を
ふ
ま
え
る
と
、
統
治
者
と
し
て
の
「
徳
」
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
文
一
上
は
そ
の
人
徳
を
慕
っ
て
く
る
人
々
の
行
列
が
純
え
な

い
ほ
ど
の
有
徳
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
徳
だ
け
で
殺
王
戦
を
上
回
る

勢
力
を
獲
得
し
え
た
と
い
う
の
が
丈
去
の
「
徳
」
だ
っ
た
守
①
に
よ

れ
ば
、
孔
子
は
そ
れ
と
問
等
の
「
能
」
が
「
天
」
に
よ
っ
て
自
分
に

植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
と
自
負
し
て
い
た
の
で
あ
る

D

そ
し
て
②
に
至
る
と
、
そ
の
自
負
は
建
国
笠
一
一
一
一
口
に
ま
で
拡
大
す
る
。

公
山
弗
援
と
い
う
人
物
が
費
と
い
う
場
所
で
謀
反
の
兵
を
挙
げ
た
。

彼
は
自
ら
の
行
為
の
正
し
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
孔
子
を
招
轄
し

そ
し
て
い
つ
も
は
冷
静
な
孔
子
が
こ
の
誘
い
に
乗
ろ

遮
る
子
路
に
「
如
し
我
を
用
う
る
者
有
ら
ば
、
悲
は
其
れ

東
関
川
を
為
さ
ん
か
」
と
す
ご
ん
で
み
せ
る
。
自
分
を
採
用
し
て
く
れ

る
者
が
い
た
ら
、
自
分
は
こ
の
東
の
地
に
問
主
拐
を
再
現
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
新
王
朝
の
建
国
宣
言
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

孔
子
は
「
天
」
が
い
つ
自
分
に
王
朝
建
設
を
命
じ
る
の
か
を
待
ち
望

ん
で
い
た
に
違
い
な
い
司
そ
れ
は
常
に
彼
の
一
践
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
の
そ
う
で
な
け
れ
ば
生
命
の
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
非
常
事
態
に
、

①
⑦
や
先
の
子
竿
篇
の
よ
う
な
発
一
一
一
日
は
ス
ム
ー
ズ
に
は
出
て
こ
な
い

だ
ろ
う
。
…
一
一
っ
と
も
用
意
し
て
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
名
台
認
で
あ
る
。

孔
子
の
頭
の
中
に
「
自
分
こ
そ
が
文
王
の
後
継
者
」
「
天
が
次
に
指

名
す
る
の
は
こ
の
自
分
」
と
い
う
こ
つ
の
考
え
が
常
に
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
大
胆
な
発
一
一
一
一
口
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
孔
子
と
「
天
」
の
関
係
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
言
い
回

し
も
存
在
す
る
ョ

孔
子
臼
く
「
君
子
に
三
畏
有
り
c

天
命
を
畏
れ
、
大
人
を
畏
れ
、

聖
人
の
一
一
一
一
同
を
畏
る
。
小
人
は
天
命
を
知
ら
ず
し
て
畏
れ
ざ
る
な

句
。
大
人
に
は
押
れ
、
翠
人
の
ニ
一
一
口
を
侮
る
」

(
雲
加
盟
問
』
季
氏
篇
)

こ
こ
に
は
「
天
命
」
と
い
う
語
を
使
用
で
き
る
の
は
「
君
子
」
だ

け
だ
と
い
う
特
権
意
識
が
み
え
る
。
も
「
聖
人
」
も
為
政

ょ
う
と
す
る
。

う
と
し
き

(9) 



般
的
な
個
人
の
生
き
方
の
話
の
よ
う
に
も
考

え
ら
れ
る
が
、
孔
子
の
場
合
は
、
彼
自
身
が
文
王
の
後
継
者
で
あ
る

と
い
う
強
烈
な
自
覚
の
も
と
に
「
天
」
と
関
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、

「
偶
人
」
と
い
っ
て
も
悶
家
統
治
と
か
王
朝
な
ど
と
い
う
、
一
般
的

な
他
人
に
と
っ
て
は
知
関
係
の
レ
ベ
ル
の
話
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

孔
子
に
は
他
に
「
予
の
否
な
る
所
の
者
は
、
天
之
を
厭
て
ん
ヮ
天
之

を
厭
て
ん
」
(
吋
論
説
白
磁
也
篇
)
と
い
う
発
一
一
一
一
口
も
あ
り
、
つ
ね
に
善

刊
誌
の
監
督
者
と
し
て
の
づ
大
」
を
、
自
分
と
一
対
一
の
関
係
で
意
識

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
発
…
一
一
一
m
な
ど
も
、
孔
子
が
そ
う
い
っ
た

意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
ベ

i
ス
に
考
え
て
み
た
い
。

子
日
く
「
我
を
知
る
襲
き
か
な
」
と
り
子
賞
日
く
「
何
為
れ
ぞ

其
れ
子
を
知
る
英
き
や
」
と
の
子
日
く
「
天
を
怨
ま
ず
、
人
を

尤
め
ず
、
下
学
し
て
上
達
す
り
我
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
」
と
。

(
吋
論
一
地
仰
い
窓
側
間
続
)

私
を
理
解
し
て
く
れ
る
の
は
つ
大
」
だ
け
で
あ
る
と
い
う
以
上
、

最
初
に
組
解
者
が
い
な
い
と
い
う
場
合
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
地
上
に

は
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
、
だ
ろ
う
。
孔
子
は
地
上
に
…
人
し
か
い

な
い
特
別
な
倒
入
、
つ
ま
り
文
主
の
後
継
者
と
し
て
「
天
」
と
対
峠

し
て
い
た
の
で
あ
る
凸
「
下
学
し
て
上
達
す
」
と
い
う
の
は
、
身
近

な
所
か
ら
…
学
ん
で
、
高
次
な
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
と
い
う
意
味
だ
が
、

の

下

の

こ

と

を

山

学

ん

で

、

そ

れ
を
本
に
自
分
の
上
位
に
あ
る
「
天
」
へ
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う

よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
。
こ
の
発
一
一
一
一
口
も
「
自
分
こ
そ
が
文
王
の
後
継

者
」
「
天
が
次
に
指
名
す
る
の
は
こ
の
自
分
」
と
い
う
考
え
方
に
基

づ
く
発
一
一
一
一
口
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
c

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
孔
子
と
「
天
」
の
関
係
を
ふ
ま
え
た

よ
で
、
「
五
十
高
知
天
命
」
の
部
分
の
「
天
命
」
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
よ
う

5

寸
天
命
」
は
そ
も
そ
も
誰
に
夜
鞍
下
っ
て
き
た
の
か

9

こ
こ
で
思

い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
文
主
で
あ
る
。
「
若
い
に
顕
か
な
る
文
王
、

天
の
有
す
る
大
命
を
受
け
ら
れ
、
武
一
土
に
在
り
て
、
文
に
制
ぎ
て
邦

を
作
し
」
(
大
玄
関
柑
)
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
薩
接
「
天
」
か
ら
、
地
上

を
統
治
せ
よ
と
い
う
「
天
命
」
を
受
け
取
っ
た
の
は
文
主
だ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
後
の
づ
み
八
命
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
唯
一
人
の

問
主
と
で
み
八
」
と
の
開
に
存
在
す
る
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

地
上
を
一
千
目
指
に
支
配
せ
よ
と
い
う
の
が
そ
の
命
令
の
内
容
だ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
「
天
命
」
は
、
そ
の
後
「
天
」
を
規
範
と
す
る
倫
理
観

が
定
着
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
諸
侯
ま
で
が
自
ら
に
「
天
命
」
を
下

っ
た
と
語
る
に
五
十
一
る
の
金
文
資
料
に
お
け
る
「
天
命
」
の
用
例
は
、

春
秋
時
代
の
終
わ
れ
ソ
頃
(
孔
子
と
同
時
代
)
を
中
心
に
み
ら
れ
、

そ
れ
ら
は
語
検
が
そ
の
土
地
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を
正
九
化
す
る

「
天
命
」
で
あ
っ
は
地
域
細
川
定
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
土

、1
2
'

ハ
υ
1
4
 

p
'
s
k

、



地
の
支
配
権
を
立
心
羽
化
す
る
根
拠
と
し
て

の
で
あ
る
。

で
は
、
孔
子
は
ど
の
レ
ベ
ル
で
「
天
命
L

と
い

る
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
の
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
記
述
が
、

孔
子
舟
家
に
あ
る
。

あ
っ
た

問

問

虎

勝

た

ず

、

斉

の

時

、

孔

子

年

五
十
な
り
の
公
山
不
組
、
費
を
以
に
畔
き
、
人
を
し
て

孔
子
を
引
き
し
む
の
孔
子
、
道
に
循
う
こ
と
久
し
き
に
捕
り
、

淵
説
た
れ
ど
も
試
み
る
所
知
く
、
能
く
己
を
用
い
る
も
の
莫
し
。

日
く
、
悲
し
聞
の
文
・
武
は
撃
鍋
よ
り
起
こ
り
て
王
た
り
口
今

殺
は
小
な
り
と
蹴
も
、
儲
し
く
は
庶
幾
か
ら
ん
か
と
の
往
か
ん

と
欲
す
の
子
路
説
ば
ず
。
孔
子
を
止
む
。
孔
子
日
く
、
夫
の
我

を
召
す
者
は
、
畿
に
徒
な
ら
ん
や
。
如
し
我
を
用
い
れ
ば
、
其

れ
東
潤
を
為
さ
ん
か
と
。
然
れ
ど
も
亦
卒
に
行
か
ず
。

先
に
引
用
し
た
諒
理
聞
い
陽
貨
簡
の
「
公
山
県
援
、
費
を
以
て
畔

か
ん
と
す
i
」
と
向
じ
出
来
事
を
、
読
ん
記
い
は
孔
子
五
十
才
の
時

の
事
件
と
し
て
伝
え
る
。
こ
れ
は
五
十
才
の
時
の
事
件
で
は
な
い
と

い
う
考
読
も
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
控
史
事
実
を
硲
定
し
よ
う
と
す

る
立
場
か
ら
の
判
断
よ
り
も
、
言
九
一
記
』
が
五
十
才
の
時
の
出
来
事

と
し
て
、
こ
の
事
件
を
記
述
し
た
意
図
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、

」
の
解
釈
と
し
て
、
こ
の
出
来
事
を

る
口

lま

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
に

は
な
か
っ
た
「
悲
し
問
の
文
・
武
は
盟
鍋
よ
り
起
こ
り
て
王
た
り
。

今
授
は
小
な
り
と
臨
も
、
備
し
く
は
庶
幾
か
ら
ん
か
」
と
い
う
発
一
一
一
一
口

が
孔
子
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
も
如
実
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
百
五
山
立
は
「
五
十
高
知
天
命
」
を
、
文
玉

の
後
継
者
と
し
て
間
王
朝
、
を
再
建
せ
よ
と
い
う
「
天
命
」
を
孔
子
が

自
覚
し
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の

「
天
命
」
が
、
第
一
一
章
で
確
認
し
た
春
秋
期
の
「
天
命
」
の
用
例
の

意
味
内
容
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

9

以
上
の
よ
う
に
、
孔
子
に
お
け
る
「
知
天
命
」
は
、
文
王
の
後
継

者
と
し
て
照
王
朝
を
再
現
せ
よ
と
い
う
「
天
命
」
を
自
覚
し
た
、
と

い
っ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(11) 

お
わ
り
に

一
般
的
傭
人
に
お
い
て
同
情
・
同
化
で
き
る

「
天
」
に
関
す
る
発
一
一
一
一
口
も
み
て
取
れ
る
む

顔
淵
死
す
。
子
臼
く
「
暗
川
、
天
予
を
喪
ぼ
せ
り
。
天
予
を
喪
ぽ

せ

り

」

と

。

(

「

論

組

問

』

先

進

篤

)

孔
子
が
顔
屈
を
最
も
愛
し
て
い
た
こ
と
は
、
顔
回
以
外
に
「
未
だ

学
を
好
む
者
を
関
か
ざ
る
な
り
」
(
塁
塁
出
薙
也
篇
、
先
進
篇
)
と

嘆
い
た
こ
と
で
も
明
ら
か
だ
が
、
問
題
は
「
天
予
を
喪
ぼ
せ
力
」
を

こ
す
で

1打
v
f
u
y



ど
う
訓
む
か
で
あ
る
の
本
論
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
の
後
継
者

を
自
任
し
て
い
た
孔
子
が
、
自
ら
の
後
継
者
と
し
て
期
待
し
て
い
た

顔
自
の
死
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
は
文
王
の
後
継
者
に
な
ろ
う
と
す
る

自
分
の
野
望
も
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
こ

の
一
一
一
一
以
来
の
解
釈
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
探
読
み
の
よ
う
な
気

も
す
る
が
、
「
天
」
を
持
ち
出
す
こ
と
の
意
味
は
、
ニ
の
解
釈
を
要

求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
後
世
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
最
愛
の
弟
子
を
失
っ
た
悲

し
さ
の
形
容
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
、
孔
子
に
探
く

向
惰
し
、
親
近
者
を
一
失
っ
た
人
々
は
こ
の
孔
子
と
向
じ
く
、
自
ら
の

悲
し
み
を
「
天
予
を
裂
ぽ
せ
り
」
と
い
う
よ
う
な
一
一
言
葉
で
表
現
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
一
言
葉
は
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
浸
透

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と

孔

子

が

自

ら

の

人
生
を
述
懐
し
た
中
で
な
さ
れ
た
と
い
う
の
も
一
般
的
他
人
に
お
い

て
同
情
・
同
化
す
る
下
地
を
用
意
し
て
い
た
。
し
か
し
、
孔
子
は
先

に
み
た
よ
う
に
特
別
な
個
人
で
あ
る
と
い
う
強
烈
な
自
覚
を
持
っ
て

お
り
、
ま
た
「
天
命
」
と
い
う
認
の
春
秋
持
代
ご
ろ
ま
で
の
用
例

は
、
一
般
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
王
朝
あ

る
い
は
諸
侯
悶
の
統
治
者
に
密
着
し
っ
た
の
で
あ
る
口

と
す
れ
ば
、
倒
人
的
な
レ
ベ
ル
で
が
用
い
ら
れ
る
よ
う

も
と
も
と

に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
お
そ
ら
く
は
孔
子
そ
の
人
で
あ
り
、
そ
の

普
及
に
は
孔
子
の
発
一
一
一
一
向
が
一
役
買
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、

孔
子
本
人
は
文
王
の
後
継
者
と
い
う
特
別
な
意
味
で
「
天
」
と
対
峠

し
て
い
る
の
に
、
読
者
は
そ
こ
ま
で
を
理
解
せ
ず
に
、
孔
子
と
向
様

に
「
天
命
」
を
一
般
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
使
い
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
「
天
命
」
と
い
う
語
は
、
先
秦
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
用
い
ら
れ
て
い
た
気
配
が
な
い
。
筆
者
が
確
認
し
え
た
も
の
と

し
て
は
、
た
と
え
ば
諸
子
の
審
物
に
お
い
て
も
、
「
天
」
を
支
配
者

と
し
て
尚
ん
だ
吋
墨
子
』
に
七
例
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
吋
韓

非
子
〕
に
わ
ず
か
に
一
例
で
あ
る
司
い
わ
ゆ
る
経
書
に
お
い
て
も
、

害
経
」
に
約
二
十
例
、
言
縫
い
に
六
倒
、
吋
春
秋
在
氏
伝
い
に
八
倒
、

ω

吋
春
秋
穀
梁
伝
い
に
一
例
、
円
札
記
い
に
こ
例
、
ウ
草
子
」
に
一
例
あ

る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
明
ら
か
に
統
治
者
に
密
着
し
な
い
意

味
合
い
で
期
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
春
秋
穀
梁
缶
い
の
「
叔
悦
病
無

く
し
て
死
す
は
、
此
れ
皆
な
公
紙
…
き
な
り
。
是
れ
一
大
命
な
り
。
我
が

罪
に
は
非
、
ざ
る
な
り
」
(
昭
公
一
一
十
九
年
)
と
吋
礼
記
」
中
庸
篇
の

「
天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
う
」
ぐ
ら
い
で
あ
る
つ
も
っ
と
も
中

時
相
続
の
一
節
は
、
こ
れ
だ
け
で
充
分
に
個
人
的
な
「
天
命
」
を
普
及

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
後
世
に
影
響
を
与
え
た
一
節
で
あ
っ

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
っ

こ
こ
で
視
点
を
術
搬
的
に
し
て
み
る
と
、

と
人
と
の
関
係
は
、



こ
の
孔
子
を
境
に
大
き
く
変
容
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ま
で
の
コ
大
」
は
、
基
本
的
に
は
非
常
に
特
殊
な
個
人
、
た
と
え
ば

周
五
と
一
対
一
関
係
に
あ
っ
た
つ
火
」
で
あ
る
口
し
か
し
、
孔
子
以

後
は
そ
の
特
殊
な
一
対
一
関
係
が
希
簿
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

孔
子
の
前
と
後
と
で
は
、
明
ら
か
に
「
天
」
が
一
般
化
し
て
い
く
。

中
庸
篇
の
信
一
践
に
あ
る
寸
夫
の
命
ず
る
、
之
、
を
性
と
制
問
、
つ
」
と
い
う

考
え
方
を
導
き
出
し
た
の
も
、
孔
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

天
人
観
が
孔
子
を
タ
!
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
変
容
し
、
そ
れ
は

「
夫
人
の
分
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
「
天
命
」
研
究
の
今
後
の
可
能
性
を
記
し
て
お
き
た
い
。

今
ま
さ
に
釈
文
の
刊
行
作
業
が
進
み
つ
つ
あ
る
吋
上
海
博
物
館
蔵
戦

闘
楚
竹
書
い
の
第
一
分
冊
の
吋
孔
子
詩
論
い
と
名
付
け
ら
れ
た
認
肘

縫
い
の
内
容
や
意
義
を
説
い
た
文
献
の
中
に
「
天
命
」
に
関
す
る
興

味
深
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
文
王
が
本
当
に
受
命
し
た
の
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
口
ま
た
第
二
分
加
の

『
子
並
…
い
吋
容
成
氏
い
に
も
、
と
く
に
舜
帝
の
受
命
に
関
す
る
議
論
が

み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
釈
文
作
業
は
ま
だ
ま
だ
最
初
期
段
階
な
の
で
、

そ
の
資
料
的
価
値
す
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
伝
世
の
文
献
に

は
な
か
な
か
み
ら
れ
な
い
で
天
命
」
に
関
す
る
記
述
も
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

ふ
之(

1
)
運
命
の
限
界
を
い
う
代
表
的
な
も
の
は
、
た
と
え
ば
金
谷
治
「
孔

孟
の
命
に
つ
い
て
l

人
関
性
と
そ
の
限
界
j

」
(
刊
日
本
中
留
学
会

報
い
第
八
集
、
一
九
五
六
)
・
舘
野
正
義
「
中
間
古
代
に
お
け
る
運

命
論
の
系
譜

i
〈
天
〉
・
〈
命
v
-

〈
天
命
〉
等
の
一
品
開
業
を
め
ぐ
る
論
議

の
流
れ
!
」
(
吋
東
方
学
い
六
六
、
一
九
八
一
一
一
)
な
ど
、
寿
命
に
つ
い

て
は
た
と
え
ば
沼
尻
正
隆
「
孔
予
の
合
大
命
を
知
る
い
に
つ
い
て
」

(
吋
新
し
い
漢
文
教
育
い
第
十
一
一
一
号
、
一
九
九
二
、
人
間
の
察
知
で

き
な
い
も
の
と
す
る
の
は
た
と
え
ば
宮
崎
市
定
「
中
毘
古
代
に
お
け

る
天
と
命
と
天
命
の
思
想
i

孔
子
か
ら
孟
子
に
至
る
革
命
思
想
の
発

展
i

」
(
門
史
林
い
四
六
i

一
、
一
九
六
三
)
、
運
命
・
償
命
の
両
義
を

論
ず
る
も
の
と
し
て
は
森
一
一
一
樹
三
郎
三
陶
器
吋
五
十
市
知
天
命
」
の

跨
義
」
(
吋
東
方
学
い
二
郎
、
一
九
六
二
)
が
あ
り
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
複

雑
な
意
味
を
混
然
と
内
包
す
る
と
す
る
米
田
登
「
詩
・
蓄
と
孔
子
の

天
及
び
天
命
」
(
福
間
女
子
大
学
吋
文
芸
と
思
想
」
六
、
一
九
五
三
)

も
あ
る
。

(
2
)
服
部
宇
之
古
「
孔
子
と
知
天
命
」
(
斯
文
会
「
斯
文
」
九
l

九
、
一
九
二
七
)
。
孔
子
の
一
生
全
体
を
為
政
へ
の
意
欲
と
控
折
と
い

う
観
点
か
ら
捉
え
た
も
の
と
し
て
は
、
浅
野
裕
一
「
孔
子
神
話
」
が

あ
る
司

(
3
)
託
収
崩
金
文
集
成
」
(
中
聞
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
、
東
方
書

倍
、
一
九
九
六
)
。
託
収
慰
金
文
集
成
釈
文
』
(
中
思
社
会
科
学
院
考

古
研
究
所
編
、
香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
、
二

0
0
こ、

吋
敢
闘
則
金
文
集
成
引
得
い
(
張
車
初
一
縮
、
中
華
警
局
、
二

0
0
こ

(13) 



(
4
)
 
以
下
、
金
文
資
料
の
引
用
に
つ
い
て
は
法

3
前
掲
の

き

、

て

は

、

白

川

静

芸

品

文

通

九
八
四
完
結
)
を
参
照

第
一
一
一
四
輯
「
一
九
九
、
秦
八
%
山
皆
、
」
参
照
。

(
6
)

第
五

O
輯
、
補
釈
筋
三
六
、
秦
公
鍛
」
参
照
。

(7}

第
一
一
一
七
戦
「
一
二
一
一
、
議
姑
段
」
参
照
弓

(
8
)

合
文
資
料
を
中
心
資
料
と
し
た
百
周
期
の
「
天
命
」
に
関
す
る

論
宛
と
し
て
は
、
高
山
節
部
「
間
周
国
家
に
お
け
る
主
人
命
い
の
機

能
」
(
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
吋
東
洋
文
化
い
五
九
、
一
九
七
三
)
、

境
問
久
叶
周
王
朝
の
君
主
権
の
構
造
に
つ
い
て

1

2人
命
の
謄

受
い
者
を
中
心
に

i
」
(
問

k
吋
東
洋
文
化
い
五
九
)
、
小
高
…

郎
「
天
命
と
徳
」
(
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
吋
東
方
学
一
報
い

六
問
、
一
九
九
品
二
、
竹
内
康
浩
「
前
期
待
代
に
お
け
る
天
命
の
概

念
」
(
北
海
道
教
育
大
学
史
学
会
吋
ゃ
ん
流
い
三
六
、
一
九
九
六
)
な
ど

を
参
照
。

(
9
)

注
8
前
掲
の
小
南
論
考
。

(
叩
)
下
斗
米
投
コ
火
命
思
想
に
つ
い
て
」
(
判
官
岡
山
大
学
文
理
学
部
文

学
紀
一
段
い
六
、
…
九
一
点
パ
ハ
)
。
注

1
前
掲
の
鋭
野
論
考
及
び
米
出
論
者

J

も
参
照
。

(
け
〉
渋
川
前
掲
の
下
斗
米
論
考
で
は
、
…
大
命
思
想
を
、
統
治
者
に
密

着
し
た
政
治
的
天
命
忠
強
と
一
般
偶
人
の
レ
ベ
ル
の
道
徳
的
市
ヘ
命
感

想
に
分
額
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
孔
子
が
道
徳
的
天
命
思

い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
本
論
と
結
論

を
異
に
す
る
。

(
梅
花
女
子
大
学
)

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
平
成
十
四
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助

金
'
基
盤
研
究
B
「
戦
国
楚
系
文
字
資
料
の
研
究
」
(
研
究
代
表
者
・

竹
田
健
二
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

、、B

，J
A叫吐A
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