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序

言先
秦
時
代
に
お
け
る
気
の
諸
相
に
つ
い
て
、
既
に
多
く
の
研
究
が
な
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
気
が
説
か
れ
て
い
る
先
秦
時
代
の
文
献
と
し
て

『
国
語
』
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
拙
稿

「
『
先
秦
時
代
に
お
け
る
気
』
研
究
史
」
〈
本
誌
『
中
国
研
究
集
刊
』
玄

号
、
一
九
八
六
年
〉
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
国
語
』
に
は
周
語
を

中
心
と
し
て
、
し
ば
し
ば
気
が
説
か
れ
て
お
り
、
先
秦
時
代
に
お
け
る
気

の
思
想
的
発
展
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
『
国
語
』
に
お
け
る
気
の

検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
『
国
語
』
の
成
立
に
関
し
て
は
未
詳
の
点
が
多
く
、
古
く

か
ら
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
カ
ー
ル
グ
レ
ソ
の
語
法
上

か
ら
の
研
究
に
よ
り
、
『
国
語
』
は
『
左
伝
』
と
並
ん
で
先
秦
時
代
の
成

立
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
、
両
書
は
先
秦
時
代
の
諸
文
献
の
中
で
も
特
異

な
類
似
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
以
来
、
『
国
語
』
の

成
立
が
先
秦
時
代
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か

ろ
う
。
従
っ
て
、
先
秦
時
代
の
気
を
検
討
す
る
際
に
『
国
語
』
を
資
料
と

『
国
語
』

周
語
に
お
け
る
気

第
一
章

し
て
用
い
る
こ
と
に
は
、
何
ら
障
害
は
無
い
。
い
や
、
む
し
ろ
か
な
り
古

い
、
恐
ら
く
は
春
秋
時
代
の
思
考
を
も
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
そ

の
内
容
を
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
『
国
語
』
中
の
周
語
を
中
心
と
し
な
が
ら
『
国
語
』
に
お
け

る
気
を
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
国
語
』
に
お
け
る
気
の
思
想
を
解
明

し
、
先
秦
時
代
に
お
け
る
気
の
思
想
的
発
展
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り

を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
周
語
を
中
心
に
検
討
を
進
め

る
わ
け
は
、
『
国
語
』
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
周
語
に
気
が
集
中
し
て
説

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
、
気
を
そ
の
存
在
す
る
場
所
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
類
し
て
考
え
、

第
一
章
で
は
天
地
自
然
の
間
の
気
を
、
第
二
章
で
は
人
間
の
身
体
内
部
の

気
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
、
第
三
章
に
お
い
て
両
者
の
関
係
を
検
討
す
る
。

な
お
、
『
国
語
』
の
引
用
は
、
天
聖
明
道
本
を
底
本
と
し
、
一
部
を
公

序
本
に
よ
っ
て
改
め
た
。

天
地
自
然
の
間
の
気

竹

田

健

(1) 
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本
章
で
は
、
天
地
自
然
の
間
の
気
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
先
ず
次
に
挙

げ
る
資
料
は
、
『
国
語
』
に
お
け
る
天
地
自
然
の
間
の
気
の
性
格
を
よ
く

示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

幽
王
二
年
、
西
周
の
三
川
み
な
震
ふ
°
伯
陽
父
曰
く
、
周
将
に
亡か

ぴ
ん
と
す
。
夫
れ
天
地
の
気
、
（
本
来
は
）
其
の
序
を
失
は
ず
。
若

＜
其
の
序
を
過
つ
は
、
民
之
を
乱
す
な
り
（
茸
昭
の
『
解
』
は

さ

「
『
民
』
と
言
ふ
は
、
あ
へ
て
王
を
斥
さ
ざ
れ
ば
な
り
」
す
な
わ
ち

「
幽
王
」
を
憚
っ
て
「
民
」
と
表
現
し
暗
に
幽
王
を
指
し
た
と
す
る
）
。

の
ぼ

陽
伏
し
て
出
づ
る
能
は
ず
。
陰
迫
り
て
栞
る
能
は
ず
。
是
に
於
て
地

の
震
ふ
有
り
。
今
三
川
実
に
震
ふ
。
是
れ
陽
其
の
所
を
失
ひ
て
陰
に

鎮
へ
ら
る
れ
ば
な
り
。
陽
失
ひ
て
陰
に
在
れ
ば
、
川
源
必
ず
塞
が
る
。

源
塞
が
れ
ば
、
国
必
ず
亡
ぶ
°
夫
れ
水
土
演
ひ
て
民
用
ふ
る
な
り
。

水
土
演
ふ
所
無
け
れ
ば
、
民
財
用
に
乏
し
く
、
亡
び
ず
し
て
何
を
か

か

待
た
ん
°
昔
伊
・
洛
娼
れ
て
夏
亡
ぶ
。
河
娼
れ
て
商
亡
ぶ
。
今
周
の

徳
、
二
代
の
季
の
若
し
。
其
の
川
源
又
塞
が
り
、
塞
が
れ
ば
必
ず
端

る
。
夫
れ
国
は
必
ず
山
川
に
依
る
。
山
崩
れ
川
娼
る
る
は
、
亡
の
徴

な
り
。
川
娼
れ
ば
、
山
必
ず
崩
る
。
若
し
国
亡
べ
ば
、
十
年
を
過
ぎ

ず
。
数
の
紀
な
れ
ば
な
り
。
夫
れ
天
の
棄
つ
る
所
、
其
の
紀
を
過
ぎ

ず
、
と
。
（
周
語
上
）

こ
れ
は
、
西
周
の
都
で
あ
る
鏑
京
付
近
の
三
川
、
即
ち
痙
水
・
渭
水
・

洛
水
の
流
域
で
地
震
が
発
生
し
た
時
に
、
周
の
大
夫
で
あ
る
伯
陽
父
が
行

な
っ
た
予
言
で
あ
る
。
伯
陽
父
は
、
こ
の
地
震
が
今
後
河
川
の
水
源
の
閉

塞
•
河
川
の
枯
渇
•
山
の
崩
壊
と
い
っ
た
異
常
現
象
を
引
き
起
こ
す
こ
と
、

更
に
そ
う
し
た
異
常
な
現
象
が
人
々
の
生
活
の
基
盤
で
あ
る
農
耕
に
大
き

な
打
撃
を
与
え
る
た
め
、
社
会
は
混
乱
し
、
十
年
以
内
に
周
が
減
亡
す
る

こ
と
を
予
言
し
て
い
る
。

こ
の
予
言
で
は
、
地
震
を
始
め
と
す
る
一
連
の
異
常
な
現
象
が
、
人
間

界
と
無
関
係
に
発
生
す
る
純
粋
な
自
然
現
象
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
地
震
発
生
は
、
人
間
（
そ
の
代
表
が
王
）
の
不
徳
が
原
因
と
な
っ
て

発
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
伯
陽
父
は
、
周
が
十
年
以
内
に
減
亡
す
る
と
予
言
し
た
根
拠
に

つ
い
て
、
「
十
」
と
い
う
の
は
「
数
の
紀
」
で
あ
り
、
「
天
の
棄
つ
る
所
」

は
「
其
の
紀
を
過
ぎ
」
な
い
か
ら
だ
、
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

伯
陽
父
が
周
の
減
亡
を
「
天
の
棄
つ
る
所
」
と
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
°
伯
陽
父
に
と
っ
て
、
異
常
現
象
に
よ
っ
て
人
間
が
様
々

な
損
害
を
被
り
、
遂
に
は
国
家
が
滅
亡
す
る
こ
と
は
、
不
徳
の
人
間
が
自

ら
招
い
た
結
果
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
天
が
そ
の
国
家
の
命
運

を
見
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
伯
陽
父
の
予
言
が
、
不
徳
の
人
間

（
為
政
者
）
に
対
し
て
人
格
神
的
天
、
即
ち
上
天
•
上
帝
が
懲
罰
を
下
す

と
い
う
、
強
烈
な
天
人
相
関
の
思
想
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
地
震
に
始
ま
る
一
連
の
異
常
現
象
の
結
果
と
し
て
人
間
が

被
る
様
々
な
損
害
は
、
人
間
に
対
し
て
上
天
•
上
帝
が
下
す
懲
罰
な
の
で

あ
る
。
「
天
地
の
気
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
上
で
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
強

烈
な
天
人
相
関
の
思
想
に
基
づ
く
予
言
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
。

(2) 
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そ
れ
で
は
、
こ
の
「
天
地
の
気
」
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
予
言
に
お
い
て
、
伯
陽
父
は
、
「
天
地
の
気
」
は
本
来

「
そ
の
序
を
失
」
う
こ
と
な
く
、
或
る
一
定
の
秩
序
を
保
っ
て
存
在
す
べ

き
も
の
と
説
く
。
し
か
し
「
民
之
を
乱
す
」
こ
と
、
即
ち
人
間
（
そ
の
代

表
で
あ
る
王
）
が
何
ら
か
の
不
正
を
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
天
地
の
気
」

は
「
其
の
序
を
過
つ
」
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
天
地

の
気
」
の
秩
序
の
乱
れ
（
後
述
す
る
よ
う
に
こ
こ
で
は
陰
陽
の
気
の
乱
れ
）

こ
そ
が
、
こ
の
度
の
地
震
発
生
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
の
地
震
は
様
々
な
異
常
現
象
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
損
害
は
上
天
•
上
帝
か
ら
の
懲
罰
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ

て
、
こ
の
「
天
地
の
気
」
に
は
、
そ
の
本
来
の
秩
序
を
乱
す
〈
人
間
の
不

徳
・
不
正
〉
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
人
間
に
下
さ
れ
る
〈
上
天
•
上
帝
の

懲
罰
〉
と
を
、
結
び
つ
け
る
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
伯
陽
父
の
予
言
に
従
え
ば
、
人
間
が
不
徳
・

不
正
で
あ
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
気
の
秩
序
が
本
来
の
秩
序
の
ま
ま
安
定

し
て
お
れ
ば
、
地
震
な
ど
の
異
常
現
象
は
発
生
せ
ず
、
当
然
、
人
間
は
何

ら
損
害
を
被
る
こ
と
な
く
、
そ
の
生
活
は
安
定
し
、
国
家
も
安
泰
と
い
う

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
社
会
が
安
定
し
た
状
態
を

保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
天
•
上
帝
が
人
間
に
懲
罰
を
下
す
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
人
間
に
対
し
て
上
天
•
上
帝
が
福
緑

を
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
い
得
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
天
地
の
気
」
に
は
、

〈
人
間
の
望
ま
し
い
行
為
•
あ
り
方
〉
と
〈
上
天
•
上
帝
の
福
緑
〉
と
を

結
び
つ
け
る
機
能
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
伯
陽
父
の
説
く
「
天
地
の
気
」
は
、
人
間
（
そ
の
代
表
で
あ
る

為
政
者
）
が
そ
の
秩
序
を
乱
す
か
否
か
に
よ
っ
て
、
人
間
に
対
し
て
上
天
・

上
帝
か
ら
の
懲
罰
が
下
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
福
緑
が
下
さ
れ
る
か
を
決

定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
と
上
天
•
上
帝

と
の
交
感
を
成
立
さ
せ
る
、
天
人
相
関
の
媒
介
者
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
天
地
の
気
」
（
あ
る
い
は
そ
の
秩
序
）
に
天
人
相
関

の
媒
介
者
と
い
う
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
根
拠
に
つ
い
て
、
伯
陽
父
は
何

ら
触
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
「
天
地
の
気
」
が
本
来
保
つ
と
さ

れ
る
秩
序
自
体
が
、
そ
も
そ
も
世
界
の
主
宰
者
た
る
上
天
•
上
帝
に
よ
っ

て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
る
ま
い
。
「
天
地
の
気
」

の
あ
る
べ
き
秩
序
が
そ
も
そ
も
上
天
•
上
帝
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
秩
序
を
乱
す
人
間
の
行
為
は
上
天
•
上
帝
の
意

志
に
背
く
も
の
で
あ
り
、
当
然
懲
罰
が
下
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
人

間
が
そ
の
秩
序
を
乱
さ
ず
に
い
る
こ
と
は
、
上
天
•
上
帝
の
意
志
に
適
う

こ
と
で
あ
り
、
福
緑
が
も
た
ら
さ
れ
て
当
然
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
天
地
の
気
」
が
本
来
保
つ
べ
き
と
さ
れ
る
秩
序
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
陰
陽
の
秩
序
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
陰
」

「
琶
が
気
の
一
種
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
「
天
地
の
気
」
の
乱
れ
を
問
題
と
し
て
い
る
文
脈
か
ら

言
え
ば
、
こ
の
伯
陽
父
の
発
言
に
お
け
る
陰
陽
は
「
天
地
の
気
」
の
一
種

で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
周
語
に
お
い
て
は
宣
王
即
位
の
条
（
周

語
上
）
に
「
陽
気
」
と
い
う
語
句
の
用
例
も
あ
り
、
こ
こ
で
の
陰
陽
も
気

(3) 
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の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。

伯
陽
父
は
、
地
震
が
発
生
す
る
一
般
的
な
過
程
、
あ
る
い
は
今
回
の
地

震
が
発
生
し
た
過
程
、
更
に
は
こ
の
地
震
と
周
の
減
亡
と
の
関
連
に
つ
い

て
、
「
陽
伏
し
て
出
づ
る
能
は
ず
°
陰
迫
り
て
添
る
能
は
ず
」
・
「
今
一
―
―

川
実
に
震
ふ
。
是
れ
陽
其
の
所
を
失
ひ
て
陰
に
鎮
へ
ら
る
れ
ば
な
り
」
．

「
陽
失
ひ
て
陰
に
在
れ
ば
、
川
源
必
ず
塞
が
る
」
と
説
明
す
る
。
こ
こ
で

の
陰
陽
は
、
陰
は
「
鎮
」
え
、
陽
は
「
添
る
」
も
の
、
つ
ま
り
、
本
来
陽

は
上
昇
し
、
陰
は
下
降
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
陰
陽
の
気
の
あ

る
べ
き
秩
序
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
天
地
間
を
上
下
に
昇
降
す
る
こ
と
と
考
え

ら
れ
て
い
た
し
、
地
震
の
発
生
原
因
は
、
そ
の
昇
降
運
動
が
妨
げ
ら
れ
、

陽
気
が
陰
気
に
よ
っ
て
押
え
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
天
地
の
気
」
の
秩
序
は
、
全
て
陰
陽
の
上
下
関
係
だ
け
で

説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ

ぽ

た

か

晋
聞
く
、
古
の
民
に
長
た
る
者
は
、
山
を
堕
た
ず
、
藪
を
崇
く
せ
ず
、

き

川
を
防
が
ず
、
沢
を
賓
ら
ず
と
。
夫
れ
山
は
土
の
衆
な
り
。
藪
は
物

の
帰
な
り
。
川
は
気
の
尊
な
り
。
沢
は
水
の
鍾
な
り
。
夫
れ
天
地
成

り
、
而
し
て
〔
土
を
〕
高
き
に
衆
め
、
物
を
下
（
藪
沢
）
に
帰
し
、

ぉ

疏
し
て
川
谷
と
為
し
、
以
て
其
の
気
を
瑯
き
、
汗
癖
（
低
湿
地
）
に

跛
塘
（
茸
昭
の
注
「
水
を
畜
ふ
る
を
跛
．
塘
と
日
ふ
。
」
）
し
、
以

あ

っ

ち

ほ

う

，
て
其
の
美
を
鍾
む
。
是
の
故
に
、
緊
は
他
崩
せ
ず
、
而
し
て
物
は
帰

す
る
所
有
り
。
気
は
沈
滞
せ
ず
、
而
も
亦
た
散
越
せ
ず
。
是
を
以
て

民
生
き
て
は
財
用
有
り
、
而
し
て
死
し
て
は
葬
る
所
有
り
。
（
周
語
下
）

霊
王
二
十
二
年
、
殻
水
と
洛
水
と
の
氾
濫
で
王
宮
が
破
壊
さ
れ
よ
う
と

し
た
の
で
、
霊
王
が
川
を
堰
き
止
め
王
宮
を
守
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
太

子
の
晋
が
そ
の
中
止
を
諫
言
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
諫
言
の
一
部
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
古
の
民
に
長
た
る
者
」
の
理
想
的
な
政
治
の
下
に
お
け
る
、
あ

る
べ
き
天
地
自
然
の
間
の
気
の
秩
序
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先

ず
「
気
の
導
」
、
つ
ま
り
気
が
流
動
す
る
ル
ー
ト
で
あ
る
川
を
伝
っ
て
、

天
地
の
気
が
流
れ
下
る
、
そ
し
て
流
れ
下
っ
た
先
の
沢
に
お
い
て
拡
散
せ

ぬ
よ
う
に
蓄
え
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
太
子
晋
の
発
言
で
は
、
「
水
の
鍾
（
あ
つ
ま
る
と
こ
ろ
）
」

で
あ
る
沢
と
気
と
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
川
が
「
以
て
其
の
気
を
導
」
き
、
ま
た
沢
や
汗
癖
（
水
の
溜
っ

た
低
地
）
が
「
以
て
其
の
美
を
鍾
む
」
る
が
故
に
「
気
は
沈
滞
せ
ず
、
而

も
亦
た
散
越
」
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
川
を
流
れ
る
気
と
沢
の
水
と
は

結
局
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
に
「
水
気
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
霊
王
二
十
二
年
の
条
の
太

子
晋
の
発
言
に
、
「
水
に
沈
気
無
し
」
と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら

も
言
え
よ
う
°
従
っ
て
、
水
気
が
川
を
流
れ
下
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
沢
に

お
い
て
拡
散
せ
ぬ
よ
う
に
蓄
え
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
天
地
自
然
の
間
の

気
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
秩
序
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
川
と
沢
と
に
気
の
秩
序
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
と
対
に
さ
れ
て
い
る
「
土
の
漿
」
た
る
山
、
及

び
「
物
の
帰
」
た
る
藪
（
水
の
無
い
沢
、
即
ち
低
地
）
の
両
者
も
、
当
然

気
の
秩
序
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
恐
ら
く
、
「
土
の
緊
」

の
「
土
」
と
は
「
土
気
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
宜
王

(4) 
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即
位
の
条
（
周
語
上
）
に
は
、
「
土
気
震
発
す
」
と
、
「
土
気
」
と
い
う

語
句
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
周
語
に
お
い
て
は
、
「
水
」
だ
け
で
な
く
、

「
土
」
も
気
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
土
気

の
衆
集
し
た
山
が
「
堕
た
」
れ
る
こ
と
な
く
高
い
状
態
で
あ
り
続
け
、
一

方
藪
は
「
崇
く
」
さ
れ
る
こ
と
な
く
低
い
状
態
で
あ
り
続
け
る
こ
と
こ
そ

が
、
土
気
の
あ
る
べ
き
秩
序
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
地
自
然
の
間
の
気
の
秩
序
は
、
先
に
見
た
陰
陽
の

気
の
上
下
関
係
だ
け
で
な
く
、
水
気
と
土
気
と
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
の
で
あ
る
。

周
語
に
お
い
て
、
「
天
地
の
気
」
の
秩
序
に
陰
陽
と
水
土
と
の
二
系
統

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
更
に
次
に
挙
げ
る
資
料
か
ら
も
言
え
る
。

み

あ

っ

古
は
、
太
史
、
時
に
順
ひ
て
土
を
既
る
。
陽
癖
く
憤
盈
し
、
土
気
震

い
た

発
し
、
農
祥
晨
正
し
、
日
月
天
廟
に
底
れ
ば
、
土
乃
ち
肱
発
す
。
時

に
先
ん
ず
る
こ
と
九
日
、
太
史
稜
に
告
げ
て
曰
く
、
「
今
自
り
初
吉

9
ご

か

に
至
り
、
陽
気
倶
に
蒸
り
、
土
菅
其
れ
動
か
ん
°
震
か
ず
喩
は
ら
ざ

れ
ば
、
肱
其
れ
満
青
し
、
殻
乃
ち
殖
せ
ず
。
」
と
。
（
周
語
上
）

こ
の
引
用
文
は
、
即
位
し
た
際
に
農
耕
の
儀
礼
を
執
り
行
な
わ
な
か
っ

た
宜
王
を
諫
め
る
、
琥
の
文
公
の
発
言
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

太
史
、
即
ち
歴
史
官
は
、
そ
の
職
務
と
し
て
、
①
「
陽
」
が
「
瘤
＜
憤
盈
」

し
て
い
る
か
、
②
「
土
気
」
が
「
震
発
」
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

観
測
し
、
③
「
農
祥
」
つ
ま
り
房
星
が
、
「
晨
正
」
即
ち
早
朝
に
正
し
い

位
置
に
あ
る
か
、
④
「
日
月
」
が
「
天
廟
」
つ
ま
り
営
室
の
位
置
に
あ
る

か
、
と
い
う
天
体
観
測
の
結
果
と
合
わ
せ
、
「
土
」
が
「
肱
発
」
す
る
時

期
、
つ
ま
り
立
春
の
日
を
予
知
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

太
史
が
行
な
う
観
測
の
対
象
の
う
ち
、
①
の
「
陽
」
に
つ
い
て
は
、
太

史
が
観
測
結
果
を
稜
に
報
告
す
る
際
「
陽
気
倶
に
蒸
り
」
と
述
べ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
は
陽
気
に
ま
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
立
春
の
日
を
予
知

す
る
た
め
、
太
史
は
天
体
の
観
測
（
③
・
④
）
の
他
に
、
①
陽
気
と
②

「
土
気
」
と
の
二
方
面
か
ら
、
気
を
観
測
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
「
天
地
の
気
」
の
秩
序
に
陰
陽
と
水
土
の
二
つ
の
系
統
が
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
『
国
語
』
周
語
に
お
け
る
気
の
う
ち
、
先
ず
天
地
自
然
の
間
の

気
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
天
地
自
然
の
間
の
気
は
、
天

人
相
関
の
媒
介
者
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
人
格
神
的
天

で
あ
る
上
天
•
上
帝
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
た
そ
の
秩
序
は
、
一
元
的

な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
陰
陽
と
水
土
の
二
系
統
が
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
人
間
の
身
体
内
部
の
気

本
章
で
は
、
人
間
の
身
体
内
部
の
気
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

周
語
に
お
け
る
人
間
の
身
体
内
部
の
気
と
し
て
は
、
先
ず
血
気
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
通
り
こ
の
血
気
は
、
『
論
語
』
・
『
左
伝
』
．

『
荀
子
』
等
、
先
秦
時
代
の
思
想
を
伝
え
る
多
く
の
文
献
中
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
概
念
で
あ
る
が
、
周
語
に
お
い
て
も
や
は
り
説
か
れ
て
い
る
。

ぼ
う
ぼ
つ
け
い
ざ
ん

夫
れ
戎
秋
は
、
冒
没
軽
俊
（
礼
の
な
い
さ
ま
）
、
貪
り
て
譲
ら
ず
。

其
の
血
気
治
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
禽
獣
の
若
し
。
其
の
適
た
ま
来
た
り

(5) 
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て
班
貢
す
る
に
、
馨
香
嘉
味
を
侯
た
ず
°
故
に
諸
を
門
外
に
坐
ら
し

め
、
而
し
て
舌
人
（
官
名
）
を
し
て
体
も
て
之
に
委
与
せ
使
む
。

（
周
語
中
）

随
会
が
晋
侯
の
使
者
と
し
て
周
を
訪
問
し
た
時
、
宴
席
に
「
毀
折
」
、

即
ち
調
理
さ
れ
細
か
く
切
ら
れ
た
料
理
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
随
会
が
そ

の
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
周
の
定
王
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
礼
に
則
る

こ
と
な
の
だ
と
答
え
た
。
こ
れ
は
そ
の
定
王
の
発
言
の
一
部
で
あ
る
。
戎

秋
は
礼
を
知
ら
ぬ
野
蛮
人
で
あ
り
、
「
血
気
治
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
禽
獣
の

若
」
＜
粗
野
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
に
は
毀
折
で
は
な
く
、
丸
ご
と
の
「
体
」

の
料
理
を
出
す
。
し
か
し
礼
を
備
え
た
中
華
の
人
間
に
対
し
て
は
、
そ
う

し
た
料
理
を
出
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
、
戎
秋
は
「
血
気
治
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
禽
獣
の
若
」
き
で
あ
る
と

い
う
主
張
に
は
、
礼
を
備
え
た
立
派
な
中
華
の
人
間
で
あ
れ
ば
、
当
然
血

気
が
治
ま
っ
て
い
る
と
の
前
提
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
血
気
は
、
本
来
、

礼
の
下
で
は
或
る
秩
序
に
従
い
治
ま
っ
て
い
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

血
気
の
こ
う
し
た
性
格
は
、
先
に
見
た
天
地
自
然
の
間
の
気
の
性
格
と
共

通
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
周
語
に
は
血
気
以
外
の
身
体
内
部
の
気
も
説
か
れ
て
い
る
。

服
物
は
昭
庸
、
采
飾
は
顕
明
、
文
章
は
比
象
、
周
旋
は
序
順
、
容
貌

崇
有
り
、
威
儀
則
有
り
、
五
味
気
を
実
た
し
、
五
色
心
を
精

に
し
、
五
声
徳
を
昭
ら
か
に
し
、
五
義
宜
を
紀
す
。
（
周
語
中
）

こ
の
資
料
は
先
の
資
料
に
続
く
個
所
で
、
定
王
が
礼
の
整
っ
た
状
態
に

つ
い
て
説
い
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
五
味
気
を
実
た
」
す

と
説
か
れ
、
食
物
の
損
取
に
は
人
間
の
身
体
内
部
の
気
を
充
足
す
る
働
き

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

周
語
に
お
い
て
は
、
身
体
内
部
の
気
と
食
物
と
の
両
者
を
関
連
づ
け
る

思
考
が
、
他
の
部
分
で
も
見
ら
れ
る
。

夫
れ
耳
は
和
声
を
内
れ
、
口
は
美
言
を
出
し
、
以
て
憲
令
と
為
し
て

諸
を
民
に
布
く
。
之
を
正
す
に
度
批
を
以
て
し
、
民
は
心
力
を
以
て

か

之
に
従
ひ
て
倦
ま
ず
、
事
を
成
し
て
弐
は
ら
ざ
る
は
、
楽
の
至
り
な

り
。
口
味
を
内
れ
、
耳
声
を
内
れ
ば
、
声
味
気
を
生
ず
。
気

ロ
に
在
り
て
は
言
を
為
し
、
目
に
在
り
て
は
明
を
為
す
。
言
は
以

て
名
を
信
に
し
、
明
は
以
て
動
を
時
に
す
。
名
は
以
て
政
を
成
し
、

動
は
以
て
生
を
殖
す
。
政
成
り
生
殖
す
る
は
、
楽
の
至
り
な
り
。

若
し
視
聴
和
せ
ず
、
而
し
て
髭
眩
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
味
入
り

て
精
な
ら
ず
。
精
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
気
侠
す
。
気
侠
す
れ
ば
、

則
ち
和
せ
ず
。
是
に
於
て
狂
惇
の
言
有
り
、
眩
惑
の
明
有
り
、
転
易

の
名
有
り
、
過
屈
の
度
有
り
。
令
を
出
し
て
信
な
ら
ず
、
刑
政
放
紛

し
、
動
時
に
順
は
ざ
れ
ば
、
民
は
拠
依
無
く
、
力
む
る
所
を
知
ら

な

な

ず
、
各
お
の
離
心
有
り
。
上
其
の
民
を
失
ひ
、
作
せ
ど
も
則
ち
済

ら
ず
、
求
む
れ
ど
も
則
ち
獲
ず
°
其
れ
何
ぞ
以
て
能
く
楽
な
ら
ん
。

（
周
語
下
）

こ
の
文
は
、
無
射
の
鐘
と
そ
の
覆
い
の
大
林
を
造
ろ
う
と
し
た
景
王
に

対
し
て
諫
言
し
た
単
穆
公
の
発
言
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
人

間
が
食
物
や
音
声
を
口
や
耳
か
ら
挺
取
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
内
に

「
気
を
生
」
じ
る
。
も
っ
と
も
「
無
か
ら
生
じ
る
」
の
で
は
な
く
て
「
集

(6) 
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ま
り
生
じ
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
気
は
、

「
口
に
在
り
て
は
言
」
、
つ
ま
り
言
語
と
な
り
、
ま
た
「
目
に
在
り
て
は

明
」
、
つ
ま
り
視
覚
に
よ
る
認
識
能
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
文

で
は
、
「
五
味
」
に
よ
っ
て
体
内
の
気
が
充
足
さ
れ
る
と
あ
っ
た
が
、
そ

の
体
内
の
気
は
、
実
は
そ
も
そ
も
「
味
」
や
「
声
」
に
よ
っ
て
体
内
に
発

生
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
身
体
内
部
の
気
に
は
、
人
間
の
発
す
る
言
語
、

お
よ
び
視
覚
に
よ
る
認
識
能
力
を
生
み
出
す
作
用
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
の
身
体
内
部
の
気
は
、
人
間
の
精
神
的
作
用
と
深
く
関
わ

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
人
間
の
外
界
に
対
す
る
働
き
か
け
と
も
密
接
に
関

連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
気
は
、
人
間
の
視
聴
覚
が
乱
さ
れ
て
し
ま
う
と
「
侠
」
し
て

し
ま
う
。
即
ち
、
「
視
聴
和
せ
ず
、
而
し
て
震
眩
す
る
こ
と
有
れ
ば
」
、

気
は
身
体
内
部
に
定
着
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
（
先
の
「
集
ま
り
生
じ
る
」

の
と
は
逆
に
）
散
侠
し
て
し
ま
い
、
従
っ
て
気
の
作
用
は
発
揮
さ
れ
ず
、

正
し
い
言
語
を
発
し
た
り
、
正
し
く
物
事
を
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
に

な
る
の
で
あ
る
。
身
体
内
部
の
気
を
正
常
に
作
用
さ
せ
る
に
は
、
音
楽
を

整
え
る
な
ど
し
て
視
聴
覚
を
調
和
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

或
る
一
定
の
秩
序
の
下
に
治
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
視
聴
覚
を
整
え
る
か
ど
う
か
は
人
間
自
身
の
問
題
で
あ
る
。

景
王
の
よ
う
に
、
不
必
要
で
か
え
っ
て
損
害
を
も
た
ら
す
鐘
を
鋳
造
す
る

と
い
う
不
正
を
働
き
、
音
楽
を
乱
す
な
ら
ば
、
当
然
視
聴
覚
は
乱
さ
れ
、

気
も
正
常
に
は
作
用
し
な
い
。

以
上
、
天
地
自
然
の
間
の
気
に
続
き
、
周
語
に
お
け
る
身
体
内
部
の
気

に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
結
果
、
身
体
内
部
の
気
に
は
、
人
間
の
言
語
や

認
識
能
力
を
生
み
出
す
作
用
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
自
身
は
、
食
物
や

音
声
が
人
間
の
体
内
に
擬
取
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
内
に
集
ま
り
生
じ
、

ま
た
充
足
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
て
発
生
し
た
気
も
、
そ
の
人
間

が
不
正
を
働
い
て
視
聴
覚
を
乱
し
て
し
ま
え
ば
散
侠
し
て
し
ま
い
、
そ
の

作
用
が
発
揮
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
天
地
自
然
の
間
の
気
と
人
間
の
身
体
内
部
の
気
と
の
関
連

本
章
で
は
、
周
語
に
お
け
る
天
地
自
然
の
間
の
気
と
人
間
の
身
体
内
部

の
気
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

両
者
の
関
連
に
つ
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
両
者
と
も
、
人
間
の

側
の
不
徳
・
不
正
に
よ
っ
て
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
が
乱
さ
れ
て
し
ま

う
と
、
人
間
が
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
天
地
自
然

の
間
の
気
は
、
陰
陽
の
気
、
も
し
く
は
水
土
の
気
の
形
で
或
る
秩
序
の
下

に
あ
る
が
、
そ
の
秩
序
が
破
壊
さ
れ
る
と
、
地
震
な
ど
の
異
常
現
象
が
発

生
し
、
人
間
は
様
々
な
損
害
を
被
り
、
ひ
い
て
は
国
家
減
亡
と
い
う
事
態

に
及
ん
だ
。
一
方
、
身
体
内
部
の
気
も
、
人
間
が
そ
の
視
聴
覚
を
乱
す
よ

う
な
不
正
を
働
く
と
、
そ
の
気
が
散
侠
し
て
し
ま
い
、
そ
の
本
来
の
作
用

が
発
揮
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
そ
の
人
物
の
言
語
能
力
や
視
覚
に
よ

る
認
識
能
力
が
、
正
常
に
は
作
動
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
非
常
に
よ
く
類
似
し
た
性
質
を
持
つ
両
者
は
、
恐
ら
く
は

結
局
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(7) 
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こ
の
こ
と
は
、
特
に
音
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
身
体
内
部
の
気
が
そ
の
作
用
を
発
揮
す
る

に
は
、
音
楽
が
正
し
く
整
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
音
楽
が
正
し
く
整
え
ら
れ
て
い
て
こ
そ
、
身
体
内
部
の
気
は
本
来
の

あ
る
べ
き
秩
序
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
地
自

然
の
間
の
気
も
、
同
じ
く
音
楽
が
正
し
く
整
え
ら
れ
て
こ
そ
、
そ
の
秩
序

が
保
た
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

物
其
の
常
を
得
る
を
楽
極
と
日
ふ
。
極
の
集
ま
る
所
を
声
と
曰
ふ
°

声
応
じ
相
ひ
保
つ
（
茸
昭
は
「
保
」
を
「
安
ん
ず
」
と
注
す
）
を
和

と
日
ふ
。
細
大
鍮
え
ざ
る
を
平
と
日
ふ
。
是
の
如
く
に
し
て
之
が
金

を
鋳
、
之
が
石
を
磨
き
、
之
が
糸
木
を
繋
け
、
之
が
飽
竹
を
越
ち
、

し
た
が

之
が
鼓
を
節
し
て
之
を
行
な
ひ
、
以
て
八
風
を
遂
は
し
む
。
是
に
於

て
気
に
滞
陰
無
く
、
亦
た
散
陽
無
し
°
陰
陽
序
次
あ
り
て
、
風
雨
時

に
至
り
、
嘉
生
繁
祉
し
、
人
民
和
利
し
て
、
物
備
は
り
て
楽
成
り
、

つ
か

上
下
罷
れ
ず
°
故
に
楽
正
と
曰
ふ
。
（
周
語
下
）

こ
の
文
は
、
先
に
引
用
し
た
単
穆
公
の
発
言
に
連
な
る
部
分
で
あ
る
。

単
稼
公
の
諫
言
を
結
局
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
景
王
は
、
そ
の
後
同
じ
問
題

に
つ
い
て
音
楽
官
で
あ
る
伶
州
鳩
に
意
見
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
す
る
伶

州
鳩
の
答
え
の
一
部
が
上
引
の
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
伶
州
鳩
は
、
整
え
ら
れ
た
楽
器
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
る
、
調
和

の
と
れ
た
、
し
か
も
平
正
な
音
楽
で
あ
っ
て
こ
そ
、
「
気
に
滞
陰
無
く
、

亦
た
散
陽
」
が
無
い
状
態
、
つ
ま
り
気
の
秩
序
が
正
し
く
保
た
れ
た
状
態

に
な
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
気
は
、
続
け
て
「
陰
陽
序
次
あ
り
て
、

風
雨
時
に
至
」
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
直
接
的
に

は
風
雨
な
ど
の
自
然
現
象
に
関
わ
る
天
地
自
然
の
間
の
気
で
あ
り
、
人
間

の
身
体
内
部
の
気
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
正
し
い
音
楽
の
下
で
こ
そ

本
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
保
つ
と
い
う
、
人
間
の
身
体
内
部
の
気
に
見
ら
れ

た
性
質
は
、
天
地
自
然
の
間
の
気
に
も
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
天
地
自
然
の
間
の
気
と
人
間
の
身
体
内
部
の
気
と
は
、
そ
の

存
在
す
る
場
所
に
よ
っ
て
一
応
の
区
別
が
な
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
同

一
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
声
•
味
に
よ
っ
て
体
内
に

身
体
内
部
の
気
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
地
自
然
の
間
の
気
が
、

声
•
味
の
形
を
通
し
て
人
間
の
体
内
に
擬
取
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

天
地
自
然
の
間
の
気
、
声
•
味
、
身
体
内
部
の
気
の
三
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
世
界
を
遍
く
運
動
す
る
気
の
―
つ
の
表
わ
れ
方
に
過
ぎ
な
い
。

天
地
自
然
の
間
の
気
と
人
間
の
身
体
内
部
の
気
と
が
結
局
同
一
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
天
地
自
然
の
間
の
気
が
備
え
て
い
た
天
人
相
関
の
媒
介

と
し
て
の
性
質
を
、
特
に
為
政
者
に
つ
い
て
は
、
身
体
内
部
の
気
も
備
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
言
い
得
よ
う
°
即
ち
、
先
の
単
穆
公

の
発
言
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
景
王
が
無
射
•
大
林
を
鋳
造
し

て
自
ら
の
視
聴
覚
を
乱
せ
ば
、
王
の
体
内
の
気
は
そ
の
本
来
の
あ
り
方
を

失
っ
て
正
し
く
作
用
せ
ず
、
従
っ
て
王
に
は
「
以
て
名
を
信
に
」
す
べ
き

言
、
ま
た
「
以
て
動
を
時
に
す
」
べ
き
明
が
備
わ
ら
な
く
な
る
。
故
に
王

の
政
治
は
乱
れ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
結
果
「
其
の
民
を
失
」
う
こ
と
に
な

り
、
国
家
が
滅
亡
に
瀕
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
気
が
そ
の
本
来
の
あ
り
方
を
失
う
事
に
よ
っ
て
国
家
滅

(8) 
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亡
と
い
う
大
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
点
に
お
い
て
は
、
天
地
自
然
の
間
の

気
を
乱
し
た
が
た
め
に
地
震
が
発
生
し
、
国
が
滅
ん
だ
幽
王
の
場
合
と
、

今
の
景
王
の
場
合
と
は
、
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
即
ち
、
身
体
内

部
の
気
を
乱
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
損
害
も
、
為
政
者
に
と
っ

て
は
、
上
天
•
上
帝
か
ら
の
懲
罰
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
天
地
自
然

の
間
の
気
と
同
様
、
そ
の
身
体
内
部
の
気
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
も
、
上
天
・

上
帝
の
意
志
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
犯
せ
ば
、
将
来
必
然
的
に

上
天
•
上
帝
か
ら
の
懲
罰
た
る
損
害
を
被
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の

で
あ
る
。

結

語周
語
に
お
い
て
は
、
気
を
中
心
と
し
た
下
記
の
よ
う
な
世
界
観
が
存
在

す
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
世
界
の
主
宰
者
た
る
上
天
•
上
帝
は
、
天
地

間
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
、
つ
ま
り
世
界
の
理
想
的
な
あ

り
方
を
、
気
が
或
る
秩
序
を
保
っ
て
存
在
し
て
い
る
状
態
と
し
て
設
定
し

た
。
人
間
（
そ
の
代
表
が
王
）
が
そ
の
秩
序
を
よ
く
守
っ
て
い
る
限
り
、

世
界
は
安
定
し
、
人
間
社
会
は
繁
栄
し
得
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
人
間
が

気
の
秩
序
を
乱
す
不
正
を
働
け
ば
、
上
天
•
上
帝
が
予
め
そ
の
気
の
秩
序

に
仕
組
ん
で
い
た
因
果
律
に
よ
り
、
そ
の
人
間
は
上
天
•
上
帝
の
下
す
懲

罰
で
あ
る
と
こ
ろ
の
損
害
を
自
動
的
に
被
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

気
が
人
格
神
的
天
と
人
間
と
を
結
び
つ
け
る
媒
介
者
と
し
て
機
能
す
る

こ
う
し
た
世
界
観
は
、
換
言
す
れ
ば
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
全
て
気

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
世
界
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
初
的

「
気
の
思
想
」
で
あ
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
o

た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
気
の
思
想
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
個
物
の

生
成
や
死
減
を
気
の
離
合
集
散
で
説
明
す
る
も
の
と
は
異
な
る
。
「
気
は

沈
滞
せ
ず
、
而
も
亦
た
散
越
せ
ず
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
周
語
に
お
け
る

気
も
離
合
集
散
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
周
語
で

は
そ
う
し
た
気
の
離
合
集
散
と
個
物
の
生
成
・
死
減
と
は
、
直
接
ま
だ
十

分
に
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
陰
気
と
陽
気
と
、
あ
る
い
は
水
気
と
土
気
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

明
確
で
な
い
部
分
が
多
い
。
陰
陽
の
気
が
上
下
の
昇
降
関
係
に
あ
る
こ
と

は
先
に
見
た
通
り
だ
が
、
上
昇
し
た
陽
気
や
下
降
し
た
陰
気
が
そ
の
後
ど

う
な
る
の
か
、
川
を
流
れ
下
り
沢
に
蓄
え
ら
れ
た
水
気
の
行
方
が
ど
う
な

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
も
そ
も
水
気
と
土
気
と
に
直
接
的
な
関

係
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
周
語
は
明
確
に
述

べ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
周
語
に
見
ら
れ
る
気
の
思
想
が
、
後
の
陰

陽
説
や
五
行
説
の
よ
う
な
理
論
的
整
合
性
を
い
ま
だ
備
え
て
い
な
い
、
古

い
時
代
の
思
想
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

周
語
に
お
け
る
気
が
天
人
相
関
の
媒
介
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
先
泰
時
代
に
お
け
る
気
の
思
想
的
展
開
を
解

明
す
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
思
想
史
的
発

展
に
お
け
る
位
置
づ
け
、
あ
る
い
は
気
の
思
想
の
担
い
手
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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