
『

准
南
子
』
と
災
異
説

村
　
田

浩

序

　
『

漢
書
』
に
曰
く
、
漢
　
興
り
、
陰
陽
を
推
し
て
災
異
を
言
ふ
者
、
孝
武
の
時
に
董
仲
辞
・
夏
侯
始
昌
有
り
、
昭
・
宣
に
は
則
ち

畦

孟
・
夏
侯
勝
あ
り
、
云
々
（
畦
両
夏
侯
京
翼
李
伝
）
、
と
。
陰
陽
と
結
合
し
て
災
異
を
言
っ
た
者
の
筆
頭
に
、
董
仲
辞
が
置
か
れ
て

　
　
　
　

い

る
。
だ
が
、
災
異
の
こ
と
を
言
っ
た
の
は
、
董
仲
箭
が
初
め
て
で
は
な
い
。
「
災
異
」
と
い
う
文
言
こ
そ
な
い
も
の
の
、
『
萄
子
』

に

は

天
人
相
関
を
否
定
す
る
言
辞
が
現
れ
る
し
（
天
論
篇
）
、
西
漢
・
文
帝
の
詔
勅
に
も
、
天
災
を
天
の
戒
告
と
す
る
考
え
方
が
見
ら

れ

る
（
『
漢
書
』
・
文
帝
紀
、
二
年
）
。
で
は
な
ぜ
、
董
仲
辞
は
災
異
学
者
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
班
固
が
、
董
仲
辞
を

筆
頭
に

置
い
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
董
仲
辞
が
、
災
異
に
関
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
を

提
出
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
班
固
に
は
、
そ
う
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
で

は
、
董
仲
辞
の
提
出
し
た
新
し
い
も
の
と
は
、
一
体
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
董
仲
辞
の

　
　
　
　
　

災
異
説
以
外
の
災
異
説
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
董
仲
舘
と
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
『
准
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

子
』
に
就
い
て
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
漢
以
前
の
災
異
説
は
、
董
仲
辞
に
至
る
ま
で
に
、
変
容
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
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同
時
代
の
も
の
と
比
較
す
る
方
が
、
董
仲
箭
の
災
異
説
の
特
徴
が
明
確
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

、

災
異
・
祥
瑞
の
理
論

　
一
般
に
、
悪
政
が
あ
れ
ぼ
災
異
が
起
き
、
善
政
を
行
え
ば
祥
瑞
が
現
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
で
は
、
災
異
（
祥
瑞
）
の
惹
起
さ
れ
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
悪
政
は
な
ぜ
災
異
を
惹
き
起
こ
し
、
善
政
は
な
ぜ
祥
瑞
を
招
く
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
悪
政
と
は
ど
の
よ
う
な
政
治
で
あ
り
、
善
政
と
は
ど
の
よ
う
な
政
治
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
就
い
て
の
董
仲
録
の

回
答
は
、
『
漢
書
』
本
伝
の
対
策
で
大
ま
か
に
、
五
行
志
所
載
の
記
事
で
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
『
准
南
子
』
は
、
ど
の
よ
う
な
回

答

を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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イ
、
善
政
・
悪
政
の
旦
ハ
体
例

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
経
篇
に
か
な
り
長
い
記
述
が
あ
り
、
古
代
の
善
政
は
「
無
為
の
治
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
現
代
の
悪
事
と
し

て

は
、
鉱
業
や
農
耕
・
牧
畜
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
「
な
ぜ
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
一
見
無
関
係
な
災
異

（祥
瑞
）
と
人
事
と
は
、
無
条
件
に
（
媒
介
な
し
に
）
結
合
さ
れ
、
牽
強
で
あ
れ
理
論
め
い
た
も
の
は
、
全
く
見
ら
れ
な
い
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

こ
こ
で
は
、
鉱
業
な
ど
の
事
が
、
災
異
を
招
く
悪
事
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
天
文
篇
に
は
、

　
　
人
・
王
の
情
、
上
　
天
に
通
ず
、
故
に
諌
　
暴
な
れ
ば
則
ち
瓢
風
多
く
、
法
令
を
柾
ぐ
れ
ば
則
ち
虫
瞑
多
く
、
不
事
を
殺
さ
ば
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　

　
　
ち
国
に
赤
地
あ
り
、
令
し
て
収
め
ざ
れ
ば
則
ち
淫
雨
多
し
。



　
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
悪
政
を
具
体
的
に
示
し
、
そ
の
悪
政
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
う
い
う
災
異
が
対
応
す
る
の
か
を
説
い
た
、
『
准
南
子
』

で

は
珍
し
い
例
で
あ
る
。
但
し
こ
こ
で
も
、
理
論
は
語
ら
れ
な
い
。
諌
殺
の
過
多
と
暴
風
と
が
な
ぜ
結
び
つ
く
の
か
、
『
准
南
子
』
は

説
明

し
て
く
れ
な
い
。

　
　
ロ
、
気
に
よ
る
理
論

　
災
異

（祥
瑞
）
に
つ
い
て
『
准
南
子
』
は
、
覧
冥
篇
で
「
神
気
相
応
ず
」
と
言
い
、
泰
族
篇
で
は
「
精
気
」
や
「
精
誠
」
・
「
形
気
」

な
ど
の
語
を
使
用
し
て
お
り
、
人
事
と
天
地
自
然
と
の
間
に
「
気
」
を
介
在
さ
せ
て
い
る
可
能
性
を
思
わ
せ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
気
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
何
か

ら
（
ど
こ
か
ら
）
生
じ
た
の
か
、
な
ぜ
天
を
動
か
し
得
る
の
か
、
『
准
南
子
』
は
全
く
語
ら
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
善
政
に

せ

よ
悪
政
に
せ
よ
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
政
治
を
言
う
の
か
が
、
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。
本
経
篇
に
、

　
　
天
地
の

合
和
す

る
、
陰
陽
の
万
物
を
陶
化
す
る
、
皆
人
気
に
乗
ず
る
も
の
な
り
、
こ
の
故
に
上
下
離
心
す
れ
ば
気
乃
ち
上
蒸
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
君
臣
和
せ
ざ
れ
ば
五
穀
為
ら
ず
、
…
…
こ
の
故
に
春
に
粛
、
秋
に
栄
、
冬
に
雷
、
夏
に
霜
あ
る
は
、
皆
賊
気
の
生
ず
る
と
こ
ろ

　
　
な
り
。

　

と
言
う
の
は
、
災
異
の
発
生
原
因
を
「
気
」
に
求
め
、
そ
の
「
気
」
の
発
生
原
因
ま
で
述
べ
て
い
る
点
で
、
覧
冥
篇
や
泰
族
篇
の

理
論

と
較
べ
て
、
深
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
君
臣
の
不
和
と
い
う
具
体
的
な
人
事
（
悪
政
と
は
言
え
な
い

か

も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
政
治
の
欠
陥
で
あ
る
と
言
え
る
）
と
、
五
穀
の
不
作
と
い
う
特
定
の
災
異
と
が
結
合
さ
れ
て
い
る
。

『

准
南
子
』
の
な
か
で
は
、
非
常
に
珍
し
い
例
だ
と
言
え
る
。
『
漢
書
』
本
伝
に
見
え
る
董
仲
紆
の
、
陰
陽
に
よ
る
災
異
理
論
に
較
べ

て

も
、
こ
の
理
論
は
遜
色
な
い
も
の
で
あ
る
。
董
氏
と
同
時
代
に
、
彼
以
外
に
、
気
に
よ
る
災
異
理
論
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
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だ

遺
憾

な
こ
と
に
、
こ
の
理
論
は
結
局
こ
こ
だ
け
の
も
の
で
、
四
季
の
天
候
異
状
な
ど
を
扱
い
な
が
ら
も
、
時
令
に
結
び
つ
い
て
ゆ

く
な
ど
の
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
で
扱
う
災
異
説
話
の
解
釈
に
は
、
こ
の
理
論
は
全
く
使
わ
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　
　
ハ

、

陰
陽
に

よ
る
理
論

　
陰
陽
に

よ
る
災
異
理
論
は
、
『
准
南
子
』
の
な
か
に
殆
ど
見
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
「
陰
陽
」
の
語
は
頻
出
す
る
し
、
自
然
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

事
象
や
現
象
を
陰
陽
に
配
当
も
す
る
。
だ
が
、
陰
陽
を
人
事
に
配
当
す
る
こ
と
は
ま
れ
に
し
か
な
い
。
原
道
篇
の
陰
陽
と
喜
怒
と
の

対
応
（
怒
り
が
陰
と
、
喜
び
が
陽
と
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
ら
れ
る
。
精
神
篇
に
も
同
様
の
対
応
が
出
る
）
、
天
文
篇
の
陰
陽
と
刑
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
対
応
（
陽
気
が
徳
で
陰
気
が
刑
）
、
日
月
と
刑
徳
と
の
対
応
（
日
が
徳
で
月
が
刑
）
、
墜
形
篇
の
山
－
徳
・
川
－
刑
の
対
応
、
詮

言
篇
の

陽
－
治
・
陰
・
乱
の
対
応
（
但
し
こ
れ
は
対
句
が
こ
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
だ
け
で
、
『
准
南
子
』
が
こ
の
よ
う
な
対
応
を

説
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
）
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
人
事
と
天
変
地
異
と
は
結
合
さ
れ
ず
、
陰
陽
を
媒
介

に

災
異

を
説
く
だ
け
の
充
分
な
材
料
を
用
意
し
な
が
ら
、
『
准
南
子
』
は
遂
に
そ
れ
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
董
仲
辞
が
、
「
始
め
て
陰

陽
を
推
し
、
儒
者
の
宗
と
為
る
」
と
言
わ
れ
る
理
由
が
、
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
『
漢
書
』
五
行
志
所
載
の
・
董
仲
辞
に
よ
る
災
異
解

釈
で

は
、
陰
陽
に
よ
る
結
合
が
使
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
『
准
南
子
』
は
、
天
地
自
然
に
も
陰
陽
を
配
当
し
、
人
事
に
も
少
数
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
陰
陽
を
配
当
す
る
の
に
、
そ
の
陰
陽
を
介
し
て
、
天
地
自
然
と
人
事
と
を
結
合
す
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
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二
、

五
行
に

よ
る
理
論



　
『
准
南
子
』
で
五
行
系
の
災
異
理
論
と
呼
べ
る
も
の
は
、
以
下
の
二
例
で
あ
る
。
一
つ
は
、
天
文
篇
に
、
「
丙
子
　
甲
子
を
干
さ
ば

蟄
虫
早
く
出
づ
、
故
に
雷
早
く
行
く
」
を
始
め
と
し
て
記
さ
れ
る
、
十
干
（
乙
丁
己
辛
癸
は
出
な
い
）
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
理
論
で

あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
時
則
篇
に
挙
げ
る
時
令
説
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
五
行
に
基
づ
い
て
災
異
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
共
通
し
て
言

え
る
こ
と
は
、
「
な
ぜ
」
そ
の
よ
う
な
災
異
が
起
き
る
の
か
が
理
解
し
難
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
董
仲
箭
の
・
陰
陽
に
よ
る
災
異

解
釈
で

は
、
た
と
え
牽
強
で
あ
っ
て
も
、
人
事
の
陰
陽
の
乱
調
（
例
え
ば
君
主
夫
人
の
乱
行
で
は
、
夫
人
は
女
だ
か
ら
陰
）
と
天
災

の

陰
陽
の

乱
調

（例

え
ば
洪
水
は
水
だ
か
ら
陰
）
と
が
、
陰
同
士
若
し
く
は
陽
同
士
で
感
応
し
合
う
と
い
う
理
論
で
結
合
さ
れ
る
の

で
、
理
性
の
領
域
で
は
と
も
か
く
、
感
覚
の
領
域
で
は
受
け
容
れ
易
い
。
こ
れ
に
対
し
五
行
に
よ
る
も
の
は
、
人
事
の
五
行
の
乱
調

に

よ
っ
て
自
然
界
の
五
行
が
乱
さ
れ
る
と
い
っ
た
理
論
で
は
な
い
の
で
、
感
覚
の
領
域
で
も
受
け
容
れ
難
い
も
の
が
多
い
。
先
の
天

文
篇
の

文
で

も
、
例
え
ば
丙
（
火
）
が
甲
（
木
）
を
損
な
う
と
、
な
ぜ
「
雷
が
早
く
行
く
」
の
か
、
我
我
に
は
全
く
分
か
ら
な
い
。

陰
陽
に
よ
る
災
異
解
釈
に
較
べ
た
時
、
こ
の
「
分
か
り
難
さ
」
が
五
行
に
よ
る
災
異
解
釈
の
特
徴
で
あ
ろ
う
（
『
漢
書
』
五
行
志
所
載

の

洪
範
五
行
伝
の

災
異
も
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
が
我
我
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
）
。
い
ま
一
つ
、
五
行
に
よ
る
災
異
説
で

特
徴
的
な
の
は
、
陰
陽
説
の
場
合
、
天
地
自
然
や
人
事
に
対
す
る
陰
陽
の
配
当
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
対
し
、
五
行
説
の
場
合

に

は
、
五
と
い
う
数
が
多
過
ぎ
る
せ
い
も
あ
ろ
う
か
、
配
当
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
金
」
は

概
ね

「

戦
争
」
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
「
金
」
が
「
木
」
を
干
し
た
場
合
と
「
火
」
を
干
し
た
場
合
と
の
差
異
は
、
明

確
に
は
語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
五
行
に
よ
る
災
異
解
釈
を
分
か
り
難
く
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
董
仲
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
ざ

は
、
『
漢
書
』
で
は
五
行
に
よ
る
災
異
解
釈
を
説
か
な
い
。
五
分
類
は
、
や
は
り
煩
墳
に
過
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ホ
、
占
星
術

　
天
文

篇
に
は
、
天
体
の
運
行
と
人
事
と
を
結
合
さ
せ
る
発
想
、
所
謂
占
星
術
の
発
想
が
多
く
見
ら
れ
る
。
木
星
の
位
置
（
直
接
に

「

歳

星
」
と
言
う
場
合
も
、
間
接
に
「
摂
提
格
の
歳
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
示
す
場
合
も
あ
る
）
に
よ
る
占
歳
（
翌
年
の
五
穀
の
稔

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

り
旦
ハ
合
を
占
う
こ
と
）
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
惑
星
も
、
例
え
ば
火
星
は
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
伴
い
、
土
星
は
国
土
に
当
て
ら
れ
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

星

は
戦
争
と
結
合
さ
れ
、
水
星
は
飢
饅
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
占
い
に
使
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
北
斗
七
星
の
柄
の
指
す

方
角
に
基
づ
い
て
吉
凶
を
占
う
方
法
、
冬
至
か
ら
次
の
年
の
正
月
朔
ま
で
の
日
数
に
よ
る
占
歳
、
暦
の
上
の
あ
る
特
定
の
日
（
厭
日
）

に

は
「
百
事
を
挙
ぐ
」
こ
と
を
慎
む
俗
信
な
ど
、
天
文
篇
に
出
る
占
星
術
は
実
に
多
彩
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
占
星
術
で
は
、

「

な
ぜ
」
天
体
の
運
行
と
人
事
と
が
関
係
す
る
の
か
は
、
全
く
説
明
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
一
般
に
占
星
術
で
は
、
人
事
に
お
け
る
異

変
の
前
兆
が
天
文
に
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
事
が
原
因
と
な
っ
て
天
変
が
惹
起
さ
れ
る
の
で
は
、
決
し
て
な
い
。
そ
の
人
事
も
、

政
治
の

み

な
ら
ず
作
柄
の
良
否
な
ど
の
こ
と
ま
で
含
ん
で
お
り
、
「
悪
政
が
原
因
と
な
っ
て
災
異
を
惹
き
起
こ
す
」
と
い
う
、
前
節
ま

で
で
見

た
災
異
説
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
占
星
術
に
つ
い
て
は
、
そ
の
周
期
性
が
問
題
に
な
ろ
う
。
超
新
星
爆
発

で

も
な
い
限
り
、
天
文
の
現
象
に
は
周
期
性
が
あ
り
、
ど
ん
な
に
異
常
に
見
え
る
現
象
で
も
、
数
年
、
或
い
は
数
十
年
（
現
象
に
よ
っ

て

は

百
年
単
位
に

な
る
が
）
の
周
期
で
繰
り
返
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
災
異
も
一
定
周
期
で
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
天
文
篇
で
は
、

　
　
三
歳
に

し
て
節
を
改
め
、
六
歳
に
し
て
常
を
易
ふ
、
故
に
三
歳
に
し
て
一
た
び
磯
ゑ
、
六
歳
に
し
て
一
た
び
衰
へ
、
十
二
歳
に

　
　
　
　
さ
か
ん
　
　
　
ロ
　

　
　
一
た
び
康
な
り
。

　

と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
占
星
術
と
は
無
関
係
な
記
述
で
あ
る
が
、
一
定
周
期
で
不
作
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
は
共
通
し
て
い

一
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る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
災
異
（
そ
れ
は
も
と
も
と
天
変
地
異
を
政
治
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
言
葉
だ
っ
た
の
だ
が
）

を
政
治
の
世
界
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
有
徳
の
聖
帝
の
時
代
で
あ
ろ
う
が
、
暴
虐
の
悪
王
の
治
世
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
時
が
来
れ
ば
天
変
は
必
ず
起
き
、
ま
た
、
そ
の
時
で
な
け
れ
ば
決
し
て
起
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
董
仲
餅
が
五
行
志
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

問
題
に
す
る
日
食
は
、
天
文
篇
で
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　
へ
、
祥
瑞
の
理
論

　
善
政
の

下
で

は
災
異
は
起
き
ず
、
祥
瑞
が
起
き
る
。
そ
の
「
善
政
」
を
、
『
准
南
子
』
は
ど
う
規
定
し
て
い
る
の
か
。
傲
真
篇
で

は
、
「
無
為
」
な
ら
ば
災
異
は
起
き
な
い
と
さ
れ
る
。
『
准
南
子
』
の
政
治
の
理
想
が
、
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
主
術

篇
で

は
、
民
衆
を
搾
取
し
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
時
令
に
従
う
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
時
令
違
反
が
災

異

を
惹
起
す
る
の
と
は
逆
に
、
時
令
に
従
え
ば
作
物
は
よ
く
実
る
の
で
あ
る
。
兵
略
篇
で
は
、
「
兵
の
加
ふ
る
所
」
が
「
必
ず
無
道
の

国
」
な
ら
ば
、
災
異
は
起
き
ず
五
穀
も
豊
穣
で
あ
る
と
さ
れ
、
義
戦
が
主
張
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
戦
争
が
不
義
だ
っ
た
場
合
に

は
災
異
が
起
き
る
と
予
想
さ
れ
る
も
の
で
、
五
行
志
所
載
の
董
仲
紆
の
災
異
解
釈
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
の
祥
瑞
理
論
で
は
、
「
な
ぜ
」
祥
瑞
が
起
き
る
の
か
は
、
全
く
説
明
さ
れ
な
い
。
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二
、
災
異
・
祥
瑞
の
実
際

『

准
南
子
』
は
、
以
上
の
よ
う
な
災
異
・
祥
瑞
理
論
を
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
利
用
し
な



か
っ

た
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
先
ず
、
歴
史
上
の
特
定
の
人
物
と
結
合
さ
れ
た
災
異
（
本
稿
で
は
災
異
説
話
と
呼
ぶ
）
を
見
る
こ
と

に

す

る
。
こ
こ
で
歴
史
上
の
特
定
の
人
物
と
言
う
の
は
、
実
在
の
人
物
に
限
ら
ず
、
実
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
物
を
も
含
ん

で
い

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
イ
、
桀
紺
に
関
わ
る
災
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ザ

　
傲
真
篇

と
覧
冥
篇
と
に
出
る
。
傲
真
篇
で
は
、
山
が
崩
れ
川
が
洞
れ
た
こ
と
が
、
桀
紺
と
結
合
さ
れ
る
。
か
れ
ら
の
悪
政
は
、
こ

こ
で
は
賢
人
を
退
け
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
悪
政
が
、
「
な
ぜ
」
天
変
地
異
を
招
い
た
の
か
は
、
全
く
説
明
さ
れ
な
い
。

覧
冥
篇
で

は
、
桀
・
紺
の
暴
虐
は
「
五
帝
の
恩
刑
を
棄
掲
し
三
王
の
法
籍
を
推
騒
し
」
と
言
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
実

際
に

ど
う
い
う
行
為
で
あ
る
の
か
は
明
か
に
さ
れ
な
い
。
唯
一
の
例
外
と
し
て
時
令
違
反
が
挙
げ
ら
れ
る
（
「
号
を
発
し
て
は
四
時
に

逆

ら
ひ
」
と
言
う
）
が
、
こ
れ
も
、
ど
の
よ
う
な
違
反
だ
っ
た
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
時
則
篇
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
月
の
時
令
に

違
反
す

れ
ば

ど
う
な
る
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
で
あ
る
。
ま
た
、
か
な
り
多
彩
な
災
異
現
象
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
異

様

な
現
象
が
羅
列
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
論
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
『
准
南
子
』
と
さ
ほ
ど
時
代
を
異
に
し
な
い
董
仲
辞
は
、
こ
の
よ
う
な
、
理
論
の
介
在
し
な
い
災
異
説
を
説
か
な
い
。
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ロ
、
聖
王
の
時
に
起
こ
っ
た
災
異

　
先
ず
、
主
術
篇
で
は
、
「
無
為
の
治
」
を
称
揚
す
る
た
め
に
、
湯
の
時
の
多
年
に
及
ぶ
早
魅
の
説
話
が
引
か
れ
る
。
「
抱
質
効
誠
」

に

よ
れ
ば
、
災
異
は
人
為
的
に
除
去
で
き
る
、
「
令
行
・
禁
止
、
宣
に
為
す
に
足
ら
ん
や
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
理
論
と
し
て



は
、
「
悪
政
が
災
異
を
惹
起
す
る
」
と
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
抱
質
効
誠
」
に
よ
る
「
無
為
の
治
」
を
行
っ
て
い
た
は
ず
の
湯
王
の
も

と
で
災
異
が
起
き
た
こ
と
自
体
は
、
奇
妙
な
こ
と
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
脩
務
篇
は
、
湯
の
早
魅
説
話
の
ほ
か
に
、

萬
の
洪
水
説
話
を
載
せ
る
。
こ
こ
は
、
「
無
為
」
を
儒
教
の
側
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
直
そ
う
と
す
る
箇
所
で
、
災
異
を
除
去
し
た
萬
・

湯
の

行
為

は
、
世
に
所
謂
「
無
為
の
治
」
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
民
を
憂
へ
」
て
の
行
為
で
あ
っ
て
、
称
賛
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
こ
そ
「
無
為
」
と
言
う
の
だ
、
と
す
る
。
一
切
の
作
為
を
排
し
た
「
無
為
の
治
」
を
、
私
欲
の
な
い
状
態

で

あ
る
と
規
定
し
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
経
篇
に
は
、
尭
の
時
の
十
日
説
話
（
こ
の
時
、
同
時
に
怪
獣
が
出
る
）

や

舜
の
時
の

洪
水
説
話
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
こ
れ
ら
の
災
異
は
人
為
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
論

旨
は
、
下
文
に
「
此
れ
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
賢
聖
の
名
有
る
者
は
、
必
ず
乱
世
の
患
に
遭
へ
る
な
り
」
と
言
う
こ
と
か
ら
明
か

な
よ
う
に
、
尭
舜
と
い
え
ど
も
、
『
准
南
子
』
の
理
想
を
完
全
に
体
現
す
る
君
・
王
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
世
に
災
害

が

無
け
れ
ば
、
か
れ
ら
聖
王
も
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
災
異
の
起
き
な
か
っ
た
時
代
の
聖
王
に
較
べ
れ
ば
、
災

異
が
起

こ
る
よ
う
な
政
治
を
行
っ
た
尭
舜
は
、
た
と
え
そ
の
災
異
を
除
く
こ
と
が
で
き
て
も
、
真
の
聖
王
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

災
異
説
話
は
い
ず
れ
も
が
、
理
論
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
（
悪
政
が
「
な
ぜ
」
災
異
を
惹
起
す
る
の
か
不
明
）
の
み
な
ら

ず
、
実
は
災
異
の
「
原
因
」
も
不
明
（
そ
も
そ
も
悪
政
が
存
在
し
な
い
）
な
の
で
あ
る
。
°
本
経
篇
の
解
釈
で
は
、
尭
舜
と
い
え
ど
も

真
の

聖
王
で

は
な
く
、
災
異
が
起
こ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
合
理
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
桀
紺
と
同
レ
ベ
ル
の

悪
政

を
行
っ
た
君
主
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
主
術
篇
・
脩
務
篇
の
解
釈
で
は
、
王
た
ち
は
聖
王
な
の
で
あ
り
、
『
准
南
子
』
の
説
く
災

異
理
論
に

従
え
ば
、
本
来
災
異
な
ど
起
き
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
で
は
、
災
異
は
「
突
然
に
」
発
生
し
て
し
ま

う
。
人
間
の
側
に
原
因
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
説
話
は
、
占
星
術
の
発
想
に
近
い
と
言
え
る
。
『
准
南
子
』

一
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は
、
こ
の
よ
う
な
災
異
説
話
を
も
容
認
し
て
し
ま
う
の
だ
。
無
論
、
こ
の
説
話
は
、
先
人
の
多
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
書
経
』

に

さ
え
、
記
さ
れ
る
説
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
漢
武
帝
期
、
あ
る
人
た
ち
は
、
有
徳
の
聖
天
子
に
突
如
災
異
の
起
き
る
・
萬
水
湯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

早
の

説
話

は
お
か
し
い
、
と
感
じ
始
め
て
い
た
の
だ
。
　
『
准
南
子
』
は
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
な
お
古
い
タ
イ
プ
の
萬
水
湯
早
説
話

を
そ
の
ま
ま
（
無
批
判
に
）
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
准
南
子
』
が
、
『
准
南
子
』
に
代
表
さ
れ
る
道
家
の
徒
が
、
災

異
理
論

を
精
密
に
構
築
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
覧
冥
篇
に
は
、
有
名
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
禍
の

補
天
説
話
が
出
る
。
こ
の
説
話
で
も
、
女
禍
に
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
悪
政
は
な
い
の
に
、
災
異
が
起
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
経
篇
の
解
釈
と
、
主
術
篇
・
脩
務
篇
の
解
釈
と
の
微
妙
な
相
違
は
、
『
准
南
子
』
の
、
尭
舜
、
そ
の
他
の
名
君
に
対
す
る

複
雑
な
評
価
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
准
南
子
』
で
は
、
尭
舜
と
い
え
ど
も
無
条
件
で
称
賛
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
完
全
な
「
無

為
」
に
い
た
黄
帝
に
較
べ
れ
ば
、
や
は
り
一
段
低
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
桀
紺
に
較
べ
れ
ば
聖
王
で
あ
る
こ
と
に

間
違
い
な
い
。
そ
の
尭
舜
ら
の
時
代
に
、
災
異
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
尭
舜
ら
に
対
す
る
、
聖
王
で
は
あ
る
が
完
全
な
聖
王
と
ま
で

は

言

え
な
い
、
と
い
う
こ
の
評
価
が
、
か
れ
ら
の
治
世
に
起
き
た
災
異
に
対
す
る
『
准
南
子
』
の
態
度
を
複
雑
な
も
の
に
し
、
各
篇

で
の

災
異
解
釈
に
、
微
妙
な
相
違
を
齎
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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ハ
、
聖
王
以
外
の
時
に
起
こ
っ
た
災
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

覧
冥
篇
に

は
、
主
人
公
を
異
に
す
る
災
異
説
話
が
、
四
つ
並
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
災
異
説
話
で
特
徴
的
な
の
は
、
第

一
に
、
「
精
」
や
「
意
」
で
天
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
理
論
と
し
て
は
、
一
で
見
た
よ
う

に
、
『
准
南
子
』
は
天
人
相
関
と
い
う
こ
と
を
容
認
し
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
悪
政
の
結
果
が
災
異
を
招
く
と
い
う
、
い
わ
ば
消
極



的

な
相
関
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
『
准
南
子
』
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
人
間
が
天
地
自
然
に
作
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ン

認
め

て

い

る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
災
異
を
除
去
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
意
図
的
に
災
異
を
惹
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

た

だ
、
こ
こ
で
も
、
「
な
ぜ
」
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
は
語
ら
れ
な
い
。
師
膿
の
音
楽
と
平
公
の
病
気
と
に
ど
の
よ
う
な
因

果
関
係
が
あ
る
の
か
、
女
の
絶
叫
が
ど
う
い
う
機
構
で
海
水
を
呼
ん
だ
の
か
、
な
ぜ
武
王
が
叱
咤
す
る
と
風
波
が
罷
ん
だ
の
か
、
太

陽
が
戻
っ
た
の
は
ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
拠
る
の
か
、
一
切
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
が
一
人
の
手
に
成
っ
た
も
の
で

は

な
く
、
ま
た
『
准
南
子
』
が
統
一
理
論
を
嫌
う
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
董
仲
辞
に
較
べ
た
場
合
、
こ
の
非

理
論
性
は

大

き
な
弱
点
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
逆
に
言
う
と
、
董
仲
寄
は
、
当
時
の
災
異
説
を
採
集
し
て
、
こ
れ
を
一
つ
の
理

論
の

も
と
に
統
合
し
た
（
班
固
は
、
そ
の
理
論
を
、
陰
陽
の
理
論
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
）
、
そ
れ
が
董
仲
辞
の
思
想
史
上
に
お
け
る

功
績
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
董
氏
の
提
出
し
た
新
し
い
も
の
と
は
、
統
一
理
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
災
異
の
原
因
が
悪
政
で
は
な
い
点
。
ま
ず
、
武
王
の
災
異
に
は
原
因
が
な
い
（
武
王
は
、
突
発
し
た
災
異
を
除
去
し
た

の

で

あ
る
）
。
平
公
の
場
合
、
こ
の
事
件
は
、
災
異
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
災
難
と
い
う
べ
き
事
件
な
の
で
あ
っ
て
、
師
噴
の
演
奏
し

た
曲
自
体
が
、
不
吉
な
曲
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
う
言
っ
て
断
っ
た
師
膿
に
演
奏
を
無
理
強
い
し
た
責
任
は
免
れ
な
い
が
、

そ
れ
が
果
し
て
、
自
身
も
大
病
を
発
し
、
国
に
も
大
損
害
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
重
大
な
悪
政
で
あ
ろ
う
か
。
景
公
の
場
合
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

無
実
の

女
が
殺

さ
れ
よ
う
と
す
る
の
は
確
か
に
痛
ま
し
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
景
公
の
責
任
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
よ
う
な
こ
と

に

ま
で
責
任
を
取
ら
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
国
王
た
る
者
、
国
政
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
国
政
と
は
何
の
関
係
も
な

い
、
一
般
の
訴
訟
に
ま
で
細
心
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
も
『
准
南
子
』
は
大
ま
か
に
言
っ
て
、
そ
の

よ
う
に
多
く
治
め
る
こ
と
を
可
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
景
公
に
罪
有
り
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
悪
政
」
で
あ
っ
た
と
は
（
我
我
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に

は
）
認
め
難
い
。
し
か
る
に
、
平
公
と
景
公
と
の
説
話
で
は
、
こ
れ
ら
の
災
異
が
、
「
上
天
の
謙
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多

く
治
め
る
こ
と
を
嫌
う
『
准
南
子
』
で
、
こ
の
よ
う
な
、
一
見
国
政
に
は
無
関
係
な
災
異
が
「
天
謙
」
を
受
け
る
（
従
っ
て
君
主
は

こ
の
よ
う
な
些
細
な
事
に
ま
で
心
を
砕
か
ね
ば
な
ら
な
い
）
こ
と
は
、
不
可
解
と
言
う
し
か
な
い
。
董
仲
寄
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、

個
人
の

行
動
が
招

く
災
異
（
音
楽
の
演
奏
や
冤
罪
の
訴
え
な
ど
）
が
出
な
い
。
『
漢
書
』
五
行
志
に
伝
え
る
董
氏
の
災
異
説
は
、
そ
の

原
因
が
、
概
ね
、
君
主
の
乱
行
、
君
主
夫
人
の
淫
行
、
権
臣
た
ち
の
専
横
、
若
し
く
は
長
期
に
渡
る
、
或
い
は
度
重
な
る
戦
争
、
と

決

ま
っ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
、
人
民
に
与
え
る
影
響
が
甚
だ
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
音
楽
に
関
す
る
も
の
と

し
て
は
、
唯
一
、
五
行
志
・
上
に
、
昭
公
十
八
年
の
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
の
火
災
の
解
釈
で
、
「
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
之
君
、
皆
荒
淫
於
楽
」

と
言
う
例
が
あ
る
が
、
直
後
に
続
け
て
「
不
皿
国
政
」
と
、
国
政
レ
ベ
ル
で
の
怠
慢
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
て
、
た
っ
た
一

曲
の
「
禁
断
の
楽
」
を
奏
し
た
だ
け
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
四
国
に
火
災
が
起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
陽

失

節
、
則
火
災
出
」
と
、
陰
陽
に
よ
る
感
応
を
説
く
。
災
異
の
原
因
と
な
る
国
王
の
行
為
が
、
国
政
上
の
重
大
な
過
失
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
結
果
惹
起
さ
れ
た
災
異
を
、
理
論
的
に
説
明
し
得
る
こ
と
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
、
董
仲
箭
は
『
准
南
子
』
よ
り
も
進
ん
で
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
道
応
篇
に

は
、
宋
の
景
公
の
時
の
、
「
笈
惑
　
心
に
在
り
」
と
い
う
災
異
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
国
王
（
景
公
）
は
、
罰
せ
ら
れ

る
べ
き
罪
を
犯
し
て
は
い
な
い
。
子
章
は
、
「
焚
惑
は
天
罰
な
り
」
と
言
う
が
、
「
天
罰
」
で
あ
る
災
異
は
、
突
然
発
生
し
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
目
に
つ
く
の
は
、
占
星
術
の
結
果
が
絶
対
の
も
の
で
は
な
く
、
人
為
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
得
る
こ
と
、
ま
た
、
す
で
に

起

き
た
災
異
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
起
こ
ろ
う
と
す
る
災
異
ま
で
変
更
さ
れ
得
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。

　
本
経
篇
で
は
、
蒼
頷
・
伯
益
の
文
化
創
造
伝
説
が
語
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
文
化
英
雄
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
災
異
を
招
い
た
張
本
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人
で
も
あ
る
。
「
能
　
愈
よ
多
く
し
て
、
徳
　
愈
よ
薄
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
准
南
子
』
の
価
値
観
を
、
明
確
に
表
し
て
い
よ
う
。

　
　
二
、
祥
瑞
説
話

　
次
に
、
祥
瑞
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
原
道
篇
で
は
、
「
泰
古
の
二
皇
」
（
注
に
よ
れ
ば
伏
義
・
神
農
）
の
人
徳
・
善
政
が
、
よ
い

結
果

（生
物
が
順
調
に

成
育
・
繁
殖
す
る
こ
と
、
人
間
界
に
も
不
幸
な
で
き
ご
と
の
な
い
こ
と
、
天
文
に
異
変
が
起
き
な
い
こ
と
、

等
）
を
招
く
、
と
さ
れ
る
。
「
祥
瑞
」
と
し
て
目
新
し
い
主
張
が
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、
善
政
を
「
無
為
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
『
准

南
子
』
の
主
張
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
要
略
が
泰
族
篇
に
つ
い
て
語
る
箇
所
も
同
様
で
、
「
五
帝
三
王
」
の
善
政
が
、
景
星

や

祥
風
、
黄
龍
・
鳳
恩
・
願
麟
な
ど
の
出
現
を
招
く
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
善
政
は
、
「
天
気
を
懐
き
天
心
を
抱
き
、
中
を
執
り
和

を
含
み
」
な
ど
の
抽
象
語
で
表
さ
れ
る
の
み
で
、
具
体
的
に
は
判
ら
な
い
。
こ
こ
が
、
『
准
南
子
』
の
・
祥
瑞
を
説
く
他
の
箇
所
と
異

な
っ
て
い
る
の
は
、
祥
瑞
と
し
て
具
体
的
な
事
象
が
「
起
き
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
善
政
を
施
か
な
か
っ
た
場
合
の
「
災
異
」
と
し
て
、

「

神
舐
応
ぜ
ず
福
祥
帰
せ
ず
」
と
言
う
、
消
極
的
な
も
の
（
「
祥
瑞
が
起
き
な
い
」
こ
と
が
災
異
）
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
傲
真

篇
で
は
、
天
候
や
作
柄
が
順
調
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
九
鼎
や
河
図
洛
書
を
出
す
と
こ
ろ
が
、
『
准
南
子
』
の
中
で
は
特
異
な
点
で
あ

る
。
覧
冥
篇
で
黄
帝
に
関
す
る
祥
瑞
を
述
べ
た
件
で
は
、
鳳
風
や
顧
麟
の
出
現
の
他
、
「
星
辰
そ
の
行
を
失
は
ず
、
風
雨
時
節
あ
り
五

穀
登
執

し
、
虎
狼
妄
喧
せ
ず
鷲
鳥
妄
搏
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
災
異
が
起
き
な
い
」
と
い
う
だ
け
の
こ
と

だ

が
、
そ
れ
だ
け
で
め
で
た
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
善
政
は
、
「
男
女
を
別
し
雌
雄
を
異
に
し
、
上
下
を
明
か
に
し
貴
賎
を

と
と
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

等
へ
、
強
を
し
て
弱
を
掩
は
ず
、
衆
を
し
て
寡
を
暴
は
ざ
ら
し
め
」
と
儒
教
の
色
彩
の
濃
い
も
の
や
、
「
法
令
明
か
に
し
て
闇
か
ら
ず
」

と
い
う
法
家
色
の
強
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
主
術
篇
の
神
農
に
関
わ
る
祥
瑞
説
話
で
も
、
祥
瑞
は
天
候
・
作
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柄
の

順
調

で
あ
る
。
ま
た
、
時
令
に
従
う
べ
き
だ
と
言
う
。
「
春
生
夏
長
、
秋
収
冬
蔵
」
と
は
、
『
春
秋
繁
露
』
に
も
あ
っ
た
が
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

漢
・
武
帝
期
に
は
ご
く
普
通
の
発
想
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
月
に
省
、
時
に
考
ふ
」
と
い
う
考
課
の
考
え
は
、
董
仲
辞
の
対
策
に
も

あ
っ
た
考
え
で
あ
り
、
兵
略
篇
に
選
挙
の
こ
と
を
言
う
の
と
併
せ
考
え
る
と
、
武
帝
期
に
は
、
た
だ
血
統
や
年
功
だ
け
で
高
位
高
官

に

あ
る
こ
と
に
批
判
的
な
眼
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
主
術
篇
に
は
も
う
一
箇
所
、
尭
・
舜
・
萬
・
湯
王
・
文
王
・
武
王
を
列
記

す

る
箇
所
が
あ
る
が
、
「
鬼
神
も
敢
て
崇
ら
ず
、
山
川
も
敢
て
禍
せ
ず
」
と
言
わ
れ
る
。
天
候
・
作
柄
の
順
調
を
言
う
の
で
あ
ろ
う

が
、
詳
し
く
は
不
明
で
あ
る
。
氾
論
篇
で
は
、
単
に
「
古
へ
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
聖
王
の
名
は
記
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
善
政
は
、

「

陰
陽
和
平

し
、
風
雨
時
節
あ
り
、
万
物
蕃
息
す
」
と
言
わ
れ
る
祥
瑞
を
招
来
す
る
。
天
に
従
え
ば
、
陰
陽
も
四
時
も
乱
れ
な
い
。

前
節
で
も
あ
っ
た
が
、
人
間
の
側
か
ら
自
然
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
文
か

ら
明
か
な
よ
う
に
、
ω
祥
瑞
に
は
、
ど
う
い
う
善
政
の
結
果
が
ど
う
い
う
祥
瑞
な
の
か
を
説
明
す
る
理
論
が
な
い
（
董

仲
辞
も
同
じ
。
「
善
政
が
祥
瑞
を
招
く
」
と
言
う
だ
け
で
、
詳
し
い
理
論
は
説
か
れ
な
い
）
。
ω
『
准
南
子
』
で
は
祥
瑞
は
常
に
「
無

為
の

治
」
を
行
っ
て
い
た
過
去
の
も
の
と
さ
れ
、
下
降
史
観
（
傲
真
篇
で
は
、
伏
義
は
既
に
「
世
の
衰
ふ
る
に
及
」
ぶ
時
代
の
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

で

あ
る
。
神
農
・
黄
帝
は
な
お
さ
ら
だ
、
と
さ
れ
る
。
彼
ら
は
一
応
販
め
ら
れ
な
い
が
、
尭
舜
、
文
王
武
王
ら
と
と
も
に
、
太
古
の

無
為
の

政
治
に

較
べ
れ
ば
、
絶
賛
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
）
が
顕
著
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
徹
底
的
な
尚
古
主
義
で
あ
る
。

⑧
尭
舜
の
時
に
お
い
て
さ
え
も
「
災
異
」
は
起
こ
る
の
に
、
「
祥
瑞
」
は
聖
王
の
も
と
で
し
か
起
き
な
い
。
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結
び

　
以

上
、
『
准
南
子
』
の
災
異
説
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
最
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
准
南
子
』
全
体
を
貫
く
主
張
は
存

在

し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
家
思
想
を
中
心
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
災
異
説
に
関
す
る
限
り
、

異
な

っ

た
篇
の
間
で
理
論
が
矛
盾
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
篇
の
中
で
さ
え
い
く
つ
か
の
違
う
災
異
理
論
が
提
出
さ
れ
、
相
互
の
整

合
性
な

ど
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
に
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
董
仲
紆
と
較
べ
た
場
合
の
、
『
准
南
子
』
の
顕
著
な
特

徴
で
あ
ろ
う
。
董
氏
の
災
異
は
理
論
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
『
准
南
子
』
の
そ
れ
は
俗
信
に
止
ま
っ
て
い
る
。
董
仲
辞
に
は
一
応

の

体
系
が
あ
る
が
、
『
准
南
子
』
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
理
由
は
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

　
先
ず
、
『
准
南
子
』
に
お
け
る
災
異
（
祥
瑞
）
の
説
か
れ
方
を
再
び
考
え
て
み
る
と
、
『
准
南
子
』
で
は
、
僅
か
の
例
外
を
除
い
て
、

災
異
（
祥
瑞
）
自
体
が
主
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
災
異
も
祥
瑞
も
、
『
准
南
子
』
が
し
よ
う
と
す
る
主
張
の

た

め

の

証
拠

と
し
て
の
み
引
か
れ
て
い
る
の
だ
。
『
准
南
子
』
の
視
線
は
災
異
を
向
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
災
異
説
話
は
、
歴
史
上

の
一
つ
の
事
実
と
し
て
扱
わ
れ
、
『
准
南
子
』
の
あ
る
主
張
を
裏
付
け
る
為
の
傍
証
と
し
て
引
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
『
准
南
子
』

で

は
、
災
異
が
論
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
董
氏
と
『
准
南
子
』
と
の
、
政
治
に
対
す
る
理
想
の
差
も
原
因
で
あ
ろ
う
。
董
仲
辞
は
、
「
多
く
治
め
る
」
こ
と
を
厭
わ
な

い
。
む
し
ろ
、
儒
者
と
し
て
、
支
配
者
の
、
被
支
配
者
へ
の
積
極
的
な
関
わ
り
を
要
求
す
る
。
だ
か
ら
董
氏
は
、
何
が
悪
政
で
あ
り

何
が
善
政
で
あ
る
の
か
を
細
か
く
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
『
准
南
子
』
は
、
無
為
を
尊
び
、
多
く
治
め
る
こ
と
を
嫌
い
、
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君
主
の
積
極
的

な
働
き
を
拒
も
う
と
す
る
。
そ
の
立
場
か
ら
は
、
「
無
為
の
治
」
で
な
い
も
の
は
悉
く
悪
政
と
断
定
で
き
る
。
そ
の
結

果
、
董
氏
の
災
異
に
対
す
る
視
線
は
緻
密
に
な
り
、
『
准
南
子
』
の
災
異
に
対
す
る
そ
れ
は
粗
雑
な
ま
ま
で
済
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
国
政
に
余
り
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
ま
で
災
異
説
話
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
董
氏
の
説
く
儒
学
が
大
漢
帝
国
に
迎
え
ら
れ
、
『
准
南
子
』
の
説
い
た
道
家
の
学
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ

ろ
う
。
巨
大
な
帝
国
を
経
営
し
て
ゆ
く
の
に
、
「
無
為
の
治
」
は
無
益
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
董
仲
辞
と
較
べ
た
場
合
の
、
『
准
南
子
』
災
異
説
の
特
徴
は
、
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
「
現
代
」
に
祥
瑞
が
起
き
ず
、
災
異
ば
か

り
が
起
き
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
説
明
す
る
の
か
で
あ
る
。
勿
論
、
現
代
の
政
治
が
正
し
く
な
い
か
ら
災
異
が
発
生
す
る
の
だ
、

と
い
う
基
本
姿
勢
は
、
両
者
に
共
通
す
る
。
だ
が
、
詳
し
く
見
る
と
、
そ
の
立
場
は
微
妙
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
董
仲
寄
は
、
「
災
異

が
起

き
る
の
は
天
が
君
主
を
い
ま
だ
見
捨
て
て
は
い
な
い
証
拠
だ
」
と
す
る
。
災
異
は
天
の
戒
め
で
あ
り
、
戒
め
が
あ
る
以
上
、
天

は
君
主
を
見
捨
て
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
災
異
を
「
天
の
戒
め
」
と
す
る
こ
の
考
え
方
は
、
董
氏
の
独
創
で
は
な
い
。
文
帝
の
詔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

勅
に

も
出
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
准
南
子
』
に
よ
れ
ば
、
尭
舜
の
治
世
も
桀
紺
の
治
世
も
、
災
異
が
起
き
る
以
上
は
、

「

無
為
の

治
」
で
な
い
（
－
理
想
政
治
で
は
な
い
）
こ
と
で
は
同
じ
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
准
南
子
』
で
は
、
災

異

は
無
条
件
に
悪
政
の
証
拠
な
の
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
は
、
現
代
に
な
ぜ
災
異
し
か
起
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば

本
経
篇
に
出
る
よ
う
な
、
鉱
業
や
農
耕
・
牧
畜
な
ど
ま
で
「
悪
事
」
だ
と
し
て
し
ま
う
、
強
烈
な
下
降
史
観
で
説
明
す
る
。
こ
の
強

烈

な
下
降
史
観
も
、
『
准
南
子
』
災
異
説
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。
　
称
篇
に
は
、

　
　
昔
、
二
皇
に
は
、
鳳
皇
庭
に
至
り
、
三
代
に
は
門
に
至
り
、
周
室
に
は
沢
に
至
る
。

　
と
言
う
文
が
あ
る
。
徳
の
多
少
と
、
鳳
風
の
来
る
場
所
の
遠
近
が
比
例
す
る
、
と
言
う
の
だ
。
三
代
の
治
世
で
さ
え
、
二
皇
に
較
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べ
れ
ば

明
か
に

劣

る
の
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
に
お
い
て
「
聖
王
」
と
称
え
ら
れ
る
天
子
は
多
い
が
、
そ
の
全
て
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
称

え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
黄
帝
は
無
条
件
に
称
賛
さ
れ
る
が
、
尭
舜
に
な
る
と
、
黄
帝
に
較
べ
て
ワ
ン
ラ
ン
ク
低
く
扱
わ
れ
る

こ
と
も
多
い
。
二
の
ロ
が
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
の
ロ
や
ハ
に
お
い
て
、
一
見
災
異
が
突
発

し
た
よ
う
に
見
え
た
説
話
も
、
実
は
『
准
南
子
』
に
と
っ
て
は
、
突
発
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間

の

側
に

原

因
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
災
異
が
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
「
無
為
の
治
」
を
行
っ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
は
悪
政
で
あ

る
、
と
言
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。
董
仲
辞
の
災
異
天
戒
説
と
、
『
准
南
子
』
の
下
降
史
観
と
、
ど
ち
ら
が
権
力
者
に
と
っ
て
好
都
合
か

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
准
南
子
』
に
よ
れ
ば
、
災
異
が
あ
る
の
は
悪
政
の
明
証
で
あ
る
が
、
董
仲
辞
に
従
え
ば
、
災
異

が
起

き
る
こ
と
は
む
し
ろ
喜
ば
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
は
、
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
も
、
権
力
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
は

な

か
ろ
う
か
。

注（
1
）
　
『
漢
書
』
五
行
志
で
は
、
董
仲
静
は
、
『
春
秋
』
と
結
合
し
て
災
異
を
言
っ
た
者
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
）
　
董
仲
紆
の
災
異
説
に
就
い
て
は
、
『
漢
書
』
本
伝
、
及
び
五
行
志
所
載
の
も
の
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
『
春
秋
繁
露
』
は
別
に
考
え
る
こ

　
　
と
に
す
る
。

（
3
）
例
え
ば
、
影
山
輝
国
氏
を
参
照
（
「
董
仲
箭
に
至
る
災
異
思
想
の
系
譜
」
、
実
践
国
文
学
　
第
三
十
四
号
）
。

（
4
）
　
一
見
、
文
明
や
文
化
を
否
定
す
る
言
辞
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
が
人
間
生
活
な
ら
、

　
　
現
代
の
人
間
生
活
に
祥
瑞
が
現
れ
ず
、
災
異
が
頻
発
す
る
こ
と
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
「
現
代
」
に
祥
瑞
が
起
き
ず
、
災

　
　
異
ば
か
り
が
発
生
す
る
こ
と
に
対
す
る
説
明
な
の
だ
。
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（
5
）
　
注
に
、
「
赤
地
は
早
な
り
」
と
言
う
。
「
令
不
収
」
は
読
み
難
い
が
、
注
に
「
干
時
之
令
、
不
収
納
」
と
言
い
、
『
意
林
』
巻
二
は
本
文
を

　
　
引
い
て
「
令
不
時
」
に
作
る
。
収
穫
す
べ
き
時
期
に
収
穫
し
な
い
と
い
う
時
令
違
反
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
な
お
、
董
仲
寄
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
董
氏
が
災
異
を
『
公
羊
伝
』
で
裏
付
け
す
る
の
に
対
し
、
泰
族
篇
は
『
詩
経
』
で
裏
付
け
し
て

　
　
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
『
筍
子
』
が
あ
れ
ほ
ど
否
定
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
儒
家
の
中
に
、
災
異
を
儒
家
の
思
想
の
中
に
摂
取
す
る
ば
か
り

　
　
で
は
な
く
、
災
異
を
儒
家
の
理
論
で
説
明
し
よ
う
と
い
う
動
き
（
具
体
的
に
は
、
災
異
と
五
経
と
の
結
合
に
よ
っ
て
）
が
、
董
氏
以
外
に

　
　
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
詩
経
』
は
天
変
地
異
に
つ
い
て
語
る
し
（
「
災
異
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）
、
『
詩

　
　
経
』
を
自
説
の
裏
打
ち
に
使
う
こ
と
は
『
韓
詩
外
伝
』
な
ど
に
も
前
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
災
異
と
『
詩
経
』
と
の
結
合
は
、
さ
ほ
ど
困

　
　
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

（
7
）
　
天
文
篇
や
泰
族
篇
で
は
、
例
え
ば
天
候
の
変
化
と
鳥
魚
の
行
動
と
を
「
陰
陽
の
気
」
で
関
連
づ
け
る
な
ど
、
自
然
界
の
事
象
同
士
の
・

　
　
陰
陽
に
よ
る
関
連
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
天
文
篇
に
は
他
に
も
「
刑
徳
」
を
言
う
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
こ
も
含
め
て
、
い
ず
れ
も
暦
日
に
関
わ
る
迷
信
で
あ
る
ら
し
く
、
政
治
に

　
　
関
し
て
「
刑
徳
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
董
仲
箭
が
、
政
治
に
関
わ
る
「
刑
徳
」
を
陰
陽
に
配
し
た
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
『
史
記
』

　
　
天
官
書
に
も
、
天
文
に
関
わ
る
「
刑
徳
」
が
出
る
。

（
9
）
　
『
荷
子
』
天
論
篇
も
、
「
星
隊
、
木
鳴
、
国
人
皆
恐
、
日
、
是
何
也
、
日
、
無
何
也
、
是
天
地
之
変
、
陰
陽
之
化
、
物
之
牢
至
者
也
」
と

　
　
言
っ
て
、
天
地
に
は
陰
陽
を
認
め
る
の
に
、
そ
の
「
陰
陽
の
化
」
と
人
事
と
を
結
合
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

（
1
0
）
　
『
春
秋
繁
露
』
五
行
諸
篇
も
、
五
行
に
よ
る
災
異
理
論
は
説
く
が
、
災
異
解
釈
は
し
な
い
。
な
お
、
五
行
の
そ
れ
ぞ
れ
が
他
を
「
干
し

　
　
た
」
場
合
の
災
異
に
つ
い
て
は
、
『
春
秋
繁
露
』
で
は
治
乱
五
行
篇
に
記
述
が
あ
る
。

（
H
）
　
木
星
の
位
置
に
よ
る
占
歳
は
『
史
記
』
天
官
書
に
も
出
る
。

（
1
2
）
　
五
行
の
配
当
は
時
則
篇
の
時
令
違
反
の
災
異
に
見
ら
れ
た
も
の
と
共
通
す
る
。
な
お
、
『
史
記
』
天
官
書
に
も
同
様
の
占
い
が
記
さ
れ

　
　
る
。
金
星
と
水
星
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
『
准
南
子
』
と
同
文
で
あ
る
。
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（
1
3
）
　
注
に
、
「
康
は
盛
な
り
」
と
言
う
が
、
王
念
孫
は
、
「
盛
は
ま
さ
に
虚
に
為
る
べ
し
、
此
れ
浅
学
人
の
こ
れ
を
改
む
る
な
り
、
康
の
言
た

　
　
る
、
荒
な
り
、
康
荒
は
皆
虚
な
り
、
云
々
」
と
言
う
。
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
に
、
「
計
然
曰
く
、
…
…
六
歳
に
穣
あ
り
、
六
歳
に
早
あ
り
、

　

十
二
歳
に
一
た
び
大
い
に
儀
う
、
云
々
」
と
あ
る
。

（
1
4
）
　
泰
族
篇
に
は
、
災
異
の
例
と
し
て
「
日
月
薄
蝕
」
が
出
る
。
な
お
、
天
文
に
よ
る
占
い
の
結
果
を
、
地
上
の
ど
の
地
域
に
当
て
る
か
を

　
　
示
す
分
野
説
も
、
天
文
篇
に
は
出
る
。
精
神
篇
に
も
、
分
野
説
を
前
提
と
し
た
災
異
説
が
出
る
。

（
1
5
）
　
董
仲
辞
も
、
対
策
で
祥
瑞
に
触
れ
る
が
、
祥
瑞
生
起
の
理
論
を
語
る
こ
と
は
な
い
。

（
1
6
）
　
『
国
語
』
周
語
上
で
は
、
同
じ
災
異
が
周
の
幽
王
の
時
の
事
件
と
し
て
語
ら
れ
、
陰
陽
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
『
史
記
』
周
本
紀
も
ほ
ぼ

　
　
同
文
。

（
1
7
）
　
『
漢
書
』
公
孫
弘
伝
に
、
「
元
光
五
年
、
…
…
上
、
諸
儒
に
策
詔
す
、
制
に
曰
く
、
…
・
：
禺
・
湯
の
水
早
、
蕨
の
答
何
に
か
由
る
、

　
　
云

々
、
と
、
弘
　
対
へ
て
曰
く
、
…
…
臣
聞
く
、
尭
、
鴻
水
に
遭
ひ
、
萬
を
し
て
こ
れ
を
治
め
し
む
、
と
、
い
ま
だ
萬
の
水
有
る
を
聞
か

　
　
ざ
る
な
り
、
湯
の
早
の
若
き
は
、
則
ち
桀
の
余
烈
な
り
、
桀
・
紺
は
悪
を
行
ひ
、
天
の
罰
を
受
く
、
萬
・
湯
は
徳
を
積
み
、
以
て
天
下
に

　
　
王
た

り
、
云
々
」
と
い
う
記
事
が
出
る
。
ま
た
、
『
春
秋
繁
露
』
暖
襖
常
多
篇
に
は
、
「
萬
水
・
湯
早
は
常
経
に
非
ざ
る
な
り
、
世
気
の
変

　
　
じ
て
陰
陽
平
を
失
ふ
に
適
遭
す
、
尭
は
民
を
視
る
こ
と
子
の
如
く
、
民
は
尭
を
視
る
こ
と
父
母
の
如
し
、
尚
書
に
曰
く
、
二
十
有
八
載
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ

　
　
放
勲
乃

ち
姐
落
し
、
百
姓
、
考
批
に
喪
す
る
が
如
し
、
四
海
の
内
、
八
音
を
閲
密
す
る
こ
と
三
年
、
と
、
三
年
　
陽
気
、
陰
に
厭
が
れ
、

　
　
陰
気
、
大
い
に
興
る
、
此
れ
萬
の
水
名
有
る
所
以
な
り
、
桀
は
天
下
の
残
賊
な
り
、
湯
は
天
下
の
盛
徳
な
り
、
天
下
　
残
賊
を
除
き
て
盛

　
　
徳
を
得
、
大
善
な
る
者
再
び
あ
り
、
是
れ
陽
を
重
ぬ
る
な
り
、
故
に
湯
に
早
の
名
有
り
、
皆
適
遭
の
変
、
萬
・
湯
の
過
ち
に
非
ず
、
適
遭

　
　
の

変

を
以
て
平
生
の
常
を
疑
ふ
な
け
れ
ば
、
則
ち
守
る
所
失
は
れ
ず
、
則
ち
正
道
益
す
ま
す
明
か
な
り
」
と
言
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

　
　
萬
湯
に
水
早
あ
る
は
異
常
だ
（
あ
る
べ
き
は
ず
の
な
い
災
異
が
起
こ
っ
た
）
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
舜
の
十
日
説
話
は
、
『
楚
辞
』
天
間

　
　

（弄
焉
弾
日
、
烏
焉
解
羽
）
や
、
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
見
え
る
。
禺
の
治
水
（
洪
水
）
説
話
は
、
『
書
経
』
尭
典
、
同
皐
陶
誤
（
偽
古
文

　
　
の

益
稜
）
、
『
孟
子
』
縢
文
公
下
、
『
国
語
』
周
語
下
、
『
筍
子
』
成
相
篇
、
『
墨
子
』
兼
愛
篇
中
、
同
七
患
篇
の
引
く
『
夏
書
』
、
『
史
記
』
五

一 83一



　
　
帝
本
紀
、
同
夏
本
紀
な
ど
に
見
え
る
。
『
准
南
子
』
脩
務
篇
に
も
、
萬
の
治
水
説
話
は
出
る
。
湯
の
早
魅
説
話
は
、
『
墨
子
』
兼
愛
篇
下
、

　
　
同
七
患
篇
の
引
く
『
段
書
』
、
『
筍
子
』
大
略
篇
、
『
呂
氏
春
秋
』
順
民
篇
、
『
春
秋
』
嚢
公
十
年
左
伝
の
疏
の
引
く
「
書
伝
」
な
ど
に
見
え
、

　
　
洪
水
と
早
魅
と
を
併
称
す
る
も
の
と
し
て
は
、
『
荘
子
』
秋
水
篇
、
『
荷
子
』
富
国
篇
、
『
管
子
』
山
権
数
篇
、
『
新
書
』
憂
民
篇
な
ど
が
あ

　
　
る
。

（
／
8
）
　
災
異
が
収
ま
っ
た
後
の
、
「
禽
獣
腹
蛇
、
そ
の
爪
牙
を
匿
し
、
そ
の
瞥
毒
を
蔵
せ
ざ
る
な
く
、
撞
瞳
の
心
あ
る
な
し
」
と
言
う
状
況
に
着

　
　
目
す
れ
ば
、
祥
瑞
説
話
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

（
1
9
）
　
魯
陽
公
の
は
「
災
異
」
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
の
注
は
、
三
師
畷
の
災
異
は
）
…
…
唯
だ
聖
君
能
く
こ
の
異
を
御
し
、
災
ひ
無

　
　
か
ら
し
む
る
の
み
、
平
公
は
徳
薄
く
、
堪
ふ
る
能
は
ず
、
故
に
篤
き
病
あ
り
て
大
い
に
早
す
る
な
り
、
庶
賎
の
女
、
斉
の
寡
婦
な
り
、
子

　
　
無
く
、
嫁
せ
ず
、
姑
に
事
へ
て
謹
敬
な
り
、
姑
に
男
無
く
女
有
り
、
女
、
母
の
財
を
利
と
し
、
母
を
し
て
婦
を
嫁
せ
し
め
ん
と
す
、
婦
は

　
　
益
す
ま
す
肯
ん
ぜ
ず
、
女
、
母
を
殺
し
て
以
て
寡
婦
を
誕
ふ
、
婦
は
自
ら
明
か
に
す
る
能
は
ず
、
冤
結
し
て
天
に
叫
ぶ
、
天
、
為
に
雷
電

　
　
を
作
し
て
下
し
て
景
公
の
台
を
撃
つ
、
云
々
L
と
言
う
。
師
噴
に
つ
い
て
は
、
『
韓
非
子
』
十
過
篇
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
衛
の
霊

　
　
公
が
、
撲
水
の
ほ
と
り
で
耳
慣
れ
な
い
音
楽
を
聞
き
、
師
滑
に
命
じ
て
習
わ
せ
る
。
晋
に
赴
い
た
霊
公
は
、
平
公
の
前
で
そ
の
音
楽
を
演

　
　
奏
さ
せ
る
が
、
師
畷
が
中
断
さ
せ
る
。
紺
の
師
延
の
作
で
、
こ
れ
を
聞
け
ば
そ
の
国
が
必
ず
侵
略
さ
れ
る
と
い
う
、
亡
国
の
楽
だ
っ
た
か

　
　
ら
で
あ
る
。
平
公
は
師
暖
に
、
こ
れ
よ
り
も
悲
し
い
音
楽
が
あ
る
か
、
と
問
う
。
清
徴
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
答
え
る
師
暖
に
、
平
公
は
、

　
　
そ
れ
を
演
奏
せ
よ
と
命
ず
る
。
徳
の
薄
い
平
公
に
は
聞
く
資
格
が
な
い
と
し
て
一
旦
は
拒
ん
だ
師
暖
だ
が
、
平
公
に
強
い
ら
れ
て
や
む
を

　

得
ず
演
奏
す
る
。
演
奏
す
る
と
十
六
羽
の
玄
鶴
が
現
れ
、
音
楽
に
従
っ
て
郎
門
に
集
ま
り
、
列
を
作
っ
て
鳴
い
た
。
平
公
は
更
に
、
こ
れ

　
　
よ
り
も
悲
し
い
音
楽
が
あ
る
か
、
と
問
う
。
師
噴
は
、
清
角
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
と
答
え
て
し
ま
う
。
演
奏
を
要
求
す
る
平
公
に
、
師

　
　
暖
は
、
清
角
は
黄
帝
の
ご
と
き
大
徳
の
君
主
で
な
け
れ
ば
聞
け
な
い
音
楽
で
あ
り
、
強
い
て
演
奏
す
れ
ぼ
悪
い
こ
と
が
起
き
る
だ
ろ
う
と

　

答

え
る
が
、
強
要
さ
れ
て
演
奏
す
る
。
演
奏
す
る
と
西
北
か
ら
黒
雲
が
湧
き
起
こ
り
、
大
風
が
吹
き
大
雨
が
降
り
始
め
、
帷
幕
を
裂
き
姐

　
　
豆
を
壊
し
、
屋
根
瓦
が
吹
き
飛
ぶ
騒
ぎ
と
な
る
。
挙
げ
句
は
、
晋
に
早
魅
が
起
こ
り
、
三
年
の
間
作
物
が
で
き
ず
、
平
公
自
身
も
病
気
に
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罹
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ま
た
、
禁
断
の
音
楽
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
史
記
』
楽
書
も
ほ
ぼ
同
文
。
但
し
、
楽
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『
太

　

平
御
覧
』
七
百
六
十
七
に
引
く
『
荘
子
』
侠
文
は
、
極
く
簡
単
に
、
清
角
演
奏
時
に
災
異
が
起
こ
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
し
て
い
る
。
庶
賎

　

の
女
の

方

は
、
他
書
に
見
え
な
い
が
、
『
漢
書
』
干
定
国
伝
に
、
そ
の
父
・
干
公
の
故
事
と
し
て
出
て
い
る
。
東
海
の
孝
婦
は
早
く
に
夫
を

　

失
い
、
子
の
な
い
ま
ま
姑
に
仕
え
て
い
た
。
他
へ
嫁
ぐ
こ
と
を
肯
ん
じ
え
な
い
嫁
を
哀
れ
ん
で
、
姑
は
自
殺
す
る
。
姑
の
娘
が
嫁
を
姑
殺

　

し
の
罪
で
告
発
、
子
公
は
そ
の
冤
罪
た
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
容
れ
ら
れ
ず
、
嫁
は
刑
死
し
、
三
年
に
わ
た
る
早
魅
が
郡
中
を
襲
う
。
早

　

魅
の

理
由
を
知
ろ
う
と
す
る
新
太
守
に
、
干
公
は
無
実
の
罪
で
女
を
殺
し
た
答
で
は
な
い
か
と
告
げ
る
。
太
守
が
こ
の
女
の
塚
を
祭
る
と
、

　
　
た
ち
ど
こ
ろ
に
雨
が
降
っ
た
。
郡
は
挙
げ
て
子
公
を
敬
っ
た
の
で
あ
る
。
『
説
苑
』
貴
徳
篇
も
、
ほ
ぼ
同
文
。
武
王
に
関
わ
る
・
孟
津
で
の

　

災
異
は
、
兵
略
篇
に
も
出
る
。
な
お
、
『
後
漢
書
』
劉
楡
伝
の
注
に
、
「
『
准
南
子
』
に
曰
く
、
都
術
は
燕
の
恵
王
に
事
へ
て
忠
を
尽
く
す

　
　
に
、
左
右
こ
れ
を
譜
り
、
王
こ
れ
を
繋
ぐ
、
天
を
仰
ぎ
て
芙
す
れ
ば
、
五
月
に
天
こ
れ
が
為
に
霜
を
下
す
」
と
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
く
『
後

　
　
漢
書
』
衰
紹
伝
の
注
に
、
「
『
准
南
子
』
に
曰
く
、
郷
街
は
燕
の
恵
王
に
事
へ
て
忠
を
尽
く
す
に
、
左
右
こ
れ
を
譜
る
、
天
を
仰
ぎ
て
実
す

　
　
れ
ば
、
夏
五
月
に
天
為
に
霜
を
降
す
」
と
言
う
。
他
に
、
『
文
選
』
求
通
親
表
の
李
善
注
、
同
じ
く
詣
建
平
王
上
書
の
李
善
注
、
『
初
学
記
』

　
　
天
部
下
、
『
芸
文
類
聚
』
歳
時
上
な
ど
が
、
『
准
南
子
』
と
い
う
書
名
を
挙
げ
て
、
ほ
ぼ
同
文
を
載
せ
る
。
『
論
衡
』
感
虚
篇
に
は
、
「
伝
書

　
　
に
言
ふ
」
と
し
て
、
「
都
街
罪
無
く
し
て
燕
に
拘
は
れ
、
夏
五
月
に
当
た
る
に
天
を
仰
ぎ
て
歎
ず
、
天
為
に
霜
を
限
ら
し
む
」
と
言
う
。

（
2
0
）
　
自
然
に
作
用
す
る
場
合
に
、
「
全
性
保
真
」
と
い
う
養
生
家
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
節
で

　
　
の

災
異
除
去
の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
道
家
的
な
態
度
が
有
効
な
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
ま
た
、
『
漢
書
』
に
出
る
類
話
と
比
較
す
れ
ば
、
『
漢
書
』
の
女
が
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
『
准
南
子
』
の
女
は
な
お
生
存
し
て

　
　
い
る
。

（
2
2
）
　
『
呂
氏
春
秋
』
制
楽
篇
に
、
ほ
ぼ
同
文
。

（
2
3
）
　
こ
こ
の
伏
義
・
神
農
・
黄
帝
の
時
代
順
位
は
我
我
が
よ
く
知
る
も
の
と
異
な
る
が
、
三
皇
に
つ
い
て
は
異
説
も
多
い
こ
と
で
あ
り
、
恐

　
　
ら
く
こ
こ
で
は
、
伏
義
・
神
農
・
黄
帝
を
三
皇
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
2
4
）
　
『
春
秋
繁
露
』
必
仁
且
智
篇
に
、

　
　
　

凡

そ
災
異
の
本
は
尽
く
国
家
の
失
よ
り
生
ず
、
国
家
の
失
　
乃
ち
始
め
℃
萌
芽
す
る
や
、
天
　
災
害
を
出
だ
し
て
以
て
こ
れ
に
諸
告

　
　
　

す
、
こ
れ
に
鑓
告
し
て
変
ず
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
乃
ち
怪
異
を
見
は
し
て
以
て
こ
れ
を
驚
骸
す
、
こ
れ
を
驚
骸
し
て
尚
ほ
畏
恐
す
る
を
知

　
　
　

ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
映
答
乃
ち
至
る
、
此
れ
を
以
て
天
意
の
仁
に
し
て
人
を
陥
す
を
欲
せ
ざ
る
を
見
る
な
り
、
謹
ん
で
案
ず
る
に
、
災
異

　
　
　

は
以
て
天
意
を
見
る
、
天
意
に
欲
す
る
あ
り
、
欲
せ
ざ
る
あ
る
な
り
、
欲
す
る
所
欲
せ
ざ
る
所
は
、
人
、
内
に
は
以
て
自
ら
省
み
て
宜

　
　
　

し
く
心
に
懲
あ
る
べ
し
、
外
に
は
以
て
そ
の
事
を
観
て
宜
し
く
国
に
験
あ
る
べ
し
、
故
に
天
意
を
見
る
も
の
の
災
異
に
於
け
る
や
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く

　
　
　

れ

を
畏
れ
て
悪
ま
ざ
る
な
り
、
以
て
天
　
吾
が
過
ち
を
振
ひ
吾
が
失
を
救
は
ん
と
欲
し
、
故
に
此
れ
を
以
て
我
に
報
ず
と
為
す
な
り
、

　
　
　

春
秋
の
法
、
上
　
古
を
変
へ
常
を
易
へ
、
是
に
応
じ
て
天
災
有
る
も
の
、
幸
国
と
謂
ふ
、
…
…
楚
の
荘
王
、
天
　
災
を
見
は
さ
ず
、
地

　
　
　

葉

を
見
は
さ
ざ
る
を
以
て
、
則
ち
こ
れ
を
山
川
に
禧
り
て
曰
く
、
天
そ
れ
ま
さ
に
予
を
亡
さ
ん
と
す
る
か
、
吾
が
過
ち
を
説
か
ず
、
吾

　
　
　

が
罪

を
極
む
る
な
り
、
と
、
此
れ
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
天
災
の
過
ち
に
応
じ
て
至
る
や
、
異
の
顕
明
に
し
て
畏
る
べ
き
や
、
此
れ
乃

　
　
　

ち
天
の
救
は
ん
と
欲
す
る
所
な
り
、
春
秋
の
独
り
幸
と
す
る
所
、
荘
王
の
信
り
て
請
ふ
所
以
な
り
、
聖
主
賢
君
は
、
尚
ほ
忠
臣
の
諌
を

　
　
　

楽
受
す
、
況
ん
や
天
誼
を
受
く
る
を
や
。

　
　

と
言
う
。
「
春
秋
の
法
」
と
い
う
の
は
、
宣
公
十
五
年
『
公
羊
伝
』
の
文
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
公
羊
伝
』
は
、
虫
害
の
あ
っ

　
　
た
の
を
「
幸
」
と
す
る
。
そ
の
こ
と
で
宣
公
が
、
誤
っ
た
政
治
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
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