
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

新
　
城

新
　
藏

　
　
　
　
［
　
序
　
　
　
説

　
支
那
に
は
士
風
懐
旧
が
雌
撃
壌
に
あ
る
。
例
へ
ば
所
曾
爾
儒
由
敏
郷
軸

典
を
始
め
こ
し
て
先
革
の
も
の
ε
い
は
れ
て
居
る
も
の
も

頗
る
多
い
が
、
是
等
は
如
何
な
る
程
度
ま
で
其
傳
來
に
信

頼
す
る
こ
ε
が
卑
湿
る
で
あ
ら
う
か
。
若
し
是
等
の
古
典

の
凡
て
の
編
纂
年
代
一
塁
は
其
内
容
の
各
部
の
成
立
年
代

が
確
實
に
決
定
さ
れ
て
居
り
、
安
心
し
て
こ
れ
に
信
頼
、
し

得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
支
那
古
代
吏
の
研
究
は
是
等

の
古
典
を
畠
由
に
利
用
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
多
く
の
確
乎

淀
る
憲
章
黙
を
得
る
麗
な
の
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
多

く
の
古
典
の
年
代
は
必
ず
し
も
確
か
な
る
も
の
と
は
信
せ

ら
れ
て
居
ら
す
、
所
謂
先
腹
の
古
典
に
し
て
多
少
な
り
ご

も
其
傳
來
の
疑
は
れ
て
居
ら
ぬ
も
の
は
殆
ざ
な
い
ご
い
ふ

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

て
も
よ
い
程
で
あ
る
の
は
頗
る
遽
憾
な
る
こ
ご
で
あ
る
。

甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
、
近
年
飯
島
氏
の
如
き
、
一
切
の

儒
導
爆
血
ハ
は
、
瓦
之
時
代
の
宋
期
西
紀
前
三
百
三
十
年
頃

に
西
方
文
化
の
影
響
を
受
け
て
後
に
、
著
し
く
改
蜜
さ
れ

若
く
は
新
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
ま
で
其
疑
を

高
め
て
居
る
の
は
、
支
那
古
代
史
の
研
究
に
取
り
て
は
實

に
由
々
し
き
大
問
題
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
愈
愈
時
代
特
に
其
末
期
に
於

て
は
不
漸
の
戦
観
の
た
め
に
散
逸
亡
母
に
逸
し
た
る
文
獄

甚
だ
多
く
、
其
當
時
の
歴
史
が
頗
る
明
瞭
を
繕
い
て
居
る

こ
ご
、
及
び
秦
の
始
皇
の
時
に
有
名
な
る
焚
書
禁
書
の
事

件
が
あ
っ
た
こ
ご
な
ざ
が
主
も
な
る
原
因
で
あ
ら
う
が
、

な
ほ
そ
れ
ε
同
時
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ε
は
、
古

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
一
七
　
（
　
一
七
）



　
　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
蕊
て

．
代
に
於
け
る
古
典
の
成
立
ε
菰
野
ご
は
、
後
世
の
そ
れ
に

比
し
て
著
し
く
趣
を
異
に
し
て
居
っ
た
で
あ
ら
う
ご
思
は

れ
る
こ
ε
で
あ
る
Q
成
立
の
仕
方
は
そ
れ
一
の
古
典
に

就
て
相
異
な
っ
て
居
る
で
あ
ら
う
が
、
少
し
く
大
部
な
る

古
典
の
成
立
は
、
或
は
古
く
か
ら
ロ
傳
へ
で
傳
は
つ
た
も

の
或
は
種
々
の
万
面
に
て
文
書
に
て
傳
は
つ
た
も
の
な
ご
、

多
く
の
系
統
の
も
の
を
纒
め
て
集
成
し
た
こ
い
ふ
こ
ご
も

あ
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
し
か
も
其
集
成
は
必
ず
し
も
一
度

に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
若
干
年
代
の
聞
次
第
に
増

補
追
加
し
て
大
成
し
だ
ご
い
ふ
こ
と
も
あ
っ
だ
も
の
ビ
見

な
け
れ
ば
な
ら
す
、
叉
其
姦
婦
に
曾
て
も
書
冊
の
複
製
の

極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
僅
に
～
二
の
原
本
が

家
元
に
傳
へ
ら
れ
、
そ
れ
に
は
年
代
の
経
過
ご
共
に
、
家

元
に
傳
へ
ら
れ
た
口
傳
や
、
後
世
か
ら
の
注
鐸
な
ざ
が
、

次
第
に
書
き
加
へ
ら
れ
そ
れ
が
や
が
て
本
文
に
霧
入
す
る

こ
い
ふ
こ
ご
が
、
少
な
か
ら
ず
行
は
れ
た
も
の
ご
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
八
（
　
一
八
）

　
か
く
し
て
今
日
我
々
に
ま
で
傳
還
し
た
る
所
謂
古
典
は

其
受
業
に
就
て
多
少
の
疑
を
か
け
ら
れ
て
居
る
上
に
、
其

内
容
は
種
々
な
る
時
代
、
種
々
な
る
系
統
の
史
料
の
混
成

し
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
其
成
立
の
年
代
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
其
内
容

各
部
に
就
て
「
々
仔
細
に
こ
れ
を
吟
昧
す
る
ビ
い
ふ
…
態
度

を
ビ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
ビ
思
は
れ
る
。
私

は
支
那
上
代
に
於
け
る
天
文
暦
法
の
學
の
登
算
を
研
究
す

る
た
め
に
、
多
く
の
古
典
を
塞
照
し
そ
れ
に
よ
り
て
多
少

の
結
論
に
達
し
元
の
で
、
今
逆
に
か
く
し
て
明
か
に
し
得

た
る
天
文
暦
法
の
學
の
講
堂
の
大
勢
を
利
用
し
て
若
干
の

古
典
の
内
容
を
吟
味
し
、
其
成
立
年
代
に
關
し
天
文
暦
法

の
方
面
よ
り
見
た
る
二
三
の
黙
を
巾
述
べ
て
見
た
い
ご
思

ふ
。

　
　
　
　
二
　
暦
法
馬
齢
の
大
勢

　
遙
か
の
上
代
に
於
て
は
疑
も
な
く
純
太
陰
暦
を
用
ひ
て

居
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
農
業
時
代
に
入
り
て
正
し
く



】
年
の
季
節
を
知
る
こ
ざ
の
必
要
を
戚
じ
、
太
陰
暦
を
土

壷
に
用
ひ
乍
ら
そ
れ
に
太
陽
暦
を
加
合
す
る
方
法
を
講
ず

る
に
至
っ
た
の
は
、
大
髄
所
謂
尭
舜
時
代
か
ら
始
ま
っ
た

も
の
こ
思
は
れ
る
。

　
一
年
の
季
節
を
知
る
方
法
ε
し
て
は
、
随
時
に
日
没
直

後
の
天
象
を
槻
て
居
っ
た
も
の
で
、
・
所
謂
観
象
授
時
で
あ

り
、
標
準
の
目
印
こ
し
て
観
測
し
た
る
星
の
こ
ご
を
総
繕

　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

し
て
辰
こ
い
ふ
て
居
る
。
辰
こ
し
て
は
始
め
は
大
火
（
商

星
）
、
参
（
晋
星
）
、
北
斗
（
北
辰
）
な
ざ
を
用
ひ
て
居
る
が
、
や

が
て
周
初
の
頃
に
至
り
て
二
十
入
宿
法
を
考
案
し
、
三
日

月
の
位
置
よ
り
月
の
二
日
行
程
だ
け
凝
り
た
る
黙
は
帥
ち

太
陽
の
位
置
な
り
こ
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
季
箇
を
定
む
る

方
法
を
用
ふ
る
に
至
り
て
は
、
日
月
の
交
會
黙
（
帥
ち
朔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
於
け
る
月
ご
太
陽
の
位
置
）
を
以
て
辰
ご
し
、
更
に
春

秋
中
期
に
至
り
、
土
圭
を
用
ひ
て
日
中
の
影
の
長
さ
の
最

も
短
き
時
期
を
認
め
て
冬
至
を
定
む
る
方
法
を
用
ふ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

至
り
て
は
、
太
陽
を
以
て
辰
ご
し
て
居
る
。

　
　
　
筑
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
亥
那
古
典
の
年
代
甚
就
て

　
太
陰
暦
の
月
日
を
用
ひ
乍
ら
、
な
ほ
太
陽
暦
の
季
笛
を

示
す
方
法
こ
し
て
は
、
月
に
附
す
る
に
季
節
に
因
め
る
名

号
を
以
て
す
る
こ
ご
を
考
案
し
だ
の
で
、
子
丑
寅
卯
辰
巳

午
未
申
酉
戌
亥
の
所
謂
十
二
支
（
十
二
辰
）
は
太
陽
暦
を
示

す
π
め
の
月
の
原
始
的
名
玉
で
あ
る
。
こ
れ
は
般
時
代
に

作
ら
れ
た
る
も
の
ご
思
は
れ
る
が
、
現
に
月
の
名
こ
し
て

用
ひ
て
居
る
の
は
、
般
盧
か
ら
の
竈
版
文
、
及
び
春
初
の

鐘
鼎
文
に
二
、
三
の
實
例
が
あ
る
。

　
一
ヶ
月
を
三
分
し
て
日
を
数
ふ
る
方
法
は
郎
ち
書
法
で

甲
乙
丙
丁
風
隠
庚
辛
三
十
の
所
謂
十
干
（
十
獄
）
は
郎
ち
一

旬
の
日
に
名
づ
け
た
る
名
言
で
、
般
時
代
若
く
は
そ
の
以

前
か
ら
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
や
が
て
十
干
ご
十
二
支
ご
を

紐
合
せ
て
説
話
的
の
六
十
干
支
こ
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
日

を
数
ふ
る
こ
ご
も
般
時
代
か
ら
行
は
れ
て
居
る
。

　
「
ヶ
月
を
四
分
し
て
日
を
数
ふ
る
方
法
は
、
西
洋
方
面

に
て
後
に
筆
法
に
饗
達
せ
る
も
の
、
慰
謝
的
の
も
の
で
あ

り
糊
初
に
厨
の
民
族
に
よ
り
て
嫁
入
さ
れ
た
が
、
支
那
に

　
　
　
　
　
　
第
∴
號
　
　

、
九
（
　
一
九
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

は
既
に
句
法
が
存
在
し
て
居
つ
だ
が
た
め
に
、
無
く
一
般

に
行
は
る
、
に
至
ら
す
し
て
絡
つ
た
も
の
こ
見
え
る
。
初

吉
、
畢
生
覇
、
既
望
、
既
死
覇
は
そ
れ
一
の
四
分
月
に

附
し
た
る
名
繕
で
、
拙
、
載
生
覇
、
望
、
墜
死
覇
は
四
分

月
の
初
日
の
名
総
で
あ
る
Q

　
春
秋
中
期
に
土
圭
を
用
ふ
る
に
至
っ
て
か
ら
は
、
季
節

も
可
な
り
正
し
く
定
ま
る
様
に
な
）
、
間
も
な
く
一
年
の

長
さ
が
三
百
六
十
五
日
四
分
一
な
る
こ
ご
も
知
れ
た
も
の

こ
思
は
れ
．
る
。
こ
れ
に
適
鷹
…
す
る
た
め
に
は
、
三
十
二
ヶ

月
乃
至
三
十
三
ヶ
月
毎
に
閏
月
を
置
き
、
十
九
年
半
間
に

七
閏
月
を
置
く
こ
と
、
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
春
秋

中
期
以
後
は
殆
ご
正
し
く
そ
れ
が
行
は
れ
て
居
る
。
又
M

ヶ
月
の
長
さ
は
こ
九
∵
五
三
〇
六
日
な
の
で
、
そ
れ
に
適

癒
す
る
た
め
に
は
、
大
月
三
十
日
、
小
月
二
十
九
日
ご
し

普
逼
に
は
大
小
を
交
互
に
置
き
、
十
七
、
十
七
、
十
五
ケ

月
毎
に
連
大
月
を
麗
く
こ
ご
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が

こ
れ
も
春
秋
中
期
以
後
は
ほ
や
正
し
く
行
は
れ
て
居
b
、

　
　
　
　
　
　
撰
…
號
　
　
　
　
二
〇
　
（
　
二
〇
）

從
っ
て
朔
晦
は
正
し
く
天
に
合
し
。
日
蝕
は
殆
ご
皆
朔
に

當
っ
て
居
る
。

　
春
秋
の
後
宇
に
品
行
さ
れ
て
居
る
閏
法
ご
連
大
法
こ
の

論
者
を
併
せ
て
、
一
定
の
週
期
に
て
循
環
す
る
暦
法
に
組

立
て
た
も
の
は
部
ち
四
分
暦
法
（
叉
は
七
十
六
年
法
）
で

戦
國
時
代
の
初
期
西
紀
前
四
半
三
年
以
來
行
は
れ
て
居
る

四
分
暦
法
ご
い
ふ
の
は
閏
法
も
連
大
法
も
共
に
・
七
十
六
年

置
て
循
環
す
る
も
の
こ
せ
る
暦
法
で
馬
一
「
年
の
長
さ
を
三

六
五
・
二
五
日
こ
し
、
一
ヶ
月
の
長
さ
を
二
九
・
五
三
〇
入

五
日
こ
し
、
患
者
の
問
に

　
　
○
○
⑦
α
沁
α
×
刈
G
障
“
ゆ
刈
刈
窃
⑩
H
卜
⊃
り
ぴ
Q
◎
O
O
o
α
×
設
O

な
る
關
係
あ
り
ご
し
、
断
っ
て
閏
月
は
十
九
年
毎
に

　
　
○
O
Q
Q
　
q
Q
q
Q
　
q
◎
悼
　
も
◎
○
O
　
Q
O
駆
つ
　
Q
◎
O
Q
　
も
o
b
つ

月
毎
に
置
く
こ
ご
、
し
」
連
大
月
は
七
十
六
年
毎
に

　
　
　
嵩
弓
一
場
　
一
刈
霜
｝
α
一
“
一
ρ
　
】
二
一
刈
一
9
1
寄
一
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q
q
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q
霜
δ
q
一
α
”
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霜
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一
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月
毎
に
善
く
こ
ご
、
せ
る
暦
法
で
あ
る
。
春
秋
後
孚
期
に

予
行
せ
る
簡
輩
な
る
連
大
法
は
殖
ざ
正
し
く
眞
正
の
も
の

に
合
致
し
、
永
世
實
噛
し
て
差
を
生
す
る
こ
ご
が
無
か
っ

た
筈
で
あ
る
が
、
戦
國
秦
漢
に
實
濡
し
た
る
四
分
暦
法
に

て
は
七
十
六
年
に
て
循
環
さ
す
た
め
に
少
し
く
無
理
を
生

じ
、
一
ヶ
月
の
長
さ
は
翼
正
の
も
の
よ
り
○
飢
○
○
〇
二

六
臼
だ
け
長
く
な
っ
て
居
る
。
こ
の
四
分
暦
法
に
よ
れ
ば

季
節
は
百
年
に
付
○
・
七
入
日
帥
ち
約
一
日
の
差
を
生
じ
、

朔
晦
は
三
百
年
に
付
一
日
の
差
を
生
す
る
筈
で
あ
乃
。
緯

書
（
春
秋
保
乾
圏
）
に

　
三
百
年
陰
暦
改
憲

こ
い
ふ
て
居
る
の
は
此
事
を
指
し
て
居
る
も
の
こ
思
は
れ

る
。

　
紀
年
法
は
、
戦
國
時
代
の
牢
ば
に
、
歳
星
（
木
星
）
が
殆

ご
正
し
く
十
二
年
に
て
天
を
一
周
す
る
こ
ご
を
知
り
、
歳

星
の
位
置
に
よ
り
て
歳
を
指
示
す
る
方
法
を
案
出
し
た
の

で
、
西
紀
前
三
六
五
年
に
歳
星
が
星
紀
ε
い
ふ
部
分
に
あ

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
．
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

っ
た
こ
ご
を
観
測
し
、
此
年
を
紀
年
の
数
へ
始
め
こ
し
て

居
る
。
こ
の
歳
星
紀
年
法
は
間
略
な
く
前
三
六
五
年
（
現

行
干
支
紀
年
法
に
て
丙
辰
）
を
甲
羅
ご
数
ふ
る
太
歳
紀
年

法
こ
な
り
、
爾
後
幾
多
の
墾
遷
ご
劉
歓
の
整
理
ご
を
経
て

後
漢
の
始
め
頃
よ
り
現
行
干
支
紀
年
法
の
如
く
に
統
「
さ

れ
て
傳
は
つ
て
居
る
〇

　
　
　
　
三
　
春
・
　
秋

　
春
秋
は
魯
の
隠
公
元
年
（
前
七
ご
二
）
よ
り
皇
儲
十
四
年

（
前
盛
入
一
）
獲
麟
に
至
る
ま
で
、
十
二
公
二
百
四
十
二
年

間
に
亙
る
編
年
日
記
膿
の
魯
の
國
の
歴
史
で
あ
る
。
孔
子

が
其
晩
年
に
魯
の
宮
庭
丈
庫
に
あ
る
記
録
に
書
い
て
編
纂

さ
れ
た
も
の
こ
い
は
れ
て
居
り
、
そ
れ
に
蜘
し
て
古
來
疑

を
挾
ん
だ
も
の
＼
あ
る
こ
ご
を
聞
か
な
い
が
、
近
年
に
至

り
飯
島
氏
は
、
干
支
は
戦
國
時
代
の
末
、
西
紀
前
三
百
三

十
年
以
後
に
始
め
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ビ
い
ふ
説
を

提
出
し
、
從
っ
て
春
秋
の
中
に
あ
乃
干
支
の
日
毎
は
春
秋

の
原
本
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
、
悉
く
皆
戦
國
末
期
頃
の

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
ニ
ア
　
（
　
一
＝
）



　
　
　
第
十
腰
巻
　
　
研
　
究
　
　
，
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

人
が
後
よ
り
潮
り
て
春
秋
の
中
に
挿
入
し
た
も
の
で
あ
ら

う
ご
い
ふ
疑
を
提
出
し
て
居
る
。
一
度
斯
の
如
き
疑
が
か

け
ら
れ
た
る
以
上
は
，
よ
し
ゃ
そ
れ
が
如
何
に
薄
霧
な
る

疑
で
あ
る
ご
し
て
も
、
．
我
々
は
古
典
の
傳
來
に
黒
し
て
無

條
件
の
信
頼
を
か
け
る
こ
ご
に
就
て
反
省
し
、
仔
細
に
其

内
容
を
吟
味
す
る
こ
ε
に
よ
う
て
、
如
何
な
る
理
由
に
よ

り
如
何
な
る
程
度
に
て
其
磁
器
に
信
頼
す
る
か
を
明
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ご
思
は
れ
る
。

　
春
秋
に
は
三
十
六
の
日
蝕
記
事
ご
三
百
八
十
九
の
日
の

干
支
ご
が
載
せ
て
あ
り
、
な
ほ
哀
公
十
六
年
孔
子
卒
去
の

時
ま
で
二
年
間
駈
け
た
る
持
前
績
経
に
は
日
蝕
記
事
二
つ

ご
日
の
干
支
五
つ
程
載
せ
て
あ
る
。
私
は
双
方
を
蓮
じ
て

三
十
七
の
日
蝕
記
事
ビ
三
百
九
十
四
個
の
日
の
干
支
ε
を

取
り
て
研
究
の
豊
象
こ
し
、
是
等
の
暦
日
は
如
何
な
る
暦

に
基
い
た
も
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
是
等
の
暦
日
記
事
を

輿
へ
ら
れ
た
る
も
の
こ
し
、
其
筈
に
支
障
な
く
よ
く
適
懇

す
る
檬
に
、
閏
月
ご
連
大
月
ご
を
案
配
し
て
、
春
秋
當
時

　
　
　
　
　
　
第
山
巡
　
　
ニ
ニ
（
ニ
ニ
）

の
長
暦
を
復
現
し
た
な
ら
ば
如
何
な
る
も
の
を
得
る
で
あ

ら
う
か
ご
い
ふ
こ
ご
を
問
題
こ
し
、
＋
数
年
來
此
研
究
に

從
擬
し
て
得
だ
る
結
果
を
、
咋
年
春
狩
野
博
士
還
暦
記
念

論
文
集
採
鎌
「
春
秋
学
歴
」
に
登
表
し
だ
が
、
そ
れ
に
よ
れ

ば　
春
秋
の
暦
は
文
官
蒔
代
を
界
ミ
し
て
前
後
に
於
て
全
く
趣
を
異

　
に
し
て
居
る
。
前
牟
に
於
て
は
大
口
終
歳
閏
で
、
所
謂
毅
正
に

　
近
き
も
の
に
な
っ
て
は
居
る
が
、
置
閏
法
も
蓮
大
月
の
配
置
も

　
甚
だ
し
く
不
規
則
で
あ
る
。
後
牟
に
於
て
は
、
殆
さ
正
し
く
所

　
謂
周
正
に
な
っ
て
居
り
、
大
回
宣
三
十
三
年
（
前
五
九
五
）
を
章

　
首
こ
な
せ
る
置
閾
法
に
則
れ
る
も
の
』
如
く
、
連
大
月
の
配
置

　
も
頗
る
規
則
正
し
く
な
っ
て
居
る
。
文
宣
時
代
は
過
渡
の
時
代

　
で
年
始
早
晩
の
憂
化
が
甚
し
い
。
（
附
斗
出
照
）

　
要
す
る
に
春
秋
の
暦
は
、
全
然
規
姻
正
し
き
も
の
に
も

託
す
、
叉
全
然
餓
雑
な
る
も
の
に
も
慰
す
し
て
、
恰
も
よ

く
暦
法
に
製
す
る
智
識
の
進
歩
登
記
の
里
程
を
示
し
て
居

る
の
で
、
こ
の
事
實
は
最
も
雄
辮
に
是
等
の
暦
日
干
支
が

明
か
に
當
時
の
實
際
の
記
録
で
、
決
し
て
後
世
か
ら
作
爲
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第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
亥
那
古
典
の
年
代
に
競
て

し
て
挿
入
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
ご
を
物
語
っ
て
居
る
。

丁
度
斯
く
な
る
如
く
に
三
百
九
十
四
の
暦
日
干
支
の
組
織

を
戦
國
時
代
の
人
が
作
製
し
た
こ
見
る
こ
ご
は
断
じ
て
不

可
能
で
あ
る
。

　
三
百
九
十
四
の
暦
臼
干
支
が
映
し
て
後
世
の
作
爲
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
其
二
時
の
記
録
に
基
い
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
す
れ
ば
、
其
大
禮
に
於
て
日
記
騰

記
録
の
集
積
に
外
な
あ
澱
ご
思
は
る
＼
春
秋
全
禮
が
、
現

實
に
西
紀
前
七
二
二
年
よ
り
前
四
八
一
年
に
亙
る
其
當
時

の
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
疑
も
な
い
。
其
内
容
自
禮
が
こ
れ

を
謹
明
し
て
居
る
の
で
こ
れ
よ
り
確
か
な
こ
ご
は
な
い
。

斯
の
知
き
已
下
な
る
時
代
に
於
て
斯
の
如
き
確
實
な
る
記

鎌
の
存
在
す
る
こ
ご
は
實
に
得
難
き
濫
界
的
珍
寳
ε
い
は

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
四
　
左
二
割
語
詞
羊
穀
梁

　
左
傳
は
、
孔
子
の
編
述
さ
れ
た
る
春
秋
に
凹
し
、
之
を

傳
へ
た
る
左
氏
な
る
人
が
、
春
秋
の
記
事
を
敷
術
し
解
繹

　
　
　
　
　
　
第
「
魏
　
　
　
二
三
　
（
　
二
三
）
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第
十
四
谷
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て
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…
　
　
一

し
及
び
其
當
時
の
事
情
を

關
明
す
る
た
め
に
、
多
く

の
史
料
を
蒐
集
し
て
著
作

し
た
る
も
の
で
、
轟
秋
の

初
年
な
る
隠
公
元
年
（
前

七
二
二
）
に
始
ま
り
蘇
［
秋

以
後
十
三
年
哀
公
二
十
七

年
（
前
四
六
八
）
に
及
ん
で

居
る
。
頗
る
豊
富
な
る
更

料
の
集
積
な
の
で
、
其
著

作
年
代
若
く
は
其
内
容
各

部
の
成
立
年
代
を
明
か
に

す
る
こ
ご
が
出
照
れ
ば
、

支
那
古
代
史
の
研
究
に
謝

し
て
最
も
貴
重
な
る
寳
庫

ご
な
る
べ
き
筈
な
の
で
あ

る
が
、
不
幸
に
し
て
左
傳

　
　
　
　
　
　
　
第
「
號
　
　
　
　
二
四
　
（
　
二
四
）

の
著
作
年
代
は
古
來
學
界
の
疑
問
ご
さ
れ
て
居
り
、
－
未
だ

一
般
に
承
認
さ
る
〉
如
き
解
決
が
な
い
。

　
太
白
酢
の
史
記
に
は

　
　
　
　
り
　
　
　
り

　
魯
鴛
子
左
丘
明
。
儂
弟
子
人
入
異
端
。
白
鳳
聖
意
央
其
眞
、
故

　
因
孔
子
史
記
。
具
論
其
語
。
成
左
氏
春
秋
。

　
左
丘
失
明
。
厭
有
國
語
。

ご
い
ひ
、
左
記
及
び
國
語
を
以
て
孔
子
ざ
同
時
代
の
左
丘

朋
の
著
作
こ
し
て
居
り
、
旧
説
が
古
來
慶
く
行
は
れ
て
居

る
。
然
し
唐
の
評
言
以
來
こ
れ
に
疑
を
認
む
も
の
多
く
、

四
身
全
書
総
目
提
要
に
は
な
ほ

　
自
蔵
向
劃
激
桓
課
在
営
。
三
寸
春
秋
傳
出
左
雪
明
。
左
聖
明
受

　．

o
於
孔
子
，
魏
晋
似
來
。
儒
者
更
無
異
議
、
至
唐
趙
匡
。
始
謂

　
左
罠
非
街
明
。
蓋
欽
攻
傳
之
不
合
爵
。
必
先
攻
作
傳
之
入
非
受

　
経
回
孔
子
。
與
王
柏
町
攻
毛
詩
先
攻
毛
詩
不
傳
於
子
夏
其
萱

　
也
。
宗
元
諸
二
相
趨
蚊
起
。
王
安
石
有
春
秋
解
｝
巻
。
詮
左
氏

　
非
丘
明
者
十
一
事
。
陳
振
断
書
録
解
題
謂
。
出
依
托
。
今
張
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　

　
其
書
。
不
知
十
｝
事
者
何
嫁
。
中
略
。
今
回
定
爲
左
丘
明
作
。

　
以
被
衆
智
。
下
略



こ
い
ふ
て
居
る
に
も
拘
ら
す
、
今
日
に
於
て
は
左
丘
明
説

は
劉
底
…
般
の
承
認
を
得
難
く
、
一
方
の
極
端
に
は
、
左

傳
を
以
て
前
漢
末
の
劉
歓
の
儒
作
せ
る
も
の
な
ら
ん
と
疑

ふ
で
居
る
學
者
も
少
く
な
い
。

　
斯
の
如
き
問
題
の
現
状
に
樹
し
て
は
、
我
々
は
出
來
る

だ
け
愼
重
に
左
傳
の
内
容
を
吟
味
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
左

回
の
著
作
年
代
を
推
定
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
し
か
も
左

傳
の
内
容
は
頗
る
廣
く
諸
方
面
に
亙
っ
て
居
り
、
必
ず
し

も
其
全
部
が
一
時
に
著
作
さ
れ
た
る
も
の
に
は
非
る
や
も

斗
り
難
い
の
で
、
其
内
容
の
各
部
に
就
き
一
々
其
成
立
年

代
を
研
究
す
る
と
い
ふ
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

私
は
主
ご
し
て
天
文
暦
法
を
關
せ
る
方
面
よ
り
見
て
別
表

の
如
く
に
分
類
し
て
研
究
の
歩
を
…
進
め
て
見
た
い
ご
思
ふ

◎
左
端
著
作
年
代
決
定
の
史
料

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

　　

@　

@　

u
憂
目
至
一
諭
諭
の
間
の
も
の
、

緯
萎
暦
）
⊥
雛
灘
綴
撮
纏

絢
蓋
齪
灘
繍
嵩
置
葎
の
三
正
払
調

働
蓑
分
野
霧
騨

⑳
五
行
説
羅
正
弥
、
ミ
五
徳
終
始
識

働
適
帰
｛
㎜
騨
鱗
職

　
　
　
　
　
　
　
第
｝
號
　
　
　
　
ご
五
　
　
（
　
二
五
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
郡
古
典
の
年
代
に
就
て

σD

ﾎ
星
記
事

　
左
翼
粗
製
語
の
中
に
は
歳
星
（
木
星
）
に
關
す
る
記
事
が

十
数
ヶ
所
に
あ
る
が
、
今
日
よ
り
推
算
し
て
見
れ
ば
何
れ

も
事
實
に
適
合
し
て
居
ら
ぬ
。
記
録
ご
推
箪
こ
の
差
は
、

三
十
度
を
一
次
こ
し
て
、
二
次
乃
至
三
次
に
及
ん
で
居
る

の
で
、
斯
の
如
き
は
漸
じ
て
當
時
の
實
見
に
基
い
た
記
錐

で
は
な
く
、
若
干
年
代
後
の
人
が
不
精
確
な
る
推
算
法
に

て
歳
星
の
位
麗
を
求
め
、
躍
り
て
當
時
三
見
の
事
實
の
如

く
に
記
載
し
た
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
歳
星
の
一
周
天
は

正
し
く
は
一
一
・
入
六
年
な
の
で
あ
る
が
、
戦
國
時
代
よ

り
漢
初
に
至
る
頃
ま
で
の
人
は
、
正
し
く
十
二
年
に
て
一

周
す
る
も
の
こ
信
じ
て
居
っ
た
の
で
、
若
し
其
割
合
に
て

推
瞥
か
す
れ
ば
、
　
入
十
山
ハ
年
に
付
一
次
、
約
二
百
五
十
年
に

て
三
次
の
差
を
生
す
る
筈
な
の
で
あ
る
が
、
今
魚
影
國
語

に
あ
る
歳
星
の
位
置
が
眞
實
の
も
の
に
甥
す
る
差
違
を
年

代
に
よ
り
て
吟
味
し
て
見
れ
ば
、
丁
度
西
紀
前
三
百
六
、

七
十
年
頃
を
起
黙
ご
し
r
、
十
二
年
一
周
天
の
割
に
て
推
鋒

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
　
二
川
風
　
　
（
　
　
二
山
ハ
）

し
た
る
も
の
に
相
常
し
て
居
る
。
な
ほ
歳
星
が
周
天
十
二

次
中
の
墓
準
な
る
三
道
に
あ
っ
た
の
は
西
紀
前
三
六
五
年

若
く
は
そ
れ
よ
り
其
前
後
に
十
二
年
の
倍
数
だ
け
隔
り
た

る
所
に
蘇
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
り
、
更
に
秦
の
呂
不
章
の

作
っ
た
呂
氏
春
秋
に
は
維
秦
入
年
、
歳
山
風
灘
と
あ
う
、
秦

始
皇
の
入
年
帥
ち
西
紀
前
賢
三
九
（
現
行
干
支
紀
年
法
に

て
壬
戌
）
を
申
の
歳
ご
数
へ
て
居
る
が
、
こ
れ
は
丁
度
右

の
西
紀
前
三
六
五
年
を
原
始
甲
寅
の
歳
ド
∴
数
へ
始
め
た
る

太
歳
紀
年
法
に
當
っ
て
居
る
の
で
、
是
等
に
よ
り
て
見
れ

ば
、
左
傳
及
國
語
の
中
に
あ
る
十
数
個
の
歳
星
記
事
は
、

悉
く
皆
戦
國
時
代
の
孚
ば
西
紀
前
三
六
五
年
の
槻
測
に
基

き
、
此
年
を
紀
年
原
始
ε
す
る
歳
星
紀
年
法
を
創
案
し
、

歳
星
の
「
周
天
を
正
し
く
十
二
年
ご
見
て
駆
り
て
推
算
し

た
る
も
の
で
、
此
年
以
後
十
数
年
の
間
に
作
製
し
た
る
も

の
に
相
違
な
い
。

　
た
や
こ
、
に
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

劉
歌
細
作
説
に
關
す
る
問
題
で
あ
る
。
劉
歌
は
左
簿
國
語



の
歳
星
記
事
ご
、
秦
漢
に
於
け
る
太
歳
紀
年
法
の
歳
名
ご

を
見
て
、
歳
星
の
一
周
天
は
正
し
く
十
二
年
仁
は
呈
す
し

て
、
そ
れ
よ
り
は
少
し
く
早
く
、
若
し
そ
れ
を
「
年
一
次

，
十
二
年
一
．
周
こ
し
て
数
へ
て
居
れ
ば
、
百
四
十
四
牟
毎
に

一
次
を
超
え
、
．
つ
ま
り
百
四
十
四
年
間
に
百
四
十
五
次
を

行
く
も
の
で
あ
る
ビ
認
め
た
の
で
、
そ
れ
に
滴
…
癒
す
る
超

辰
紀
年
逆
な
る
も
の
を
案
出
し
、
そ
れ
に
よ
り
て
左
傳
國

語
の
歳
星
記
事
を
解
答
し
、
頗
る
巧
妙
に
成
功
し
て
居
る

の
で
、
却
て
そ
れ
が
だ
め
に
、
一
部
の
人
々
か
ら
は
、
左

傳
密
語
の
歳
星
記
事
は
劉
歓
が
其
方
辰
紀
年
法
に
適
合
す

る
如
く
に
作
製
し
た
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
左
輪
講
語
の

言
前
は
劉
歌
の
僑
帰
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ご
い
ふ
疑
を

か
け
ら
る
、
に
至
っ
た
の
は
、
甚
だ
迷
惑
な
る
濡
衣
を
着

せ
ら
れ
た
る
も
の
ご
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
澱
9

　
芹
量
子
語
の
歳
星
記
事
は
、
劉
歌
の
超
辰
法
に
よ
り
て

も
よ
く
説
明
が
出
來
る
の
で
、
そ
れ
が
果
し
て
、
心
当
時

代
の
牢
ば
に
十
二
年
一
圃
法
に
よ
り
て
作
製
さ
れ
た
も
の

　
　
　
第
十
四
悠
　
　
研
究
　
　
支
那
盲
典
の
年
代
に
就
て

か
、
ヌ
は
前
漢
末
の
煮
乾
に
よ
）
て
超
辰
紀
年
法
に
よ
り

て
作
製
さ
れ
た
も
の
か
は
、
容
易
に
判
じ
難
い
の
で
あ
る

が
、
幸
に
も
其
中
に
二
つ
程
、
劉
歓
の
超
論
法
に
合
は
ぬ

問
題
の
も
の
が
残
っ
て
居
る
。
唄
は
昭
公
三
十
二
年
」
（
前

五
一
〇
〉
に
越
得
歳
ご
あ
る
記
事
で
、
　
一
は
昭
公
九
年
（

前
五
三
三
）
に
あ
る
陳
の
滅
亡
に
毒
す
る
言
言
で
あ
る
。

前
者
は
越
の
分
野
が
偶
々
戦
國
時
代
ご
漢
代
ご
に
て
墾
っ

て
居
る
の
で
、
前
五
一
〇
年
に
歳
星
が
越
の
分
野
に
あ
っ

た
ビ
い
ふ
記
事
は
、
戦
國
時
代
の
入
は
こ
れ
を
非
超
辰
に

適
憾
し
て
居
る
も
の
こ
し
て
作
製
し
だ
の
で
あ
り
、
漢
代

の
劉
歌
は
、
そ
れ
を
見
て
超
護
法
に
適
癒
す
る
も
の
ご
し

恐
ら
く
超
辰
法
を
編
成
す
る
一
因
ε
な
し
た
で
あ
ら
う
ご

思
は
る
、
も
の
で
、
今
日
よ
り
し
て
見
れ
ば
戦
國
時
代
に

於
け
る
分
野
奇
行
を
研
究
す
る
た
め
の
貴
重
な
る
材
料
こ

し
て
頗
る
興
味
あ
る
記
事
な
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
疑
．
問

の
も
の
で
あ
る
以
上
、
暫
ら
く
そ
れ
を
論
外
に
置
く
ε
す

る
も
、
後
者
は
明
か
に
超
辰
法
に
適
癒
せ
ざ
る
有
力
な
る

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
二
七
　
（
　
二
七
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

史
料
で
あ
憾
。
左
四
昭
公
九
年
（
前
脚
三
三
〉
に

　
夏
四
月
。
陳
災
。
鄭
稗
竈
日
。
五
年
威
福
三
井
。
封
五
十
二
年

　
葡
逡
亡
。
子
産
問
其
故
Q
嚢
日
。
陳
水
撃
書
中
略
語
五
壇
猛
火
。

　
而
後
篇
卒
亡
。
楚
克
有
之
。
天
之
道
也
。
釜
日
五
十
二
年
。

ご
あ
り
、
昭
公
九
年
に
一
た
び
亡
び
た
る
陳
が
五
年
目
に

復
だ
封
せ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
五
十
二
年
目
、
五
周
置
目
の

鶉
火
の
歳
に
卒
に
亡
び
る
で
あ
ら
う
こ
い
ふ
の
で
あ
り
、

陳
は
果
し
て
哀
公
十
七
年
（
前
四
七
入
）
に
亡
ん
で
居
り

　
哀
公
＋
七
年
。
秋
七
月
己
卯
。
楚
公
孫
朝
帥
師
滅
陳
。

ご
あ
る
が
、
こ
の
早
撃
に
は
超
無
法
に
よ
る
昭
公
十
五
年

（
二
五
二
七
）
の
超
辰
を
見
込
ん
で
居
ら
澱
。

　
左
傳
の
劉
激
儒
旧
説
を
主
張
す
る
飯
島
氏
は
百
方
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

記
事
の
数
果
を
制
減
せ
ん
ご
試
み
文
中
の
五
十
二
年
、
十

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
の

七
年
は
、
何
れ
も
国
歌
の
作
製
常
時
は
五
十
一
年
、
十
六

年
で
あ
っ
た
の
を
後
に
改
蜜
し
た
も
の
で
あ
ら
う
こ
い
ふ

て
居
る
が
、
此
記
事
は
漢
書
五
行
志
に
も
引
用
さ
れ
て
居

り
、
又
哀
公
十
七
年
忌
は
七
月
空
蝉
が
あ
る
が
哀
公
十
六

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
二
八
（
　
二
入
）

年
に
は
七
月
巳
卯
は
な
い
の
で
、
郵
底
此
記
事
を
動
か
す

こ
ご
は
出
足
な
い
。
な
ほ
前
に
述
べ
た
る
呂
氏
春
秋
の
歳

在
濡
灘
の
記
事
も
非
超
辰
に
適
癒
し
超
辰
法
に
は
衝
突
す

る
の
で
、
展
覧
布
原
に
あ
る
陳
滅
亡
に
与
す
る
記
事
ご
、

黒
氏
春
秋
に
あ
る
維
秦
入
年
、
歳
在
濡
話
の
記
事
ご
を
共

に
抹
殺
す
る
こ
ご
の
専
管
な
い
限
り
、
歳
星
記
事
の
劉
漱

儒
作
説
は
成
立
の
籐
地
が
無
く
、
し
か
も
偶
然
に
も
此
爾

記
事
は
共
に
二
重
三
重
に
保
讃
さ
れ
て
居
る
も
の
な
の
で

到
底
抹
殺
墾
改
を
容
さ
な
い
。
左
傳
國
語
の
歳
星
記
事
が

戦
雲
中
期
、
西
紀
前
三
百
六
十
年
頃
に
作
製
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
ざ
は
毫
も
疑
を
容
る
、
の
鯨
地
が
な
い
Q

②
閏
法

　
左
傳
の
閏
法
（
太
陽
暦
）
は
頗
る
複
雑
で
、
少
く
ご
も
三

種
の
系
統
の
も
の
、
混
合
に
成
れ
る
も
の
で
あ
る
。
、
第
｝

に
は
春
秋
経
の
暦
日
を
受
け
、
及
び
そ
れ
に
解
鐸
を
加
へ

た
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
左
傳
が
周
の
王
室
の
観

（
昭
二
十
二
）
又
は
衡
の
観
（
哀
公
十
五
）
な
ざ
を
記
す
る
際



に
、
上
れ
一
の
國
に
て
累
世
の
た
め
に
偶
々
正
統
を
失

し
だ
る
暦
に
て
記
し
た
る
記
事
を
其
儘
史
料
ご
し
て
探
用

し
た
も
の
が
あ
り
、
第
三
に
は
左
傳
の
著
者
が
其
今
時
の

暦
法
に
よ
り
て
推
算
し
て
挿
入
し
π
る
も
の
が
あ
る
。
第

　
一
種
に
鞭
て
は
文
公
元
年
に
「
於
是
閏
三
月
非
禮
也
云
々
」

ξ
い
ふ
築
上
が
あ
）
、
春
秋
當
時
に
華
年
に
閏
三
月
が
あ

」
づ
だ
如
く
に
見
ゆ
る
が
、
こ
れ
は
全
然
左
傳
の
著
者
の
誤

認
に
過
ぎ
ざ
り
し
も
の
で
、
経
に
は
「
二
月
癸
亥
、
日
有

事
之
」
ご
「
四
月
丁
寧
、
葬
我
君
帯
磁
」
ご
あ
る
の
を
見

て
、
二
月
癸
亥
の
蝕
を
罫
書
ご
興
隆
し
、
二
月
癸
亥
朔
ご

四
月
野
卑
こ
の
調
和
上
、
當
時
の
暦
に
は
必
ず
や
閏
三
月

が
あ
り
し
も
の
こ
認
め
て
、
こ
れ
を
非
難
す
る
傳
文
を
登

す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
Q
暴
露
に
於
て
存
在
せ
ざ
り

し
場
所
に
閏
月
あ
り
ε
し
て
挿
入
し
た
る
が
た
め
に
、
経

ご
傳
と
の
暦
日
は
此
時
以
後
少
な
か
ら
ざ
る
粁
格
を
生
じ

離
婚
は
途
に
如
露
二
十
七
年
（
前
世
四
六
）
に
於
て
「
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

有
一
月
乙
亥
朔
、
日
蟻
食
之
、
辰
在
申
、
司
上
界
也
、
再

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

　
　
ゆ

失
書
奥
」
ご
い
ひ
、
経
の
暦
日
が
二
閏
を
失
し
だ
る
も
の

ε
し
て
、
此
所
に
二
審
を
挿
入
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
漸
く
文

元
以
來
の
破
綻
を
瀬
縫
し
、
か
く
し
て
回
復
し
得
た
る
暦

日
の
正
し
き
こ
ご
を
示
さ
ん
が
π
め
に
、
裏
公
三
十
年
（
前

五
四
三
）
に
緯
縣
老
入
の
年
齢
勘
定
の
挿
話
を
黙
出
す
る

等
の
手
数
を
要
す
る
程
の
大
事
件
を
生
じ
た
も
の
な
の
で

あ
る
が
、
其
登
時
は
實
に
左
傳
の
著
者
が
二
月
癸
亥
の
晦

蝕
を
二
月
癸
監
修
蝕
ご
断
じ
た
が
た
め
に
外
な
ら
漁
◎
断

乎
こ
し
て
蝕
は
常
に
朔
に
の
み
あ
る
も
の
こ
信
じ
た
る
左

傳
の
著
者
の
態
度
は
頗
る
注
意
す
べ
き
こ
ご
で
、
蝕
は
晦

に
も
二
日
に
も
あ
り
得
る
も
の
こ
解
繹
せ
る
公
羊
穀
梁
の

態
度
ご
は
著
し
き
謁
照
を
な
し
て
居
る
。
戦
國
か
ら
秦
漢

に
か
け
て
の
太
陰
暦
は
西
紀
前
四
四
三
年
に
於
て
丁
度
正

し
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
は
三
百
年
に
付
一
日
の
差

を
生
す
る
割
合
で
あ
っ
た
こ
思
は
■
る
、
の
で
、
此
黙
よ
り

し
て
見
て
も
左
傳
の
製
作
年
代
は
渥
く
こ
も
西
紀
前
三
百

年
を
下
ら
な
い
も
の
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
ご
九
　
（
　
　
二
九
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
戴
て

・
左
傳
の
著
者
が
其
當
時
の
暦
法
の
智
識
に
よ
り
て
推
算

し
て
挿
入
し
た
で
あ
ら
う
ご
思
は
る
、
も
の
は

　
僖
7
公
五
年
Ω
剛
六
五
五
）
　
春
王
正
日
〃
辛
亥
朔
…
O
口
山
爾
志

　
昭
公
二
十
年
目
二
五
二
二
）
　
春
王
二
月
已
丑
。
日
南
至

の
二
つ
の
記
事
で
あ
る
。
何
れ
の
年
代
よ
り
潮
っ
て
推
算

し
た
も
の
で
あ
る
か
は
容
易
に
割
じ
難
い
が
、
私
は
爾
者

の
間
隔
が
百
三
十
三
年
で
、
七
十
六
年
の
倍
数
に
な
っ
て

居
ら
鎗
こ
ご
は
注
意
す
べ
き
こ
ご
か
ε
思
ふ
。
今
爾
者
よ

り
七
十
六
年
の
倍
数
程
下
b
た
る
も
の
、
中
に
て
注
意
に

値
す
べ
き
年
代
を
求
む
れ
ば
、
前
者
よ
り
は
前
三
五
一
、

後
者
よ
り
は
前
三
七
σ
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
照
雨
者
は

北ハ

ﾉ
轟
購
四
四
三
よ
り
始
ま
り
由
る
七
十
六
年
法
が
改
正
を

受
け
π
る
前
三
六
七
を
含
む
時
期
に
當
っ
て
居
り
、
前
三

七
〇
は
前
三
六
七
を
三
年
程
改
め
た
る
も
の
、
又
前
三
五

一
は
改
正
後
の
般
暦
蔀
首
に
七
っ
て
居
る
の
で
、
爾
田
至

記
事
は
此
時
期
附
近
に
而
て
作
製
し
た
る
も
の
こ
見
れ
ば

よ
く
説
明
が
出
來
る
ご
思
は
れ
る
。

策
「
號
　
　
三
〇
　
（
　
　
三
〇
）

②
連
大
法

　
左
傳
に
あ
る
朔
晦
記
事
は
、

き
て
、
朔
十
一
、
晦
七
で

　
僖
五
、
正
月
辛
亥
朔
。

　
僖
二
十
西
、
三
月
已
丑
晦
。

　
文
元
、
五
月
三
酉
朔
。

　
域
十
七
、
閏
十
二
月
盗
心
晦
。

　
成
十
八
、
正
月
甲
申
訳
。

　
裏
十
八
、
十
月
丙
寅
晦
。

　
嚢
十
九
、
五
月
壬
辰
晦
。

　
壷
蓑
二
十
六
、
　
一
二
月
甲
寅
朔
Q

　
一
二
二
十
七
、
六
日
月
銀
点
木
朔
…
）

　
昭
元
、
十
二
月
甲
辰
朔
。

　
昭
十
二
、
十
月
壬
辰
朔
。

　
昭
二
十
、
六
同
月
三
門
巳
晦
O

　
昭
二
十
一
『
正
月
壬
寅
朔
。

春
秋
経
に
あ
る
も
の
を
除

十
二
月
量
子
朔
。

二
月
乙
酉
朔
。

＋
一
月
丁
卯
朔
。

七
月
戊
午
朔
。

七
月
戊
辰
晦
。

で
あ
る
。
是
等
の
合
計
十
三
個
の
国
巡
記
事
は
明
か
に
春

秋
の
暦
に
は
適
合
し
な
い
の
で
、
是
等
を
全
く
春
秋
経
の

暦
日
ご
は
切
離
し
、
是
等
の
言
入
個
の
海
魚
に
よ
く
適
慮

す
る
如
き
太
陰
暦
を
求
む
れ
嘆
そ
れ
は
丁
度
西
紀
前
四



四
『
年
を
合
薬
ご
せ
る
七
十
六
年
法
に
相
當
し
て
居
り
、

正
し
く
醜
行
の
太
陰
暦
ご
「
致
し
て
居
る
。

　
こ
れ
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
左
傳
の
虚
血
記
事
は
西
紀
前

四
四
三
年
以
後
に
上
り
て
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
こ
ε
は

疑
も
な
い
。
し
か
も
春
秋
後
掌
よ
り
引
績
き
前
四
四
三
年

忌
で
は
一
七
、
｝
七
、
「
五
月
間
隔
の
連
大
法
を
用
ひ
、

前
四
四
三
年
以
後
始
め
て
七
十
六
年
法
に
改
め
た
も
の
な

の
で
あ
る
が
、
右
の
記
事
作
製
者
は
、
此
改
正
の
事
實
を

忘
れ
春
秋
時
代
ま
で
も
溜
り
て
七
十
六
年
法
に
よ
り
て
朔

晦
を
推
算
せ
る
を
以
て
見
れ
ば
、
其
時
代
は
、
前
四
四
三

血
、
よ
り
は
以
後
に
て
其
改
正
を
忘
れ
る
程
年
所
を
維
た
る

贋
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
望
七
、
入
十
年
差
後
ご

す
れ
ば
晶
馴
ご
エ
ハ
○
年
頃
ご
な
る
。

㈹
歳
首

　
春
秋
の
掌
ぱ
頃
か
ら
膚
然
的
に
冬
至
正
月
に
な
っ
た
暦

は
、
戦
勢
時
代
の
薫
る
時
期
に
轟
び
二
ヶ
月
引
き
戻
し
て

所
謂
夏
型
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
黒
雲
交
替
に
毒
す
る

　
　
　
第
ナ
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
皮
那
古
典
の
年
代
に
就
て

諸
説
は
此
時
代
に
一
般
の
要
望
を
代
表
し
て
唱
へ
出
　
さ
れ

た
も
の
で
あ
ら
う
ε
思
は
れ
る
。
こ
れ
に
魅
し
左
官
は
三

正
交
替
説
で
あ
り
、
國
語
は
五
行
交
替
説
で
あ
る
ご
思
は

る
、
こ
ご
は
注
意
す
べ
き
こ
ご
で
あ
る
が
、
軌
れ
が
古
く

唱
へ
ら
れ
た
説
で
あ
る
か
は
容
易
に
勃
じ
難
い
。
或
は
ほ

“
同
時
に
爾
種
の
説
が
唱
へ
ら
れ
て
居
っ
た
も
の
か
も
知

れ
ぬ
。

　
な
ほ
盤
面
に
は
昭
公
十
七
年
に

　
火
出
。
於
夏
季
三
月
。
於
熱
型
四
月
。
於
轟
轟
五
月
。

ご
い
ふ
て
居
り
、
左
傳
が
所
謂
周
正
時
代
に
作
製
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
ご
は
疑
も
な
い
ご
思
は
れ
る
が
、
戦
野
時

代
に
周
正
を
こ
ケ
月
下
後
れ
さ
し
て
夏
正
に
改
め
た
の
は

或
は
六
國
が
共
に
王
ご
湿
し
た
時
で
、
大
膿
西
紀
前
三
百

三
十
年
前
後
で
は
な
い
か
ご
思
は
れ
る
。

㈲
十
二
次
ご
分
野

　
十
ご
次
の
中
に
大
梁
な
る
名
爵
が
あ
り
、
魏
の
分
野
に

當
て
、
あ
る
の
は
、
十
二
次
の
制
定
が
魏
の
都
を
大
梁
に

　
　
　
　
　
　
第
「
號
　
　
三
一
　
（
　
　
三
…
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
研
究
　
交
那
古
典
の
年
代
に
就
て

移
し
て
よ
生
後
に
行
は
れ
た
こ
ご
を
示
す
も
の
と
見
る
べ

き
で
あ
ら
う
Q
魏
が
都
を
大
梁
に
移
し
た
の
は
恵
成
王
九

年
で
西
紀
前
三
六
二
年
掛
あ
る
ご
思
は
れ
る
。
な
ほ
戦
國

時
代
に
於
け
る
分
野
の
配
當
、
戦
國
よ
り
秦
漢
に
至
る
間

に
於
け
る
分
野
の
憂
遷
は
頗
る
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が

こ
れ
は
戦
國
紀
年
の
詳
細
な
る
影
野
ε
共
に
他
日
の
研
究

を
期
し
た
い
。

㈹
五
行
説
心
、
豫
言
の
適
否
、
其
他
・

　
左
傳
の
申
に
は
五
行
説
の
原
始
的
の
も
の
が
見
え
て
居

り
、
左
傳
め
製
作
さ
れ
た
時
代
は
丁
度
五
行
説
の
始
ま
り

か
け
だ
時
代
で
あ
る
ご
思
は
れ
る
の
で
、
灘
区
秦
漢
時
代

璽
ご
思
は
る
、
諸
書
を
互
に
相
塞
照
し
、
五
行
説
ご
三
正

論
、
相
生
説
ご
相
勝
気
、
五
徳
絡
始
説
ビ
五
帝
説
等
の
相

互
關
係
を
明
か
に
す
る
こ
ご
が
出
來
た
な
ら
ば
、
左
傳
國

語
の
製
作
年
代
に
就
て
も
有
力
な
る
手
掛
り
を
得
る
で
あ

ら
う
ご
思
は
れ
る
。

　
左
傳
の
中
に
諸
國
の
興
亡
を
豫
言
せ
る
も
の
が
数
ヶ
所

　
　
　
　
　
　
策
一
粟
　
　
三
二
　
（
　
　
三
二
）

に
あ
る
が
、
其
事
言
が
多
ズ
適
中
し
て
居
る
の
は
、
左
傳

の
著
者
が
事
實
の
登
生
を
見
た
る
上
に
て
そ
れ
を
多
言
の

形
式
に
包
み
て
挿
入
せ
る
も
の
な
る
べ
く
、
偶
々
其
適
中

せ
ざ
る
も
の
は
、
著
者
が
未
だ
其
登
生
を
見
ざ
る
前
に
想

像
に
基
き
て
作
り
π
る
も
の
な
ら
ん
ご
見
る
の
が
至
當
で

あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
興
亡
に
恋
す
る
豫
蕎
を
一
括
す
れ

ば
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
（
イ
）
慌
樫
二
十
一
（
輪
剛
六
二
九
）
　
衛
儲
麿
干
”
帝
丘
。
卜
占
］
三
百
年
。
、

　
　
　
否

　
（
ロ
）
山
久
六
（
前
六
一
一
一
〉
　
君
子
臼
疋
以
知
秦
之
不
復
東
征
也
。
不
q

噛
（
ハ
）
嚢
二
十
九
（
前
貸
四
四
）
鄭
其
先
亡
乎
。
齊
國
未
可
量
也
。

　
　
　
適

　
（
一
一
）
昭
四
（
一
五
三
八
）
　
唖
在
選
者
。
察
雨
承
膝
。
其
先
亡
乎

　
　
　
察
曹
。
適
　
　
　
　
縢
Q
　
否

　
　
　
鄭
先
衛
亡
。
適

　
鄭
の
O
び
た
の
は
西
紀
前
三
七
五
年
で
あ
る
が
、
（
、
ノ
）

及
（
二
）
に
よ
れ
ば
左
傳
の
著
者
は
確
に
そ
れ
を
見
た
人
で

あ
ら
う
し
、
天
子
伯
を
秦
に
致
し
諸
侯
幽
く
秦
を
賀
す
る



に
至
っ
た
の
は
西
紀
前
三
四
三
年
で
、
此
頃
に
至
っ
て
は

秦
の
東
征
の
勢
既
に
成
る
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ご

思
は
れ
る
が
、
（
ロ
）
に
よ
れ
ば
左
傳
は
此
時
よ
り
以
前
に

書
か
れ
た
も
の
ビ
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
衛
が
都
を
帝

丘
に
遷
し
た
時
の
豫
言
は
、
都
の
位
置
が
三
百
年
ご
ト
し

た
の
か
、
國
の
壽
命
を
三
百
年
ビ
ト
し
た
の
か
明
か
で
な

い
が
、
（
二
）
に
よ
れ
ば
い
つ
れ
衛
も
や
が
て
亡
ぶ
も
の
こ

見
て
居
る
の
で
、
（
イ
）
の
空
言
も
、
前
三
二
九
年
に
な
ら

ざ
る
以
前
に
、
衛
の
嚢
運
を
見
て
衛
の
壽
命
を
前
三
二
九

年
頃
ま
で
ご
想
像
し
た
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
Q
藥
は

前
四
四
七
に
、
曹
は
前
期
八
七
に
亡
ん
で
居
る
の
で
論
は

な
い
が
、
…
最
興
昧
あ
る
の
は
…
膝
に
逸
す
る
豫
言
で
あ
る
。

膝
は
竹
書
紀
年
に
よ
れ
ば
前
四
一
五
年
に
越
に
滅
ぼ
さ
れ

た
こ
ε
に
な
っ
て
居
る
が
、
孟
子
の
書
に
は
藤
定
公
交
公

の
話
が
あ
り
、
孟
子
が
始
め
て
藤
世
子
丈
公
に
適
し
た
の

は
払
剛
三
二
七
年
晒
ハ
ご
思
は
れ
る
。
思
ふ
に
…
膝
は
一
度
濾
㍑
は

さ
れ
て
、
更
に
孟
子
時
代
に
再
び
復
活
し
た
も
の
で
あ
ら

　
　
　
第
十
四
毬
　
　
研
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

う
が
、
亘
理
の
著
者
は
此
復
活
の
事
實
を
知
ら
璽
い
の
で

左
傳
を
童
潤
い
π
の
は
晶
剛
一
ご
一
ご
○
年
頃
よ
り
以
幽
剛
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
孟
子
は
種
々
な
る
黙
に
於
て
左
傳
の
時
代
に

最
も
近
き
も
の
こ
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此
膝
に
關
す

る
言
言
は
明
か
に
爾
者
の
年
代
を
庭
刷
し
、
左
傳
が
孟
子

よ
り
若
干
年
代
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
定
を
示
し
て
居
る

の
早
事
製
作
年
代

　
私
は
以
上
を
通
覧
し
、
圭
こ
し
て
歳
星
記
事
、
閏
法
、
連

大
法
の
三
豊
よ
り
見
て
、
是
等
に
面
す
る
記
事
は
大
儀
西

紀
前
三
百
五
六
十
年
頃
に
製
作
さ
れ
π
も
の
こ
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
ご
思
ふ
の
で
あ
る
が
．
次
で
講
究
し
た
る
其
他

の
更
料
も
右
の
決
定
に
隠
し
よ
く
調
和
し
て
居
る
。
し
か

も
以
上
凡
て
の
史
料
を
合
す
れ
ば
、
可
な
り
暴
く
左
傳
内

容
の
各
部
に
行
き
亙
っ
て
届
る
の
で
、
或
は
左
傳
の
全
部

が
此
時
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ご
い
ふ
疑
を

抱
い
て
居
る
。
明
か
に
此
時
代
以
後
に
製
作
さ
れ
た
こ
見

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
か
否
か
、
あ
る
こ
し
た
場

　
　
　
　
　
　
潮
岬
號
　
　
三
三
　
（
　
　
三
三
）



●

　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
究

合
に
、
そ
れ
は
何
程
あ
る

か
、
更
に
・
今
後
の
研
究
を

期
し
だ
い
Q

⑤
発
語

　
華
語
は
漢
書
前
歴
志
に
・

は
寒
秋
節
傳
、
王
充
論
衡

に
は
野
物
之
外
野
ビ
繕
へ

て
居
り
、
四
｛
庫
提
要
に
は

　
國
語
出
自
何
人
。
詮
町
回

　
　
嚇
。
然
終
回
漢
入
所
読
。

　
爲
近
古
。

ε
い
ふ
て
居
る
。
國
語
に

あ
る
歳
星
記
事
が
全
然
左

傳
の
歳
星
記
事
ビ
よ
く
調

和
し
て
居
る
の
を
以
て
見

れ
ば
、
漢
代
の
所
傳
が
正

し
く
、
左
傳
ビ
國
語
ご
は

同
「
の
時
代
に
製
作
さ
れ

支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

堪
争
」
亀
’

仙
一

霞
£

アve，sop卸

1
豊
1

“1 学pa

一加
融

teeO

門
主

個伽eco 唇盟111星㌧“pa

伽O

8
罵

第
一
號

噸
晦
株

　
雀
δ

jko’ 1
，

　
伽

　
か
八
暦

｛　
榊

寧　
．
匙

　
ザ一．　rlte．　z．．e

σ

三
四
（
　
三
四
）

　
だ
も
の
こ
見
る
べ
き
で
あ
ら

　
う
。
但
し
歳
首
交
替
に
配
し

　
左
傳
は
三
正
交
替
説
國
語
は

　
五
行
交
替
説
で
、
一
致
を
欠

　
い
て
居
る
こ
ご
は
注
意
す
べ

　
き
こ
ご
で
、
な
ほ
詳
細
な
る

研
究
を
要
す
べ
き
黙
で
あ
る

　
㈹
公
羊
傳
、
年
忌
傳

　
　
公
羊
通
論
双
梁
傳
は
、
い
つ

　
れ
も
三
夏
よ
り
傳
は
り
、
戦

國
よ
り
漢
初
に
至
る
ま
で
の

間
に
野
釣
に
記
さ
る
、
様
に

　
な
っ
た
も
の
だ
ざ
い
は
れ
て

居
る
。
天
丈
暦
法
に
關
す
る

　
こ
ご
は
多
く
は
な
い
の
で
、

　
其
方
面
よ
り
製
作
年
代
を
決

　
製
す
る
こ
ご
は
困
難
で
あ
る



．
が
》
た
W
，
一
つ
．
日
蝕
に
嘉
す
4
0
，
解
聯
，
が
左
傳
ご
著
し
ぐ
異

な
っ
て
居
る
こ
ご
は
注
意
す
べ
き
こ
ビ
で
あ
る
。
春
秋
経

の
日
食
記
事
に
某
月
某
日
朔
ご
記
せ
る
も
の
あ
り
、
又
獄

を
記
さ
や
る
も
の
、
朔
を
書
せ
ざ
る
も
の
な
ご
が
あ
る
。

そ
れ
に
封
ず
る
三
傳
の
解
繹
は
次
の
如
く
に
な
っ
て
居
る

記
事

朔
　
日

×
　
　
日

×
　
×

朔
　
×

左
　
傳

凡
て
朔

食書
せ
ざ

る
は
宮

場
之
也

公
羊
傳

雨
冠
露
鱗

朔
　
食

食或或
　二晦
　日食

房
食

品
写
実

朔
　
食

二
三
可
食

紅
食

朔
皇
断
食

夜
　
食

二
口
食

　
左
傳
は
蝕
は
常
に
朔
に
限
る
も
の
ご
思
ひ
、
公
、
穀
は
蝕

は
必
ず
し
も
朔
蝕
ご
の
み
限
ら
す
、
晦
に
も
二
日
に
も
あ

り
得
る
も
の
ご
の
見
解
を
こ
っ
て
居
る
。
こ
れ
に
よ
り
て

見
れ
ば
、
左
傳
は
其
當
時
實
行
の
太
陰
暦
が
よ
く
天
に
合

し
朔
蝕
に
の
み
熟
れ
て
居
っ
た
時
代
で
、
大
約
西
紀
前
三

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

百
年
を
下
ら
な
い
時
代
に
書
か
れ
π
も
の
で
あ
り
、
公
、

穀
は
當
時
太
陰
暦
が
天
に
合
は
な
く
な
っ
た
時
代
で
秦
よ

り
漢
初
に
か
け
て
の
時
代
の
考
に
基
い
た
も
の
こ
見
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
五
　
爾
　
　
書

　
爾
書
の
全
周
を
論
ず
る
こ
ε
は
徐
り
に
大
問
題
で
あ
る

こ
、
に
は
其
中
の
韻
書
武
成
篇
に
就
て
少
し
く
研
究
し
淀

る
所
を
一
蓮
べ
て
見
た
い
。

　
　
武
成
の
中
に

　
惟
一
月
下
上
半
王
覇

ぜ
あ
る
句
は
漢
書
律
歴
志
世
経
に
引
用
さ
れ
て
居
り
、
劉

歌
は
武
成
の
こ
の
記
事
ご
、
國
語
の
「
昔
武
王
伐
般
、
歳

在
鶉
火
」
こ
い
ふ
記
事
こ
の
二
つ
を
材
料
ε
し
、
そ
れ
に

よ
り
て
周
章
の
年
代
を
推
算
し
、
武
王
覇
股
の
年
を
西
紀

前
一
，
＝
一
二
年
ご
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
「
周
回

の
年
代
」
の
研
究
に
於
て
、
全
然
同
一
の
材
料
に
基
き
、

た
や
労
細
辛
の
意
義
に
就
て
は
王
縫
線
の
説
に
よ
り
て
劉

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
三
五
（
　
三
五
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

歌
の
誤
を
正
し
、
叉
歳
霜
鶉
火
に
就
て
は
國
語
常
時
の
考

に
て
尊
崇
辰
の
十
二
年
一
嗣
に
て
推
し
た
る
も
の
こ
解
繹

し
、
か
く
し
て
年
初
の
年
代
を
西
紀
前
一
〇
六
六
年
ご
決

定
す
る
こ
ご
が
出
來
た
の
で
あ
る
が
、
此
年
代
は
顎
下
王

公
の
積
年
か
ら
見
て
も
頗
る
要
當
な
る
も
の
こ
思
は
れ
る

の
で
、
從
っ
て
コ
月
壬
辰
労
死
様
」
の
記
事
は
必
ず
や

當
時
の
實
際
の
記
録
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
断
じ
た
い
。

丁
度
よ
く
合
致
す
る
如
く
に
後
世
の
人
が
作
潔
し
た
ご
見

る
こ
ご
は
甚
だ
困
難
な
る
想
定
で
あ
る
。
な
ほ
國
語
の
「
歳

在
鶉
火
」
の
部
は
周
語
三
王
こ
十
三
年
（
前
五
三
）
の

條
に
伶
州
鳩
の
話
こ
し
て

　
　
昔
業
際
伐
般
。
歳
在
鶉
火
。
月
在
天
駆
。
日
在
析
木
之
津
。

　
　
辰
在
靴
工
。
星
在
天
奄
云
々

ε
あ
る
の
で
あ
る
が
、
其
上
「
月
在
天
馳
、
日
在
監
木
之

津
、
辰
在
斗
柄
」
ご
い
ふ
の
は
輩
に
孟
冬
月
の
月
末
ご
い

ふ
こ
ピ
で
あ
b
、
「
星
在
天
竈
」
こ
い
ふ
の
は
出
師
よ
り
一

ケ
月
後
に
討
ご
戦
ふ
時
の
こ
ご
を
記
し
た
る
も
の
で
、
全

　
　
　
　
　
　
策
一
曲
　
　
　
三
山
ハ
　
（
　
　
一
二
山
高
）

く
忠
實
に
武
成
の
文
を
敷
聾
し
て
こ
れ
を
天
象
に
翻
案
し

だ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
見
て
も
、

武
成
は
客
語
著
作
の
野
臥
に
於
て
、
周
初
の
事
實
を
記
せ

る
貴
重
な
る
文
献
こ
し
て
信
頼
せ
ら
れ
て
居
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
ご
が
卸
せ
ら
れ
る
。

　
爾
書
の
中
、
最
も
古
き
時
代
の
こ
ご
を
記
せ
る
尭
典
に

就
て
は
、
隠
窓
に

　
日
中
星
野
。
以
般
仲
春
。
　
　
日
永
星
火
。
以
正
仲
夏
。

　
宵
重
星
虚
。
以
股
仲
秋
。
　
　
日
短
星
昴
。
以
正
仲
冬
。

　
露
叩
R
【
Q
三
三
義
既
鳳
和
。
燕
ユ
ニ
｝
臼
右
エ
ハ
旬
，
一
六
日
O
…
以
閲
蟹
月
定
閲
回

　
畦
。
成
歳
。

ご
あ
る
が
、
此
中
、
　
一
年
の
長
さ
が
三
百
六
十
六
日
越
る

こ
ご
、
閏
月
を
以
て
四
時
を
定
め
季
節
を
正
す
ご
い
ふ
こ

ご
は
、
こ
れ
は
必
ず
や
春
秋
中
期
以
後
の
考
に
基
い
て
挿

入
さ
れ
だ
も
の
に
相
主
な
い
。
或
は
孔
子
が
編
纂
さ
れ
る

際
に
加
へ
ら
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
四
二
星
に

關
す
る
部
分
ま
で
が
憲
秋
時
代
の
も
の
ε
断
ず
る
こ
ε
は

・
早
計
で
、
こ
れ
は
別
に
其
内
容
の
研
究
に
よ
り
て
其
成
立



の
年
代
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
嘗
て
此
四
中

蓋
の
記
事
を
研
究
し
て
、
内
大
膿
普
通
に
発
舜
時
代
こ
い
は

れ
て
居
る
年
代
に
相
番
す
る
も
の
璽
ら
ん
ご
断
じ
た
こ
ご

が
あ
り
、
結
論
は
今
も
な
ほ
大
差
な
し
ご
信
じ
て
居
る
が

こ
れ
は
其
後
近
來
に
至
る
ま
で
の
研
究
を
利
用
し
て
更
に

再
び
研
究
を
新
に
せ
ん
こ
ご
を
期
し
て
居
る
〇

　
　
　
　
六
　
隠
避
書
及
び
緯
書

　
逸
逸
書
の
中
、
世
俘
、
愚
母
、
小
開
、
粥
保
、
文
傳
、

明
里
道
の
尊
号
に
は
五
壇
時
代
の
暦
日
や
紀
年
が
記
載
し

て
あ
り
、
或
は
周
初
當
時
の
こ
ご
を
傳
へ
た
も
の
で
は
な

い
か
ご
疑
は
れ
て
も
居
る
の
で
、
私
は
「
周
初
の
年
代
」
を

研
究
し
た
る
際
に
是
等
の
記
事
を
も
墾
照
し
た
が
、
其
研

究
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
是
等
の
暦
日
は
皆
劉
歌
の
誤
り
た

る
解
繹
に
基
き
た
る
漢
書
律
歴
志
の
推
算
を
根
襟
こ
し
、

そ
れ
を
其
ま
、
踏
襲
し
た
る
上
に
、
暦
数
に
疎
き
入
の
手

に
よ
り
て
少
数
の
暦
日
を
附
加
し
た
る
も
の
で
あ
り
、
年

次
序
列
に
就
て
は
竹
書
紀
年
の
説
ご
一
致
し
て
居
る
の
で

　
　
　
第
十
閥
巷
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

こ
れ
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
是
等
の
暦
日
は
明
か
に
劉
歌
以

後
に
作
爲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
恐
ら
く
西

晋
時
代
に
念
書
紀
年
が
世
に
出
で
た
る
頃
の
人
の
手
に
よ

り
て
作
爲
さ
れ
た
る
も
の
も
混
じ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
ご

疑
は
れ
る
。

、
緯
書
は
屡
禁
書
の
厄
に
遭
ひ
多
く
は
散
逸
し
て
其
傳
來

の
信
用
し
得
べ
き
も
の
は
甚
だ
少
な
い
が
、
其
中
に
て
比

較
的
醇
正
と
い
は
れ
て
居
る
の
は
易
緯
宇
宙
度
で
あ
り
、

又
野
中
に
は
幸
に
も
天
交
暦
法
に
移
す
る
事
項
が
あ
る
の

で
、
私
は
「
周
初
の
年
代
」
を
論
ず
る
際
に
こ
れ
を
塞
照

し
た
が
研
究
の
結
果
は
、
こ
れ
も
亦
毫
も
信
頼
を
値
し
な

い
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
明
か
に
し
て
居
る
。
乾
繋
度
の
暦

法
に
訂
し
て

　
（
づ
）
後
漢
書
笹
蟹
黒
髭
邑
暦
議
　
　
潮
路
苞
。
乾
難
度
。
皆
以

　
　
　
爲
…
開
闇
㎜
至
…
獲
麟
　
二
百
七
十
六
萬
鳳
威
O

　
（
ロ
）
適
正
義
文
王
之
三
四
　
　
三
三
馨
度
云
。
入
戊
午
蔀
二
十

　
　
　
九
年
。
伐
崇
。
一
飯
埜
。
改
正
朔
。
布
王
號
於
天
下
。
受

　
　
　
簸
。
慮
河
綱
。
注
云
。
受
命
後
五
年
。
乃
駕
此
改
。
□
猜

　
　
　
　
　
　
第
｝
號
　
　
三
七
　
（
　
　
三
七
〉



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

　
　
　
如
也
。

　
　
　
提
案
乾
町
度
云
。
営
外
名
野
臥
紀
．
、
日
甲
子
歳
甲
寅
。
又

　
　
　
日
。
今
入
天
元
二
百
七
十
五
萬
九
千
二
百
八
十
歳
ハ
．
昌
以

　
　
　
西
伯
受
命
。
注
云
。
受
洛
書
之
命
。
爲
天
子
。

　
（
ハ
）
通
行
本
乾
難
．
度
　
　
師
置
婦
歳
。
積
日
法
二
十
九
日
與
八

　
　
　
＋
一
分
日
之
四
＋
二
（
二
は
三
の
誤
）
。
除
之
」

…
等
ご
あ
る
の
は
驚
く
べ
き
矛
盾
で
あ
る
。
（
イ
）
ば
後
漢
の

察
琶
が
般
歴
ご
後
漢
四
分
歴
ご
の
優
劣
を
論
せ
る
上
書
中

に
あ
る
の
で
、
其
数
宇
よ
り
見
て
、
乾
盤
度
を
以
て
後
漢

四
分
暦
を
．
用
ひ
て
居
る
も
の
ご
断
じ
て
居
る
こ
ご
に
疑
を

鳴
る
、
霊
地
が
な
い
。
然
る
に
（
・
）
に
よ
れ
ば
戊
午
蔀
二

十
九
年
、
又
は
二
百
除
萬
年
の
彪
大
年
数
の
叢
れ
よ
り
見

る
も
、
明
か
に
乾
繋
争
を
以
て
般
暦
に
よ
れ
る
も
の
ご
し

て
居
る
こ
と
は
疑
も
な
く
、
又
（
ハ
）
の
入
十
蝋
分
の
四
十

三
こ
い
ふ
数
字
は
太
初
三
統
暦
を
用
ひ
て
居
る
こ
い
ふ
こ

ざ
で
あ
る
。
同
一
の
乾
馨
度
に
齢
し
、
其
所
依
の
暦
法
が

後
漢
四
分
暦
、
般
暦
、
太
初
三
碧
暦
こ
い
ふ
三
種
の
暦
が

掲
げ
ら
れ
て
居
る
こ
い
ふ
こ
ご
は
、
支
離
滅
裂
も
亦
甚
し

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
三
八
　
（
　
　
三
八
）

こ
い
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
イ
）
（
ロ
）
（
ハ
）
三
者
の
軌

れ
が
誤
で
あ
る
か
は
別
問
題
ご
し
、
斯
の
如
き
引
用
文
を

輯
め
て
作
製
せ
る
現
行
本
乾
難
度
を
始
め
こ
し
、
緯
書
全

数
．
の
年
代
が
毫
も
信
頼
す
る
に
足
ら
ざ
る
こ
ご
は
言
ふ
ま

で
も
な
い
。

　
　
　
　
七
虚
血
紀
年

　
重
書
紀
年
は
晋
の
成
寧
五
年
（
二
七
九
）
に
汲
郡
の
盗

が
魏
の
裏
王
の
墓
を
登
き
て
、
戦
國
末
以
南
埋
藏
さ
れ
て

あ
っ
た
竹
書
数
十
車
を
得
た
中
に
あ
っ
π
も
の
で
、
夏
般

以
來
魏
の
裏
王
二
十
年
（
前
口
九
九
）
に
至
る
ま
で
の
事

を
編
年
禮
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
登
見
二
時
よ
り
既
に

欠
損
錯
簡
等
頗
る
多
か
つ
π
も
の
ご
見
え
る
が
、
多
く
の

人
の
手
に
よ
り
て
漸
く
穴
埋
考
定
を
経
た
る
直
書
紀
年
は

不
幸
に
し
て
其
後
爾
宋
の
際
に
至
り
て
再
び
散
逸
し
、
其

完
本
は
全
く
失
は
れ
把
の
で
、
や
が
て
諸
書
に
引
用
さ
れ

た
る
も
の
を
輯
め
て
後
入
の
作
り
上
げ
た
も
の
が
現
行
の

今
本
竹
書
紀
年
で
あ
り
、
其
中
に
蒐
集
の
鼻
衝
な
か
ら
す



混
入
し
た
る
雑
駁
の
異
分
子
を
淘
汰
し
、
唐
宋
以
前
の
古

書
に
明
か
に
引
用
さ
れ
て
居
る
も
の
、
み
を
集
め
た
る
も

の
が
古
本
笹
書
紀
年
で
あ
る
。

　
今
本
竹
書
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
古
本
竹
書
ご
難
も
原

本
証
書
に
は
到
底
比
す
べ
く
も
な
い
不
完
全
な
も
の
で
あ
・

る
上
に
、
動
も
す
れ
ば
な
ほ
異
分
子
の
擾
入
が
少
な
か
ら

ず
あ
り
て
、
野
々
し
く
信
用
す
る
こ
ご
の
繊
來
な
い
も
の

で
あ
る
こ
い
ふ
こ
ご
に
就
て
次
の
如
き
實
例
が
あ
る
。

　
古
本
竹
書
紀
年
の
周
初
の
部
に
「
十
一
年
峠
下
、
簡
乱

伐
商
」
ご
あ
る
が
、
こ
れ
は

　
唐
雪
嶺
志
　
　
國
語
日
。
武
力
伐
商
。
歳
在
園
火
。
月
在
天
駆

　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
中
略
　
蕾
心
計
在
已
卯
。
推
其
迄
醜
。
廼
丈
王
崩
武
王
成
鴛
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
歳
也
。
其
明
年
武
王
即
位
。
新
歴
孟
春
定
朔
丙
辰
。
於
商
爲
二

　
月
。
故
回
書
日
。
維
三
元
祀
二
月
丙
辰
朔
。
武
王
六
三
周
公
。

　
　
　
　
む
　
ゆ
　
り
　
む
　
り

　
竹
一
十
雪
年
庚
寅
。
周
語
気
商
。
而
丁
子
及
家
塾
以
爲
十
二
年

　
蓋
通
立
夏
之
歳
也
。

ご
あ
る
の
に
基
い
た
も
の
で
あ
・
。
卒
讃
し
た
や
け
で
は

原
本
墨
書
に
「
十
一
年
庚
寅
云
云
」
ご
あ
り
白
書
は
そ
れ

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

拒
引
用
し
た
も
の
、
如
く
見
え
る
が
、
戦
國
末
の
原
本
竹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
に
「
十
一
年
庚
寅
」
こ
い
ふ
如
き
干
支
紀
年
が
断
じ
て

存
在
し
得
な
い
こ
ご
は
、
干
支
紀
年
法
の
登
達
か
ら
見
て

も
明
か
な
る
こ
ご
で
あ
る
。
今
熟
々
唐
書
の
交
を
見
れ
ば

　
劉
歓
の
蕾
設
で
は
伐
股
の
歳
を
已
卯
ざ
し
て
居
る
が
、
遊
歴
に

　
よ
っ
て
見
れ
ば
已
卯
の
歳
は
文
王
の
崩
年
で
、
其
翌
年
が
孟
春

　
月
丙
辰
朔
ミ
な
る
の
で
周
書
の
記
事
に
三
三
し
、
十
一
年
後
が

　
丁
度
伐
般
の
歳
に
當
っ
て
居
る
。
現
に
薄
書
に
は
十
一
年
（
庚

　
寅
）
伐
商
ミ
あ
り
、
勢
子
及
世
語
に
は
郎
位
繭
年
か
ら
撒
へ
て

　
十
二
年
ぐ
」
し
て
居
る
。

ε
い
ふ
の
で
、
庚
寅
こ
い
ふ
の
は
己
卯
よ
り
十
一
年
後
ε

い
ふ
こ
ご
を
明
か
に
す
る
た
め
に
歴
志
の
著
者
が
挿
入
し

た
る
注
羅
　
で
、
恰
か
も
我
々
が
（
西
紀
前
何
年
）
ご
注
す

る
如
く
、
括
弧
内
に
注
す
べ
き
程
の
も
の
で
あ
っ
た
に
縮

違
な
い
。
こ
れ
が
や
が
て
竹
書
の
本
交
ご
し
て
古
本
竹
書

に
還
元
さ
れ
て
「
十
一
年
庚
寅
云
々
」
ε
な
り
、
更
に
今

本
西
塔
に
至
り
て
は
、
劉
歌
説
己
卯
（
前
一
＝
一
二
）
よ

り
十
一
年
後
（
前
一
一
一
一
）
こ
い
ふ
原
意
を
忘
れ
、
一

　
　
　
　
　
　
第
…
號
　
　
三
九
　
（
　
　
三
九
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究

干
支
山
ハ
十
・
年
程
脚
誤
b
た
る

七
型
ご
見
て
、
伐
般
の
歳

を
西
紀
雨
一
〇
五
一
年
こ

し
、
そ
れ
が
竹
書
紀
年
所

傳
の
周
初
の
年
代
ご
し
て

現
に
廣
く
流
布
し
て
居
る

の
は
甚
だ
滑
稽
な
る
誤
ご

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。

　
　
　
　
八
結
語

　
本
論
文
は
主
ε
し
て
春

秋
ご
左
傳
ご
の
成
立
年

代
に
就
き
て
講
究
し
、
春

秋
は
其
全
膿
が
前
七
二
二

…
前
四
入
一
年
な
る
春
秋

峰
国
時
に
成
れ
る
も
の
、
左

回
は
其
大
部
分
が
戦
國
時

代
の
宇
ば
、
前
三
百
五
六

支
那
古
典
の
年
代
に
就
て

第
「
號
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四
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（
　
四
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）

十
年
頃
に
著
作
さ
れ
た
る
も
の

な
る
こ
ご
を
、
確
率
甚
だ
大
な

る
讃
援
を
以
て
主
張
せ
ん
こ
す

る
も
の
で
あ
る
。
右
爾
者
の
外

な
ほ
数
種
の
古
血
ハ
に
も
論
及
し

た
が
、
支
那
に
は
古
典
が
甚
だ

豊
富
に
存
在
し
て
居
る
の
で
、

凡
て
の
古
典
に
魅
し
其
成
立
年

代
の
詳
細
な
る
研
究
が
着
々
進

め
ら
れ
ん
こ
ご
は
切
望
に
堪
え

な
い
。
（
絡
）


