
梅

文

鼎

の
暦
算

撃

-
康
照
年
間
の
天
文
暦
算
畢
-

は

じ

め

に

一
へ
そ
の
生
涯
と
著
作
活
動

二
'
天
文
撃
と
梅
文
鼎

3

暦
学
に
お
け
る
か
れ
の
立
場

㈲

西
洋
天
文
学

へ
の
謝
意

三
'
教
学
に
お
け
る
梅
文
鼎

四

結 (3)(2)(1)
幾
何
学
と

『幾
何
原
本
』

球
面
三
角
法
と
暦
算

対

数

の

麿

用

論

橋

本

敬

造

は

じ

め

に

清
代
に
お
け
る
科
挙
史
上
の
動
向
t
と
-
に
暦
算
撃
の
そ
れ
は
'
梅
文
鼎
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
清
代
中
期

(乾
隆
'

嘉
慶
)
に
は
暦
算
家
が
輩
出
L
t

考
讃
撃
の
大
家
は
'

同
時
に
算
撃
の
分
野
で
も
'

め
ざ
ま
し
い
活
動
を
行
な
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
清
代
中
期
の
暦

算
家
の
全
盛
を
用
意
し
た
も
の
に
'
晴
代
初
期
に
活
躍
し
た
梅
文
鼎
の
寄
輿
を
無
税
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
か
れ
の
仕
事
は
'
天
文
学
'

数
学
な
ど
常
時
の
代
表
的
な
科
学
の
範
囲
を
覆
う
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
れ
は
単
に
中
国
に
俸
統
的
に
存
在
し
た
知
識
の
再
認
識
だ
け
で
な
く

西
洋

か
ら
導
入
さ
れ
た
科
学
知
識
に
も
深
い
造
詣
を
示
し
て
い
る
｡
常
時
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
学
問
の
ケ
ち
'
天
文
学
と
そ
れ
に
技
術
的

基
礎
を
輿
え
た
教
学
は
'
地
理
学
と
と
も
に
西
洋
学
術
の
な
か
で
も
最
も
よ
-
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
最
も
よ
-
中
国
に
定
着
し

梅

文

鼎

の

暦

算

学



東

方

畢

報

た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
科
学
知
識
に
封
す
る
梅
文
鼎
の
態
度
は
'
欽
天
監
を
中
心
と
し
て
活
動
し
た
宣
教
師
と
そ
の
全
面
的
同
調
者
'
及

び
そ
の
指
導
の
下
に
あ

っ
た
職
業
的
技
術
者
の
態
度
と
は
'
は
っ
き
り
と

一
線
を
董
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
か
れ
は
西
洋
学
術
の
単
な
る
受
容
者
で
な

-
､
同
時
に
批
判
者
で
あ
っ
た
｡
清
朝
暦
算
撃
は
'
か
れ
の
学
問
に
そ
の
出
費
鮎
が
あ
り
'
方
法
論
的
に
は
か
れ
に
そ
の
源
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
｡
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
中
西
の
あ
ら
ゆ
る
科
学
知
識
を
集
大
成
し
た

『御
製
律
暦
淵
源
』

一
〇
〇
雀
も
､
そ
の
編
纂
に
際
し
て
は
梅
文
鼎
の
精

神
を
生
か
し
た
｡
康
照
末
年
に
お
け
る
こ
の
よ
う
に
大
き
な
結
節
鮎
と
そ
こ
か
ら
後
世
に
向
つ
て
の
科
学
史
上
の
流
れ
は
､
梅
文
鼎
の
貢
献
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
｡
こ
の
小
論
は
そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
､
か
れ
の
科
学
思
想
の
形
成
を
考
察
し
､
今
後
の
研
究
の
第

一
歩
と
し

て
梅
文
鼎
の
思
想
的
骨
格
を
見
出
す

一
つ
の
試
み
で
あ
る
｡

一､
そ
の
生
涯
と
著
作
活
動

は
じ
め
に
､
後
の
議
論
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
'
梅
文
鼎
の
生
涯
と
そ
の
活
動
の
分
野
'
及
び
そ
れ
に
関
連
し
て
か
れ
の
交
友
関
係
に
つ
い

(1
)

て
も
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
｡
か
れ
の
家
は
'
安
徽
省
宣
城
の
名
族
で
あ
っ
た
｡
か
れ
は
崇
顧
六
年
(
一
六
三
三
)
に
生
れ
た
｡
父
の
土
呂
は
'
蔵
書

家
で
'
明
の
滅
亡
後
は
'
隠
居
し
て
そ
の
際
生
を
学
問
に
迭
っ
た
｡
特
に
'
易
象
に
詳
し
-
'
こ
れ
が
文
鼎
の
暦
算
学

へ
の
傾
倒
に
大
き
な
影
響
を

輿
え
た
｡
か
れ
が
生
れ
た
翌
年
に
は
'
徐
光
啓
(
7
五
六
二
-

1
六
三
三
)
の
あ
と
を
鰹
い
で
西
洋
暦
を
と
り
入
れ
た
明
朝
の
修
暦
事
業
の
統
率
者
と
な

っ
た
李
天
経
(
一
五
七
九
～
一
六
五
九
)
が
暦
書
六

一
篭
を
成
し
'
徐
光
啓
に
よ
る
も
の
を
合
せ
て
合
計

二
二
七
奄
に
の
ぼ
る

『崇
顧
暦
書
』
が
完
成
し

(2)

て
い
る
｡
幼
い
と
き
か
ら
'
父
と
と
も
に
塾
師
羅
王
賓
に
つ
い
て
天
文
暦
学
を
学
び
'
早
-
よ
り
天
鰹
の
遅
行
を
観
察
し
て
'
そ
の
遅
行
'
位
置
襲

化
の
大
意
を
知
る
に
室
生

ま
た
九
歳
の
と
き
に
は
五
経
史
事
に
熟
通
し
て
い
た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
｡
順
治

一
六
年

(
一
六
五
九
)
竹
冠
遥
士
侃
正

(競
観
潮
)
に
師
事
し
た
｡
侃
正
は
宣
城
の
人
で
t
と
-
わ
け
天
文
暦
算
に
詳
し
か
っ
た
｡
文
鼎
は
か
れ
か
ら
麻
孟
靖
の
蔵
に
な
る

『董
官
通
軌
』
『大

統
暦
算
交
食
法
』
等
を
学
ん
だ
｡
こ
れ
ら
に
訂
神
話
樺
を
加
え
た
も
の
が
'
文
鼎
の
は
じ
め
て
の
著
作

『暦
学
噺
枝
』

二
奄

(康
撃
冗
年
二

六
二
二
､



(3)

の
ち
四
巻
に
増
補
さ
れ
た
)
で
あ
る
｡

こ
の

『暦
学
聯
枝
』
は
'
師
を
し
て

｢
か
れ
の
智
は
師
の
わ
た
し
を
凌
ぐ
も
の
だ
｣
と
欺
服
せ
し
め
た
と
い
う
｡

か
れ
が
三

〇
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
｡
こ
の
前
年
､
順
治

l
八
年

(
1
六
六
1
)
に
方
中
通
が

『教
度
街
』

凡
例
を
書
き
､
迫

っ
て
全
二
五
巻
を
完
成
す

る
｡
文
鼎
は
康
照

二

年
(
一
六
七
二
)
に

『方
程
論
』
六
巻
を
作
成
し
た
が
､
そ
の
過
程
で
中
通
に
質
し
て
い
る
｡
は
じ
め
は
専
ら
暦
学
者
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
か
れ
は
､

『方
程
論
』
に
よ
っ
て
､
方
中
通
と
と
も
に
康
照
初
期
の
代
表
的
な
算
撃
家
と
し
て
､
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
｡

『教
度
術
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
'
お
-
れ
て
康
照
二
六
年
(
一
六
八
七
)
で
あ
る
が
､
そ
の
奄
首
に
み
え
る

｢梅
定
九
に
興
う
る
書
｣
の
な
か
で
､
中

通
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
｡

(4
)

あ
な
た
の
暦
算
畢
は
へ
と
て
も
私
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
あ
な
た
の
前
で
は
ど
う
し
て
教
を
語
れ
ま
し
ょ

う

｡

代
数
学
の
み
な
ら
ず
p
測
量
術
な
い
し
幾
何
学
に
対
し
て
も
か
れ
の
関
心
は
'
早
-
か
ら
目
ざ
め
て
い
た
.
侃
正
か
ら

『捷
田
歌
訣
』
を
得
て
､

こ
れ
を
も
と
に
､
か
れ
は

『方
田
適
法
』
を
書
い
て
い
た
(康
讐
二
年
'
一
六
六
四
)｡
暦
学
と
そ
の
技
術
的
基
礎
で
あ
る
計
算
術
と
と
も
に
､
測
量
術
を

中
心
と
す
る
幾
何
撃
的
な
分
野

へ
の
傾
倒
は
､
こ
の
こ
ろ
に
始
ま
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

康
照

l
二
年
(
T
六
七
三
)に
は
､
宣
城
副
使
施
閏
章
が
郡
邑
志
を
総
裁
す
る
｡
文
鼎
は
分
野
の
部
門
を
措
普
L
p
『寧
国
府
志
分
野
稿
』

一
巻
､
『宣

城
願
志
分
野
稿
』

l
巻
を
書
い
た
｡
こ
の
中
で
は
'
暦
代
の
宿
度
'
分
官
の
異
同
､
お
よ
び
各
種
の
分
野
法
に
つ
い
て
の
史
料
的
な
集
成
が
な
さ
れ

て
い
る
｡
こ
う
し
た
仕
事
の
後
､
か
れ
は
西
洋
天
文
学
と
そ
の
数
理
的
基
礎
に
つ
い
て
､
か
な
り
積
極
的
に
と
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
｡

ま
ず
､

一
四
年
(
1
六
七
五
)に
金
陵
の
顧
昭
か
ら
穆
尼
閤

N
ico
las
Sm
ogolenski
の

『天
歩
員
原
』
､
及
び
蘇
風
砕
の

『天
草
合
通
』
を
借
り
て
'

そ
れ
ら
を
霧
し
と
る
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
れ
ら
の
書
は
､
西
洋
天
文
学
の
教
理
的
記
述
の
ほ
か
に
､
中
国
に
は
じ
め
て
の

N
a
p
ier
の
封
教
法
の
紹

介
が
見
ら
れ
'
そ
の
た
め
に
有
名
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
同
じ
年
へ
明
末
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
天
文
撃
に
基
づ
-
百
科
全
書
と
も
い
う
べ
き

『崇
顧
暦

書
』
を
'
は
じ
め
て
入
手
し
て
い
る
｡

一
四
年
に
は
'
こ
の

『崇
顧
暦
書
』
を
得
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
揮
天
儀
な
ど
中
国
暦
代
の
測
天
器
を
考
置
L
t

そ
の
上
に
立
っ
て
､
新
た
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
俸
来
さ
れ
た
天
文
観
測
用
の
器
械
に
も
考
察
を
加
え
て

『測
器
考
』
二
巻
を
完
成
し
た
｡
そ
の
主
旨

は
'
次
の
通
り
で
あ
る
｡

梅

文

鼎

の

暦

算

嬰



東

方

畢

報

四
九
四

韓
蔑
玉
衡
で
七
政
を
替
え
る
の
が
治
暦
の
根
本
で
あ
る
｡
唐
虞
以
来
､
削
除
に
精
密
で
な
-
て
暦
を
制
定
で
き
た
も
の
は
い
な
い
｡
暦
法
は
事

(5
)

柄
が
つ
け
加
わ
っ
て
華
麗
さ
を
ま
し
て
も
'
ま
す
ま
す
善
-
な
る
の
だ
｡
測
天
津
概
も
そ
う
で
あ

る

｡

す
な
わ
ち
'
暦
法
に
お
け
る
基
本
的
な
物
理
量
の
吏
鬼
と
観
測
技
術
に
お
け
る
測
定
装
置
な
い
し
器
械
の
護
明
と
の
相
関
と
い
う
観
鮎
に
立
っ
て
'

漢
代
の
滞
天
儀
下
乗
漢
の
黄
道
銅
儀
か
ら
さ
ら
に
は
郭
守
敬
の
観
測
機
械
に
い
た
る
天
文
観
測
の
手
段
の
草
炭
を
述
べ
'
そ
の
延
長
上
に
西
洋
俸
束

の
観
測
器
械
'
た
と
え
ば
星
の
高
度
を
測
定
す
る
た
め
の
象
限
儀

(四
分
儀
)､

二
つ
の
星
の
距
離
を
測
る
紀
限
儀

(六
分
儀
)
な
ど
を
位
置
づ
け
る
｡

そ
し
て
天
文
学
的
に
み
て
最
も
基
本
的
な
物
理
量
を
､
簡
単
な
装
置
で
精
密
に
測
定
す
る
手
段
と
し
て
､
象
限
儀
'
紀
限
儀
を
高
-
許
慣
す
る
｡
さ

ら
に
'
天
鰹
の
運
行
を
測
定
す
る
装
置
に
は
､
滞
天
儀
へ
箇
平
儀
な
ど
が
あ
り
'
そ
れ
ら
は
､
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
'
簡
軍
に
設
置
し
て
使
用
で
き

る
｡
こ
れ
ら
の
手
段
に
よ
っ
て
宇
宙
の
理
法
が
明
確
に
把
捉
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
か
-
て
測
定
器
具
へ
装
置
は
'
梅
文
鼎
の
時
代
に
な
っ
て
は

(6)

な
は
だ
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
p
と
し
た
の
で
あ
る
｡

中
図
在
来
の
観
測
器
械
の
費
展
の
歴
史
の
中
に
､
西
洋
停
乗
の
そ
れ
を
位
置
付
け
'
両

者
の
問
に
本
質
的
に
は
'
何
ら
の
相
異
も
な
い
t
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
梅
文
鼎
は
､
こ
の
後
も
'
天
文
観
測
に
必
要
な
機
器
へ
た
と

え
ば
時
間
を
保
つ
た
め
の
壷
漏
､
太
陽
高
度
の
襲
化
を
測
定
す
る
目
鼻
に
も
論
及
し
､
理
論
と
の
関
係
に
お
け
る
観
測
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で

あ
る
｡

一
九
午
(
一
六
八
〇
)､
か
れ
が
四
八
歳
の
と
き
､

『中
西
算
単
連
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
｡
そ
の
内
容
の
配
列
に
､
こ
れ
を
編
集
し
た
か
れ
の
意
国
が

見
え
る
｡
そ
れ
は
､
中
国
の
俸
銃
的
な
算
撃
の
ほ
か
に
､
新
た
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
数
畢
を
も
､
い
わ
ば
麿
用
面
を
主
眼
と
し
て
統

一
的
に
ま
と
め

た
も
の
t
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
か
れ
の
主
張
は
'
と
り
わ
け
暦
学
に
お
け
る
推
算
法
と
い
う
観
鮎
か
ら
数
学
を
許
債
す
る
t
と
い
う
こ
と
に

あ
っ
た
､
と
思
わ
れ
る
｡
か
れ
は
こ
の

『中
西
算
畢
通
』
に
関
し
て
へ
次
の
よ
-
に
書
い
て
い
る
｡

(7
)

そ
も
そ
も
理
は
そ
の
是
を
求
め
'
事
は
適
用
を
求
め
る
の
み
｡
中
法
と
西
法
に
な
ん
の
揮
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
｡

右
の
よ
う
な
主
張
の
も
と
に
､
中
西
両
派
の
数
学
を

l
つ
に
ま
と
め
る
と
い
う
努
力
は
'
方
中
通
の

『敷
皮
術
』
と
と
も
に
'
康
照
末
期
に
成
立

し
た
教
挙
上
の
集
大
成

『教
理
精
薙
』
全
四

〇
巻
に
か
な
-
の
影
響
を
興
え
､
ひ
い
て
は
そ
の
後
の
中
算
撃
の
方
向
を
決
定
に
重
要
な
役
割
を
果
し



た
｡

『中
西
算
撃
通
』
に
は
､
次
の
九
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡

H

勿

奄

崇

算

七
奄

臼

勿

奄

度

算

二
雀

田

三

角

法

撃

要

五
奄

揖

幾

何

摘

要

≡
奄

目

勿

奄

筆

算

五
奄

輯

比

例

教

解

四
奄

田

方

論

論

六
奄

㈹

句

股

測

量

二
奄

鋸

九

教

存

古

十
懲

り
-
鱒
は
代
数
'
な
い
し
算
術
関
係
の
も
の
'
困
田
㈹
は
幾
何
学
､
測
量
術
に
関
す
る
も
の
へ
銅
は
代
数
学
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
方
程
式
の
問

題
を
取
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
.
ま
た
､

鋸は
九
章
算
術
を
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
算
術
に
関
し
て
い
え
ば
､
そ
の
計
算
の
理
論
か
ら
p
技
術
の
問
題

と
し
て
の
筆
算
あ
る
い
は
計
算
尺
の
諸
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
三
角
法
や
封
数
の
計
算
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
と
-
に
鋤
は
､
栂

文
鼎
の
封
教
に
関
す
る
研
究
の
成
果
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
三
角
法
に
関
し
て
は
'
す
で
に
中
国
に
存
在
し
て
い
た
句
股
法
と
､
新
た

に
中
国

へ
来
た
三
角
法
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
は
じ
ま
り
'
平
面
三
角
法
を
述
べ
て
か
ら
'
球
面
三
角
法
を
考
察
し
て
い
る
｡
こ
の
球
面
三
角

法
に
つ
い
て
は
'
後
に
な
っ
て

『孤
三
角
翠
要
』
を
著
わ
し
て

(
一
六
八
四
年
の
自
序
が
あ
る
)､
こ
れ
に
き
わ
め
て
高
い
位
置
づ
け
を
興
え
た
｡
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
'
後
に
述
べ
る
｡
幾
何
学
に
お
い
て
は
う
利
碍
寮
の

『幾
何
原
本
』
六
奄
'
あ
る
い
は
'

『崇
顧
暦
書
』
に
収
め
ら
れ
た

『測
量
全

義
』
十
竜
な
ど
に
即
し
て
､
中
図
人
に
と
っ
て
は
全
-
目
新
し
い
構
成
の
教
学
の
分
野

へ
接
近
し
ょ
う
と
し
て
い
-
態
度
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
､
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
｡
こ
う
し
て
'
梅
文
鼎
は
､
こ
の
期
に
西
洋
数
学
に
封
腐
す
る
自
ら
の
態
度
を
確
立
し
っ
つ
､
中

西
南
涯
に
ま
た
が
る
教
学
の
諸
分
野
の
研
究
を
行
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の

『中
西
算
撃
通
』
に
収
め
ら
れ
た
諸
著
作
は
､
対
数
'
球
面
三
角
法
に
関

し
て
罷
風
砕
の
影
響
が
端
的
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
-
､
こ
の
書
に
序
を
書
い
た
薬
機
先
'
清
美
'
方
中
通
ら
と
の
密
接
な
関
係
が
読
み
と
ら
れ
る
｡

康
照
二

〇
年
(
1
六
八
こ
に
は
､

『御
製
律
暦
淵
源
』

一
〇
〇
巻
の
編
纂
事
業
に
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
長
孫
､
梅
薮
戊
が
生
れ
て
い
る
｡
ま
た
'

こ
の
年
に
は
'
杜
知
耕
が

『数
撃
論
』
六
巻
を
著
し
､
文
鼎
は
こ
れ
に
よ
っ
て
知
耕
を
か
な
り
高
-
詳
償
し
て
い
る
｡
こ
の
杜
知
耕
は
､
孔
興
泰
'

梅

文

鼎

の

暦

算

撃
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四
九
大

衰
土
龍
ら
と
と
も
に
方
程
式
の
問
題
に
関
し
て
意
見
を
交
換
し
あ
い
､
'

『方
程
論
』
の
成
立
に
力
の
あ
っ
た
人
で
あ
る
｡

(8)

二

一
年
'
交
食
法
な
ど
暦
学
に
お
い
て
'
梅
文
鼎
に
大
き
な
影
響
を
興
え
た
王
錫
闇
が
死
ん
で
い
る
｡
か
れ
は

｢
南
王
北
醇
'
な
ら
び
解
せ
ら
れ

る
｣
と
い
わ
れ
て
'
昔
時
'
蘭
風
砕
と
と
も
に
著
名
な
暦
算
家
で
あ
っ
た
｡
梅
文
鼎
は
､
の
ち
に
(康
讐

六
年
)
『
王
寅
旭
書
補
注
』
を
な
し
'
そ
こ

で
い
ち
は
や
-
か
れ
に
封
す
る
評
債
を
確
立
し
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

わ
た
し
は
'
か
つ
て
近
代
の
暦
学
を
評
慣
し
て
､
そ
の
最
た
る
も
の
は
呉
江

(王
錫
閲
)
で
あ
る
と
し
た
｡
か
れ
の
見
識
'

理
解
は
､
育

州

(辞

鳳
稚
)以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
残
念
な
こ
と
に
'
わ
た
し
は
早
い
横
合
に
そ
の
人
を
知
り
へ
か
れ
と
暦
算
に
つ
い
て
論
議
を
轟
す
こ
と
が
で
き

(9
)

な
か
っ
た
｡

後
に
な
っ
て
'
院
元
は
王
錫
闇

｡
梅
文
鼎
の
二
大
暦
算
家
を
､
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

こ
の
ご
ろ
は
梅
氏
の
撃
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
､
王
氏
の
嬰
は
な
お
微
弱
で
あ
る
｡
こ
れ
は
錫
闇
に
子
が
な
-
'
そ
の
学
業
を
後
世
に
停
え
る

人
が
い
ず
'
そ
れ
に
'
か
れ
の
遣
書
は
す
べ
て
寓
本
で
あ

っ
て
､
入
手
す
る
の
が
き
わ
め
て
困
難
だ
か
ら
か
れ
を
知
る
者
が
少
な
い
の
で
あ
る
｡

(10)

公
平
に
論
じ
る
と
'
王
氏
は
精
核
で
'
栴
氏
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
｡
こ
の
二
人
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
両
極
を
成
し
て
い
て
甲
乙
つ
け
難
い
｡

院
元
の
許
債
は
よ
-
両
者
の
学
風
の
ち
が
い
を
と
ら
え
て
い
る
｡
し
か
し
､
王
錫
閲
の
暦
学
上
の
成
果
は
'
寅
は
構
文
鼎
に
受
け
鰹
が
れ
た
の
で
あ

る
｡
た
と
え
ば
､
交
食
方
位
法
に
お
け
る
表
示
法
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
両
者
の
関
係
は
､
こ
の
期
の
天
文
暦
法
を
考
え
る
上
で
無
税
し
て
は

な
ら
な
い
､
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

梅
文
鼎
は
'
中
法
の
み
な
ら
ず
西
洋
暦
学
を
資
料
的
に
よ
-
把
握
し
て
い
た
｡
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
､
蜜
際
に
宣
教
師
に
合
っ
て
'
西
法
に
つ
い

(ll
)

て
質
し
た
こ
と
も
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
文
鼎
は
杭
州
で
宣
教
師
の
股
鐸
揮

P
rospev
lntorcetta
に
合

っ
た
こ
と
が
あ

る

｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
寛
用
暦

に
関
す
る
著
作

『西
国
月
日
考
』
に
つ
い
て
'
か
れ
は

『勿
奄
歴
算
書
目
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

か
つ
て
武
林

(=
杭
州
)
で
殿
鐸
徳

(揮
)
に
合

っ
た
｡
か
れ
は
言
っ
た
｡

｢
か
の
閥
で
は
､
月
日
が
硯
祭
日
と
-
い
ち
が
っ
て
い
る
｣
と
｡
ま
さ

か
､
か
の
中
原
で
は
'
各
国
の
正
朔
が
ち
が

っ
て
い
て
､
暦
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
一
法
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
｡



＼L,)

こ
れ
を
再
考
に
の
こ
し
て
お
-
0

(13
)

か
れ
が
殿
鐸
浮
に
合
っ
た
の
は
'
二
六
'
七
年
の
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
使
用
さ
れ
て
い
た
暦
に
つ
い
て
'
質
問
を
行
い
'
そ
の

経
験
の
も
と
に
こ
の

『西
国
月
日
考
』
が
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
か
れ
は
単
な
る
文
戯
撃
的
･inJ
研
究
者
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

康
照
二
八
年
(
1
六
八
九
)
に
は
南
懐
仁

F
･
V
erbieSt
を
北
京
に
訪
れ
た
が
'
す
で
に
前
年
に
死
ん
で
い
た
｡
か
れ
が
五
七
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
｡

梅
文
鼎
は
北
京
に
五
年
間
滞
在
L
t
明
史
暦
志
の
編
纂
に
従
事
す
る
｡
こ
こ
で
か
れ
は
'

『暦
学
疑
問
』
の
著
述
も
行
っ
た
｡
す
で
に
か
れ
は
中
西

雨
法
の
暦
法
に
深
-
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

『暦
学
疑
問
』
は
'
き
わ
め
て
み
る
べ
き
鮎
が
多
く

中
法
と
西
法
の
立
場
を
明
確

に
し
､
両
者
の
物
理
的
な
意
味
で
の
関
係
付
け
に
成
功
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
か
れ
の
代
表
的
な
著
作
で
､
後
に
な
っ
て
康
照
帝
に
上
進
さ
れ
た
(康
即
州

四
一
年
頃
)
｡

そ
の
推
挙
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
は
､
昔
時
か
れ
が
寄
遇
し
て
い
た
清
朝
の
高
官
で
朱
子
学
者
た
る
李
光
地
で
あ
っ
た
｡
こ
う

し
て
'
か
れ
は
'
暦
算
家
と
し
て
普
代
随

1
と
の
名
聾
を
得
p
そ
の
年
の
夏
､
康
照
帝
南
巡
の
と
き

｢
績
撃
参
微
｣
の
四
大
字
を
賜
っ
た
｡
四
二
年

に
は
､
孫
の
穀
成
が
召
さ
れ
て
､
内
延
に
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
後
も
か
れ
は
暦
挙
上
そ
の
他
に
多
-
の
み
る
べ
き
仕
事
を
し
た
｡
康
照
六

〇
年
(
一
七
二
一
)'
八
九
歳
の
年
に
か
れ
は
死
去
し
た
｡
こ
の
同
じ
年
に
は
'
か
れ
の
暦
法
上
の
精
神
を
生
か
し
た

『律
暦
淵
源
』
が
栂
穀
成
ら
の
手

｢‖
､

に
よ
っ
て
成
っ
た
｡

か
れ
の
長
い
生
涯
に
お
け
る
暦
学
関
係
の
著
作
は
'
六
二
種
､
算
学
閥
係
は
､
二
六
種
に
の
ぼ
る
｡
阪
元
を
し
て

｢
博
而
大
｣

と
言
わ
し
め
た
所
以
で
あ
る
｡

二
'
天
文
学
と
梅
文
鼎

困

暦
学
に
お
け
る
か
れ
の
立
場

梅
文
鼎
の
西
洋
暦
学
に
封
す
る
許
債
は
'
算
畢
た
と
え
ば
球
面
三
角
法
'
封
教
法
､
幾
何
学
な
ど
に
封
す
る
高
い
許
債
と
は
'
か
な
り
異
な
る
立

場
を
と
っ
て
い
た
｡
か
れ
が
暦
学
の
分
野
で
堅
持
し
た
立
場
は
､
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
か
れ
自
身
が
は
じ
め
は
大
統
暦
な
ど
の
中
法
に
よ
っ
て

梅

文

鼎

の

暦

算

畢
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暦
法
を
学
び
'
し
だ
い
に
西
法
を
習
得
し
て
い
っ
た
t
と
い
う
事
寛
と
無
関
係
で
は
な
い
｡
そ
れ
と
同
時
に
､
か
れ
の
先
人
で
西
法
に
対
し
て
は
っ

き
り
と
し
た
考
え
を
打
ち
出
し
て
い
た
王
錫
闇
が
い
た
と
い
う
こ
と
も
'
か
れ
の
西
法
を
も
含
め
た
暦
翠
に
封
す
る
態
度
を
決
定
す
る
大
き
な
要
因

に
な
っ
た
｡
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
-
さ
せ
る
た
め
に
p
栴
文
鼎
の
暦
学
思
想
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
､
王
錫
閲
が
暦
学
に
封
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え

方
を
持

っ
て
い
た
か
を
､
簡
単
に
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

王
錫
閲
は
'
中
国
の
暦
法
を
歴
史
的
な
観
鮎
か
ら
考
え
て
'
宋
代
に

一
つ
の
韓
換
鮎
を
求
め
て
い
る
｡
そ
し
て
､
宋
代
に
な
る
と
等
し
-
暦
法
と

呼
ば
れ
る
内
容
の
も
の
が
'
儒
家
の
暦
と
暦
家
の
暦
と
の
二
つ
に
分
岐
し
た
と
し
'
次
の
よ
う
に
考
え
た
｡

儒
者
は
暦
法
を
知
ら
な
い
の
に
'
虚
理
を
援
用
し
て
学
説
を
立
て
る
｡
術
数
家
は
暦
理
を
知
ら
な
い
の
に
'
定
法
を
作
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
天

(15
)

を
測
験
す
る
｡
だ
か
ら
'
天
地
の
経
緯
や
日
月
の
遅
行
の
限
原
は
'
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
'
こ
の
頃
に
暦
法
は
､
思
耕
主
義
的
な
儒
者
-
聾
者
の
そ
れ
と
､
革
に
経
験
主
義
的
な
技
術
中
心
の
術
数
家
の
そ
れ
に
分
離
し
て
し
ま
っ

た
｡
し
た
が

っ
て
'
暦
法
の
根
本
原
理
-
暦
理
は
'
徹
底
的
に
究
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
さ
れ
た
t
と
し
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
元
代
の
授
時
暦
と
明

初
の
大
統
暦
と
の
関
係
に
言
及
し
な
が
ら
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
大
統
暦
は
中
国
の
俸
統
的
な
暦
法
と
し
て
は
最
も
す
ぐ
れ
た
授
時
暦
を
終

承
し
て
い
る
の
だ
が
t
L
か
L
t
そ
れ
に
は
四
つ
の
敵
情
が
あ
る
｡
第

一
に
'
百

一
消
長
法
の
数
値
を
補
正
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
第
二
に
､

授
時
暦
の
観
測
値
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
正
確
と
は
言
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
か
つ
て
郭
守
敬
が
重
現
し
た
目
鼻
の
影
の
長
さ
を
と
り
あ
げ
て

何
度
も
計
算
し
て
み
た
が
へ
前
後
に
-
い
ち
が
い
が
生
じ
た
｡
皆
時
か
ら
し
て
食
の
預
測
が
-
る
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
第
三
に
'
残
さ
れ
た
資

料
が
散
供
し
'
暦
法
の
表
現
が
十
分
に
奉
賛
に
徹
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
か
-
て
年
が
た
つ
に
つ
れ
天
象
と
の
へ
だ
た
り

が
大
き
-
な
る
の
だ
か
ら
'
普
然
､
改
定
す
べ
き
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
第
四
に
'
元
銃
の
技
術
は
郭
守
敬
に
及
ば
ず
'
暦
局
員
も
元
の
そ
れ
に

(描
)

及
ば
な
か
っ
た
｡
か
-
て
'
大
統
暦
は
本
質
的
に
粗
雑
な
暦
法
で
あ

っ
た
の
だ
､
と
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
大
統
暦
は
､

一
度
の
改
暦
を
も
経
る
こ
と
な
-
､
三

〇
〇
年
近
-
も
使
用
さ
れ
た
｡
途
中
'
編
暦
の
志
あ
る
人
び
と
が
い
た
と
は
い
え
'
そ

れ
ら
も
前
人
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
-
'
た
だ
元
の
授
時
暦
を
墨
守
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
つ
い
に
､
寓
暦
年
問
に
暦
算
撃
に
優
れ
た



利
璃
饗

M
atte
o

R
icci
が
来
朝
し
た
｡
崇
顧
年
間
に
な
っ
て
p
徐
光
啓
を
中
心
と
し
て
西
洋
の
暦
書
の
統

l
的
な
瀞
評
が
な
さ
れ
'
そ
れ
に
基
づ

い
て
編
暦
事
業
が
始
っ
た
｡
数
年
間
に
わ
た
る
事
業
の
結
果
が

一
三
七
奄
に
の
ぼ
る

『崇
顧
暦
書
』
で
あ
る
｡
こ
れ
が
清
朝
の

『時
憲
暦
』
の
基
礎

([;
)

に
な
っ
た
こ
と
は
､
言
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
し
て
､
そ
れ
が
中
国
の
暦
算
家
に
歴
倒
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
｡
王
錫
闇
は
'
明
代
に
お
け

る
暦
法
に
つ
い
て
､
以
上
の
よ
う
に
､
歴
史
的
考
察
を
加
え
た
う
え
で
､
さ
ら
に
､
常
時
人
び
と
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
西
法
に
つ
い
て
､
次
の

よ
う
な
許
債
を
下
し
た
｡

西
暦
は
善
い
t
と
わ
た
し
は
か
ん
が
え
る
｡
し
か
し
､
観
測
が
精
密
で
詳
細
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
い
が
､
暦
法
の
意
味
を
十
分
理
解
し
て
い

(18)

る
p
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
｡
暦
理
に
基
づ
い
て
理
を
求
め
､
そ
の
誤
り
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
是
非
を
判
断
し
な
い
の
は
､
よ
く
な

い
o

か
れ
は
､
新
た
に
導
入
さ
れ
て
定
着
し
た
西
法
を
､
観
測
が
精
密
で
詳
細
な
鮎
で
是
認
す
る
が
'
暦
法
の
意
味
内
容
が
十
分
認
識
さ
れ
て
い
る
と

は
考
え
な
い
｡
そ
し
て
､
原
理
か
ら
出
萌
し
て
'
論
理
的
に
演
緯
し
て
ゆ
-
理
論
構
成
を
'
原
理
そ
の
も
の
が
検
謹
さ
れ
な
い
と
し
て
批
判
し
た
の

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
西
法
批
判
の
態
度
は
､
そ
れ
ま
で
の
中
法
を
堅
持
す
る
立
場
の
人
び
と
に
は
､
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ず
､
西
法
批

(19
)

判
が
西
法

へ
の
中
傷
の
域
を
出
な
か
っ
た
の
と
比
べ
て
､
注
目
す
べ
き
も
の
'
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

『崇
蔽
暦
書
』
等
に
述
べ
ら
れ
た
西
洋

天
文
学
に
よ
る
暦
法
を
､
逐

一
検
討
し
て
取
捨
撰
揮
す
る
と
い
う
態
度
は
､
栴
文
鼎
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
へ

そ
の
影
響
は
授
時
暦
､
大
統
暦
に
主
要
な
暦
法
上
の
思
想
的
根
源
を
見
出
し
た
王
錫
閲
と
は
異
る
現
わ
れ
方
を
し
た
｡

梅
文
鼎
も
中
国
暦
草
に
つ
い
て
'
そ
れ
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
｡
そ
の
た
め
に
､

『
周
薩
』
あ
る
い
は
歴
代
正
史
な
ど
の

記
録
を
追
跡
し
た
｡
そ
し
て
へ
天
象
を
と
り
扱
う
分
野
を
暦
と
天
文
の
二
つ
に
分
類
し
て
､
そ
の
閥
係
を
明
ら
か
に
し
､
か
れ
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
｡

天
の
運
行
を
い
う
も
の
に
は
､
も
と
も
と
二
家
が
あ
っ
た
｡
暦
家
と
天
文
家
で
あ
る
｡
前
者
は
'
観
測
､
計
算
を
つ
か
さ
ど
り
､
太
陽

･
月

｡
五

惑
星
の
遅
行
の
速
さ
'
す
な
わ
ち
天
鰹
の
行
度
を
推
歩
し
､
人
民
に
暦
を
頒
布
し
て
四
時
の
つ
と
め
を
行
な
っ
た
｡

一
方
へ
後
者
は
､
占
星
に
関
す

る
仕
事
を
つ
か
さ
ど
り
'
自
然
現
象
の
な
り
ゆ
き
を
予
測
し
て
防
災
に
つ
と
め
た
｡
班
国
は
'
す
で
に

『漢
書
』
で
こ
の
関
係
を
明
折
に
区
別
し
た
｡

梅

文

鼎

の

暦

算

畢

四
九
允
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五
〇
〇

(20
)

律
と
暦
を
合
せ
て
律
暦
志
に
ま
と
め
た
が
へ
天
文
志
を
区
別
し
て
別
に
記
載
し
て
い
る
t
と
｡
こ
う

し
て
班
国
の
例
を
引
い
て
'
か
れ
は
擬
科
挙
と

し
て
の
性
格
を
も
つ
占
星
術
'
す
な
わ
ち
天
文
を
'
天
鰹
の
運
動
の
数
理
的
側
面
を
と
-
扱
う
暦
か
ら
'
明
確
に
群
別
し
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'

か
れ
は
､
暦
学
を
天
の
理
法
を
追
求
す
る
儒
者
の
仕
事
で
あ
る
と
し
な
が
ら
'
な
ぜ
暦
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
､
天
の
理
法
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
｡

暦
と
い
う
の
は
'
数
で
あ
る
｡
数
の
外
に
理
は
な
-
'
理
の
外
に
数
は
な
い
｡
数
と
い
う
の
は
'
理
の
分
限
､
節
次
で
あ
る
｡
教
は
'
あ
て
ず

っ
ぽ
う
に
論
じ
え
な
い
｡
理
は
思
い
描
-
だ
け
で
も
語
れ
る
だ
ろ
う
｡
か
-
て
'
こ
じ
つ
け
が
な
さ
れ
'
人
の
耳
目
を
惑
L
t
天
の
常
道
を
乱

(21
)

す
｡
そ
れ
は
す
べ
て
､
理
'
数
の
虞
を
脅
得
し
な
い
か
ら
､
事
賓
を
徴
す
る
や
り
か
た
を
さ
げ
す
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な

い

｡

こ
の
主
張
の
中
に
､
天
の
理
法
を
究
め
る
手
段
と
し
て
の
教
理
科
学
､
す
な
わ
ち
暦
学
が
か
れ
な
り
に
意
味
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
-
の

で
あ
る
｡
そ
こ
に
自
然
認
識
を
量
的
に
追
求
す
る
科
学
に
封
庶
す
る
か
れ
の
態
度
が
う
か
が
え
る
'
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
で
は
暦
に
お
け
る
数
理
的
は
と
り
扱
い
の
襲
蓮
を
歴
史
的
に
考
察
し
て
'
か
れ
は
ど
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
か
｡

(22)

暦
学
は
む
か
し
は
粗
雑
'
い
ま
は
精
密
で
あ
る
｡

(
23
)

む
か
し
の
暦
と
い
う
も
の
は
粗
雑
で
あ

っ
た
｡
長
年
月
の
う
ち
に
し
だ
い
に
精
密
に
な
っ

た

｡

(24)

暦
法
は
代
だ
い
改
革
さ
れ
'
粗
薙
な
も
の
か
ら
し
だ
い
に
精
密
な
も
の
に
な
っ

た

｡

こ
こ
に
暦
学
に
お
け
る
進
歩
の
概
念
が
見
ら
れ
､
栴
文
鼎
は
こ
の
暦
学
は
進
歩
し
て
き
た
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
っ
づ
け
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
次

の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
｡

わ
た
し
は
'
数
十
年
間
､
暦
学
に
心
を
つ
-
し
て
き
た
が
､

つ
き
る
こ
と
な
き
心
の
働
き
に
感
歎
し
て
い
る
｡
あ
れ
だ
け
高
い
天
､
あ
れ
だ
け

遠
い
星
辰
を
も

っ
て
し
て
も
､
教
千
年
た

っ
て
､
は
じ
め
て
そ
の
緒
端
が
現
わ
れ
'
人
は
そ
の
た
び
ご
と
に
そ
れ
を
知
る
｡
そ
の
た
び
に
新
法

が
つ
く
ら
れ
て
､
天
鮭
の
襲
化
を
追
い
か
け
る
か
ら
'
時
代
が
降
る
ほ
ど
､
暦
は

一
そ
う
精
密
に
な
っ
て
い
-
｡
し
か
し
､
そ
の
大
ま
か
な
法

(25)

の
要
瓢
は
'
唐
虞
の
時
代
に
走

っ
た
.



か
れ
が
以
上
の
よ
う
な
進
歩
の
概
念
を
得
た
の
は
'
次
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
｡

推
歩
の
封
象
に
は
､
恒
星
､
日
､
月
､
五
惑
星
の
四
つ
の
も
の
が
あ
る
｡
治
暦
の
手
段
に
は
､
算
数
､
固
象
､
測
験
器
の
三
つ
が
あ
る
｡
こ
の
三

つ
の
手
段
に
よ
っ
て
､
四
つ
の
封
象
に
お
け
る
天
空
運
行
上
の
諸
現
象
-

睦
離
'
憐
膳
へ
盈
縮
､
交
蝕
､
伏
逆
へ
掩
犯
-

が
起
る
と
き
の
天
鰹

の
位
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に
か
れ
は
､
天
鮭
遅
行
の
物
理
的
現
象
を
説
明
す
る
暦
学
と
'
そ
れ
を
解
明
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る

手
段
と
の
係
り
あ
い
を
明
確
に
関
係
づ
け
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
､
た
と
え
古
今
の
問
に
精
密
度
の
よ
し
あ
し
p
器
具
の
製
作
法
上
で
襲
化
､
は
あ

っ
た
に
し
て
も
'
暦
学
の
手
段
と
し
て
は
､
こ
こ
に
述
べ
た
三
つ
で
ほ
ぼ
壷
き
て
い
る
､
と
か
れ
は
考
え
る
｡
し
か
も
'
そ
の
原
型
は
歴
史
的
に
き

わ
め
て
早
い
時
期
に
出
現
し
た
｡
だ
か
ら
'
暦
法
は

｢
唐
虞
の
時
代
に
走

っ
た
｣
と
い
え
る
t
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
早
-
か
ら
暦

学
の
方
向
は
決
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
､
と
い
う
の
が
構
文
鼎
の
第

一
の
主
張
で
あ
り
'
こ
の
方
向
に
沿

っ
て
､
暦
学
の
技
術
が
進
歩
し
た
､
と
い
う

の
が
第
二
の
主
張
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
暦
法
の
中
に
は
'
登
兄
が
非
常
に
困
難
な
も
の
が
二
つ
ば
か
り
あ

っ
た
｡
こ
れ
は
天
文
学
の
本
質
に
か
か

わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
も
構
文
鼎
は
適
切
な
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

暦
撃
に
お
け
る
二
つ
の
困
難
な
問
題
の
第

一
は
里
差

(硯
差
)
､

第
二
は
歳
差
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
概
念
が
確
立
し
'
数
量
的
に
も
正
確
に
把
握

さ
れ
る
に
つ
れ
て
､
暦
法
は
し
だ
い
に
精
密
な
も
の
に
な
っ
た
｡
構
文
鼎
の
こ
の
指
摘
は
'
愛
常
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
を
､
梅
文
鼎
に
従

っ
て
表
現
す
れ
ば
'
次
の
よ
う
に
な
る
｡

つ
ま
り
'
数
千
年
に
わ
た
っ
て
重
ね
ら
れ
た
観
測
を

l
つ
に
し
て
歳
差
を
定
め
､
教
寓
里
に
わ
た
る
測
量
を

一
つ
に
し
て
里
差
を
定
め
た
の
で

あ
る
｡
距
り
の
教
が
大
き
-
な
る
ほ
ど
-
い
ち
が
い
の
積
も
大
き
-
な

っ
て
､
判
然
と
排
別
し
や
す
い
｡
し
か
も
そ
の
法
は
､
す
で
に
教
千
年
へ

教
寓
里
に
わ
た
っ
て
推
定
し
て
基
準
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
を
身
近
に
用
い
て
も
感
わ
ず
に
す
む
｡
暦
は
今
日
に
至

っ
て
へ
何
度
も
改
奨

(26
)

さ
れ
て
'
い
よ
い
よ
精
確
に
な

っ
た
､
と
い
う
の
は
'
そ
れ
に
よ
る
の

だ

｡

以
上
に
述
べ
た
こ
と
に
'
少
し
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
｡
歳
差
は
､
晋
の
慶
喜
p
宋
の
何
承
天
､
南
斉
の
租
沖
之
'
隔
の
劉
煙
'
唐
の

l
行
ら
が

｢∵
＼

こ
れ
を
登
見
L
t
概
念
を
明
確
し
､
定
量
化
の
努
力
を
し
て
以
来
'
さ
ま
ざ
ま
な
定
数
が
提
出
さ
れ

た

｡

元
の
郭
守
敬
は
'
六
六
年
八
か
月
で

l
度

梅

文

鼎

の

暦

算

撃
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の
割
合
で
年
差
が
生
じ
る
と
し
た
｡
こ
の
値
は
イ
ス
ラ
ム
贋
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
天
文
常
数
の
値
に
近
い
｡
つ
ま
り
'
こ
の
精
確
な
値
を
得
る
ま
で
に

は
､
長
い
年
月
を
必
要
と
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
里
差
に
つ
い
て
言
え
ば
'
観
測
地
鮎
の
地
理
上
の
差
遣
に
よ
っ
て
'
食
が
起
る
際
に
時
間

的
な
ず
れ
が
生
じ
る
｡
そ
れ
も
､
北
斉
の
張
子
信
か
ら
'
宜
明
暦
､
大
行
暦
p
元
入
の
測
鹸
を

へ
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
測
量
に
い
た
-
里
差
の

効
果
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
｡
し
た
が

っ
て
'

｢数
千
年
に
わ
た
っ
て
重
ね
ら
れ
た
観
測
を

一
つ
に
し
て
歳
差
を
定
め
'
教
寓
里
に
わ

た
る
測
量
を

一
つ
に
し
て
里
差
を
定
め
た
｣
と
考
え
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
認
識
は
､
西
法
の
主
張
､
そ
の
愛
嘗
性
に
強
-
影
響
さ
れ
た
も
の

と
は
い
え
､
全
鰹
と
し
て
は
'
西
法
を
在
来
の
中
法
の
延
長
上
に
置
こ
う
と
す
る
立
場
を
強
調
し
て
い
る
鮎
が
注
目
さ
れ
る
｡

交
食
法
に
関
す
る
梅
文
鼎
の
主
張
を
み
る
と
'
か
れ
が
暦
学
の
進
歩
を
二
つ
の
面
か
ら
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

一
つ
は
天
象
そ
の
も
の

の
襲
化
の
認
識
､

一
つ
は
観
測
者
の
時
間
お
よ
び
空
間
的
な
位
置
の
ち
が
い
に
よ
る
轡
化
の
認
識
で
あ
る
｡
前
者
は
､

一
定
の
場
所
に
お
い
て
も
観

測
お
よ
び
計
算
の
技
術
の
吏
達
に
よ
っ
て
進
歩
L
t
後
者
は
'
観
測
地
鮎
の
損
大
に
よ
っ
て
進
歩
す
る
｡
梅
文
鼎
は
､
以
上
の
よ
う
に
考
え
､
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
｡

前
の

一
説
は
､
卒
湖
を
改
め
て
定
朔
に
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
梶
原
は
'
天
に
あ
る
｡
日
睦
に
は
盈
縞
が
あ
り
､
月
離
に
は
遅
疾
が
あ
る
の
で
'

天
上
で
の
日
月
の
行
度
は
と
う
ぜ
ん
差
が
あ
る
は
ず
で
､
天
下
ど
こ
で
も
お
な
じ
で
あ
る
｡
後
の

l
説
は
'
定
朔
法
の
外
に
'
さ
ら
に
三
差
を

立
て
た
も
の
で
'
そ
の
梶
原
は
'
地
に
あ
る
｡
日
は
高
-
､
月
は
低
-
'
ち
よ
う
ど
互
に
掩
蔽
す
る
と
き
､
日
月
の
中
間
に
や
は
り
空
隙
が
あ

り
､
人
の
い
る
地
面
が
ち
が

っ
て
い
て
､
見
え
る
食
の
戯
復
の
時
刻
と
食
分
の
深
浅
は
'
場
所
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
を
硯
差
と
い
う
｡
天
上
の
日
月
の
行
度
に
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
-
て
'
人
の
鋭
鮎
が

一
面
に
片
寄

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
｡
こ

の
二
つ
の
こ
と
が
ら
を
知
る
と
'
交
食
の
理
は
､
だ
い
た
い
判
る
｡
つ
ま
り
､
暦
法
は
む
か
し
は
粗
雄
で
今
は
精
密
で
あ
る
理
由
も
､
お
お
む

(28)

ね
さ
と
る
こ
と
が
で
き

る

｡

こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
､
新
た
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
天
文
学
に
基
礎
を
お
-
暦
法
を
把
握
し
､
中
国
の
暦
学
章
達
史
の
延
長
上
に
西
法
を
置

い
て
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
暦
学
を
歴
史
的
に
位
置
付
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
か
れ
の
姿
勢
は
､
普
時
に
あ

っ
て
西
法
を
理
解
し
'



さ
ら
に
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
批
判
を
行
う
に
は
､
き
わ
め
て
有
数
な
手
法
で
あ
っ
た
t
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
で
は
､
か
れ
は
西
洋
天
文
撃
を
ど
の
よ
う
に
許
慣
し
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
｡

一
こ
と
で
言
え
ば
'

(29)

西
暦
も
､
む
か
し
は
粗
雄
で
､
こ
の
ご
ろ
に
精
密
な
の
だ
｡

(30
)

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
別
の
磯
合
に
詳
し
-
考
察
し
た
の
で
､
こ
こ
で
は
繰
返
さ
な

い

｡

簡
単
に
説
明
す
る
と
､
西
法
に
関

す
る
斬
講
書
p
あ
る
い
は
こ
れ
に
基
づ
-
暦
書
を
徹
底
的
に
讃
ん
で
､
西
洋
天
文
学
の
護
達
を
'
ギ
リ
シ
ア
時
代
か
ら
､

『崇
顧
暦
害
』
=
『
西
洋
新

法
暦
書
』
の
基
礎
に
な
っ
た

チ
コ
=
ブ
ラ
-
エ

T
ych
o
Brah
e
の
天
文
学
ま
で
の
範
囲
内
で
'

絶
検
討
し
て
得
た
結
論
を
も
と
に
し
て
い
る
｡
そ

し
て
チ
コ
=
ブ
ラ
-
エ
の
観
測
的
な
天
文
学
鮭
系
が
展
開
し
た

西
洋
天
文
撃
を
､

中
国
で
次
第
に
護
展
し
た
天
文
学
と
の
合
流
鮎
に
位
置
付
け
て
把

握
し
た
､
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
西
法
の
位
置
付
け
に
よ
っ
て
､
こ
れ
に
封
す
る
批
判
を
行
な
い
'
贋
般
な
領
域
に
わ
た
っ
て
コ
メ
ソ
ー

を
加
え
る
t
と
い
う
活
動
を
精
力
的
に
行
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
が
暦
法
に
関
す
る
か
れ
の
諸
著
作
で
あ
る
が
､
と
-
に
興
味
深
い
の
は

『暦

学
疑
問
』
三
態
で
あ
っ
て
､
こ
こ
に
主
張
さ
れ
て
い
る
か
れ
の
立
場
が
後
世
に
大
き
な
影
響
を
興
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
孫
の
栂
穀
成
ら
が
嚢
編
と

な
っ
て
編
纂
し
た

『暦
象
考
成
』
上

｡
下
編

｡
表
も
へ
そ
の
一
つ
で
あ
る
｡
梅
文
鼎
の
西
暦
に
封
す
る
立
場
を
も
う
少
し
具
膿
的
に
考
え
て
み
よ
う
｡

㈲

西
洋
天
文
学

へ
の
封
麿

康
照
五
四
年
(
一
七
1
五
)p
楊
撃
山
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
'
栂
文
鼎
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
｡

お
受
け
し
た
い
-
つ
か
の
質
問
鮎
は
'
す
べ
て
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
疑
問
を
懐
い
て
き
た
も
の
で
す
｡
そ
の
う
ち
の
一
つ
､
目
差
は
､
以
前
は

｢
口
腹
表
説
｣
は
た
い
へ
ん
混
乱
し
て
い
ま
す
の
で
'
か
つ
て
な
が
な
が
と
こ
れ
を
論
じ
ま
し
た
が
､
既
に
二
眼
が
あ
れ
ば
､
二
表
を
決
め
て
､

加
減
す
べ
き
で
あ
る
､

と
考
え
ま
し
た
｡

友
人
は
み
な
'

そ
の
通
り
だ
と
申
し
ま
し
た
｡

の
ち
に
よ
-
よ
-
考
え
て
､
そ
れ
は
正
確
で
は
な

い
､
と
わ
か
り
ま
し
た
｡
た
だ

｢
月
離
｣

｢交
食
｣
の
二
表
だ
け
を
使
う
の
が
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
が
'
ほ
と
ん
ど
の

『暦
書
』
の
｢表
説
｣

は
､
た
い
て
い
後
に
曙
補
し
た
も
の
で
す
か
ら
､
往
往
に
し
て
表
と

一
致
し
ま
せ
ん
｡
目
差
表
の
ば
あ
い
は
'
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
｡
と
い

梅

文

鼎

の

暦

算

畢



東

方

畢

報

う
の
は
'
西
暦
の
所
博
も
'
そ
れ
ぞ
れ
師
の
俸
投
に
よ
っ
て
ち
が

っ
て
い
ま
す
｡

｢
日
渡
表
｣
の

｢
二
根
を
乗
用
す
｣
は
'
お
そ
ら
-
初
め
の

説
で
し
ょ
う
｡
そ
の

｢
平
時
定
時
は
､
測
験
の
と
き
蜜
際
に
使
用
さ
れ
る
｣
と
い
-
の
は
'
き
っ
と
後
の
説
な
の
で
す
｡

｢
日
睦
表
｣
の
中
の

目
差
は
､
誤

っ
て
初
め
の
説
を
つ
か
い
な
が
ら
無
理
に
説
明
し
ょ
う
と
し
ま
し
た
か
ら
'
説
明
し
ょ
う
と
す
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
支
離
滅
裂
に
な

(31
)

り
ま
し
た
｡
わ
た
し
の
考
え
は
以
上
の
通
り
で
す
｡
貴
下
の
考
え
は
ど
う
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う

か

｡

等
し
-
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
俸
え
ら
れ
た
天
文
撃
の
知
識
も
'
時
代
に
よ
っ
て
､
ま
た
紹
介
し
た
ひ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
内
容
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と

を
'
か
れ
は
自
分
の
鰹
酸
を
と
お
し
て
認
識
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け
に
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
'
暦
表
の
基
礎
に
な

っ
て
い
る
'
諸
知
識
､

法
則
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
､
暦
学
に
携
る
者
は
す
で
に
作
成
さ
れ
た
天
文
表
を
い
か
に
使
用
す
る
か
t
と
い
う
問
題
だ
け
に
注
意
を
集
中
し
て

は
な
ら
な
い
｡
こ
の
手
紙
で
は
績
け
て
､
楊
畢
山
が
月
の
運
動
の
計
算
に
新
し
い
工
夫
を
こ
ら
し
て
､
そ
の
矛
盾
を
克
服
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
.
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
t
の
ち
に
中
開
暦
算
家
の
西
法
に
封
す
る
態
度
を
大
き
-
襲
化
さ
せ
る
上
で
'
重
要
な
影
響
を
輿
え
た
｡
康
照
晩
年
の

中
閑
人
の
手
だ
け
に
よ
る
編
暦
事
業
､

『暦
象
考
成
』
の
編
纂
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
王
錫
閲
は
梅
文
鼎
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
強
い
影
響
を
輿
え
て
い
る
｡
か
れ
は
'
西
法
の
天
鰹
運
動
の
説
明
理
論
を
'
そ
の
よ
う

な
理
論
を
演
揮
し
て
い
-
う
え
で
必
要
に
な

っ
て
-
る
問
題
t
と
-
に
天
鰹
の
運
動
の
不
等
を
説
明
す
る
と
き
必
要
な
補
正
値
表
'
あ
る
い
は
運
動

理
論
か
ら
求
め
ら
れ
た
天
鰹
表
の
数
値
と
比
較
し
な
が
ら
'
西
法
を
精
密
に
検
討
し
た
最
初
の
人
で
あ
ろ
う
｡
月
の
第
二
不
等
の
問
題
'
火
星
の
運

動
の
問
題
に
つ
い
て
も
､
西
法
を
深
-
考
察
し
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
な
西
法
批
判
の
方
法
は
､
常
然
､
栴
文
鼎
に
受
肢
が
れ
た
｡
し
か
し
､
梅
文
鼎

は
さ
ら
に
深
-
か
つ
贋
範
に
西
法
を
考
察
し
た
｡
そ
の
中
に
は
'
西
法
で
最
も
難
解
で
あ

っ
た
､
内
惑
星
と
火
星
の
遅
行
理
論
に
か
か
わ
る
問
題
が

含
ま
れ
て
い
る
｡

梅
文
鼎
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
西
法
を
理
解
し
得
た
背
後
に
は
､
寛
は
､
そ
の
門
下
生
た
ち
の
中
に
す
ぐ
れ
た
人
材
が
存
在
し
た
か
ら
だ
へ
と
い
う

こ
と
も
無
税
で
き
な
い
｡
と
-
に
文
鼎
を
し
て
へ
中
国
人
学
者
の
手
に
よ
る
編
暦
事
業
案
現
の
可
能
性
に
封
す
る
展
望
を
聞
か
せ
得
る
ま
で
に
力
が

あ
っ
た
の
は
'
劉
潮
煙
で
あ
ろ
う
｡
字
は
允
恭
､
江
夏
の
人
で
あ
っ
た
｡
か
れ
の
著
作
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
存
在
し
な
い
が
'
阪
元
の

『時
人
俸
』



は
､
か
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
停
え
て
い
る
｡

構
文
鼎
が
暦
算
に
よ
っ
て
､
普
代
に
名
を
な
し
て
い
る
と
聞
い
て
､
財
産
を
頁
っ
て
千
里
飴
り
を
か
け
つ
け
､
そ
の
門
下
で
学
業
を
受
け
た
｡

沈
思
獣
考
し
て
'
多
-
の
創
見
を
獲
得
し
た
｡
文
鼎
は
か
れ
を
得
た
こ
と
を
非
常
に
喜
こ
ん
で
い
っ
た
｡

｢
劉
-
ん
は
学
問
が
好
き
で
､
こ
れ

に
精
進
し
､
わ
た
し
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
を
啓
著
し
て
-
れ
た
｣
と
｡
か
れ
は
'
あ
る
人
に
手
紙
を
書
い
て
い
っ
て
い
る
｡

｢
金
氷
二
惑
星
に

っ
い
て

『暦
指
』
の
読
-
と
こ
ろ
は
'
不
徹
底
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
劉
-
ん
の
説
を
得
て
､
二
惑
星
に
歳
輪

(周
梅
園
の
一
億
)
の
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
｡
そ
の
理
は
､
確
と
し
て
い
て
う
ご
か
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
わ
た
し
の
著
書

『暦
学
疑
問
』
を
か
れ
に
検
討
し
て

(32
)

も
ら
っ
た
｣
と
｡
湘
煙
は

『訂
補
』
三
雀
を
著
し
た

｡

劉
湘
怪
は
､

『崇
顧
暦
書
』
の
中
で
鰹
裁
も
最
も
不
完
全
で
あ
り
､
内
容
の
説
明
に
お
い
て
も
不
充
分
で
あ
っ
た
金
星
と
水
星
に
つ
い
て
述
べ
た

『金
水
暦
指
』
を
検
討
し
て
'
文
鼎
が
見
落
し
て
い
た
歳
輪
と
い
う
周
韓
園
が
そ
の
運
動
の
説
明
理
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
登
見
し
た
｡
歳

は
'
こ
れ
ら
二
惑
星
の
運
動
の
不
等
を
説
明
す
る
た
め
の
幾
何
学
的
仮
説
で
あ
る
こ
と
は
'
言
う
ま
で
も
な
い
｡
こ
の
事
窯
に
関
し
て
は
'
栴
文
鼎

(33
)

は

『五
星
紀
要
』
の
中
で
劉
湘
燈
の
見
解
を
と
り
い
れ
て
､
こ
の
周
梅
園

(伏
見
圏
と
も
い
う
)
の
も
つ
幾
何
学
的
物
理
学
的
な
意
味
を
明
ら
か
に

L
t
金
星
と
水
星
の
遅
行
を
説
明
す
る
に
常
っ
て
こ
の
周
韓
園
が
持
つ
必
要
性
を
述
べ
へ
三
つ
の
外
惑
星
と
も
共
通
な
要
素
と
し
て
の
歳
輪
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
構
文
鼎
が
代
表
作

『暦
学
疑
問
』
に
書
い
た
内
容
の
限
界
を
越
え
る
見
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
'
こ
の
劉
湘
煙

の
努
力
に
よ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
､
す
で
に
の
べ
た
梅
文
鼎
の
暦
学
の
史
的
許
債
は
'
か
れ
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
確
な
形
を
獲
得
し
た
の
で
あ

る
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て

『時
人
俸
』
は
'
さ
ら
に
績
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
｡

漠
唐
以
来
､
五
惑
星
の
遅
行
に
関
す
る
論
究
は
最
も
粗
雑
で
､
そ
の
た
め
留
や
逆
行
な
ど
の
現
象
は
'
占
の
額
に
い
ら
れ
て
い
た
｡
郭
守
敬
の
出

現
に
よ
っ
て
'
は
じ
め
て
そ
の
経
度
襲
化
の
計
算
が
可
能
に
な
っ
た
｡
し
か
し
'
経
度
に
お
け
る
襲
化
を
計
算
す
る
方
法
は
'
西
法
に
お
い
て
も
皆

初
は
な
か
っ
た
｡
チ

コ
=
ブ

ラ
-
エ
に
な
っ
て

｢
五
星
の
緯
度
｣
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
郭
守
敬
よ
り
も
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

『暦
書
』

に
み
え
る
法
原
と
法
教
は
､
暦
法
の
根
幹
で
あ
り
､
法
原
と
は
七
星
と
食
の
基
礎
理
論
､
す
な
わ
ち

｢
暦
指
｣
で
あ
り
'
法
数
と
は
そ
の
数
理
表
､

梅

文

鼎

の

暦

算

撃



東

方

撃

報

す
な
わ
ち

｢暦
表
｣
で
あ
る
｡

だ
か
ら

『暦
指
』
は
'
ま
さ
に
暦
表
を
作
成
す
る
基
礎
で
あ
る
｡
い
ま
の

『暦
書
』
に
載
っ
て
い
る

『金
氷
暦
指
』
は
､
そ
の
法
の
と
お
り
に

表
を
作
っ
て
い
る
か
ら
推
歩
の
表
と

一
致
し
な
い
｡
推
歩
の
表
の
と
お
り
推
算
し
て
､
天
象
を
測
験
し
て
み
れ
ば
'
天
象
と
ぴ
っ
た
り
と
合
う
｡

暦
官
に
は
表
の
数
値
が
あ
る
け
れ
ど
も
'
表
を
作
成
す
る
根
源
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
｡
そ
こ
で
か
れ
は
'

『五
星
法
象
』
五
巻
を
編
ん
だ
｡
文

(34)

鼎
は
､
こ
の
説
に
賛
同
し
う
そ
の
要
鮎
を
抜
き
だ
し
て
'
自
ら

『
五
星
紀
要
』
を
書
い
た
｡

劉
湘
憶
は
'

｢
暦
指
｣
を
基
礎
に

｢
暦
法
｣
が
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
'

『崇
顧
暦
書
』
で
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
-
て
､
両
者
の
問
に

数
値
的
な
食
い
違
い
の
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
｡

｢
暦
表
｣
に
よ
れ
ば
天
象
に
合
い
'

｢暦
指
｣
に
よ
れ
ば
合
わ
な
い
と
す
れ
ば
'
そ
の
故
障
は
基

礎
理
論
に
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
な
天
文
学
上
の
理
論
の
追
跡
を
お
こ
た
っ
て
い
る
欽
天
官
の
暦
官
を
､
手
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡
ま
た
へ
さ
き
の
引
用
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
金
氷
二
惑
星
､
ひ
い
て
は
惑
星
の
運
動
の
説
明
理
論
に
関
す
る
梅
文
鼎
の
主
張
は
'
多
-
劉
湘

煙
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
に
も
､
か
れ
は

『
西
洋
新
法
暦
書
』
の
内
容
記
述
の
う
ち
で
不
備
な
と
こ
ろ
を
補
い
'
『恒

星
経
緯
表
根
』

『月
離
交
均
裏
板
』

『黄
白
距
度
裏
板
』

一
表
を
著
し
た
｡
こ
れ
ら
の
著
作
は
､
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
天
文
学
の
俸
え
る
理
論
的

基
礎
と
具
膿
的
に
暦
を
計
算
す
る
と
き
の
数
値
衰

｢暦
表
｣
と
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
'
そ
の
主
旨
は
'
先
述
の
精
神
に
よ
っ
て
い
る
｡
か
れ
の

活
躍
は
'
西
法
の
肯
定
的
批
判
を
そ
の
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に

｢暦
表
｣
に
つ
い
て
記
述
し
た
著
作
も
あ
っ
て
'
い
ず
れ
も
箇
時
の
学

者
の
討
論
の
対
象
に
な
っ
た
｡
た
と
え
ば

『論
暦
学
古
疏
今
密
』

一
巻
が
あ
り
へ
こ
の
書
は
､
栂
文
鼎
が
つ
ね
に
主
張
し
て
い
た
考
え
と
軌
を

一
に

す
る
も
の
t
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
梅
文
鼎
の
天
文
学
に
封
す
る
思
想
は
､
劉
湘
煙
を
無
敵
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
｡

そ
し
て
そ
れ
は
'
梅
文
鼎
の
西
法
批
判
を
科
学
的
批
判
と
し
て
意
味
あ
ら
し
め
る
上
で
大
き
な
寄
輿
を
し
た
､
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡



三
'
数
撃
に
お
け
る
梅
文
鼎

回

幾
何
学
と

『幾
何
原
本
』

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
構
文
鼎
は
､
暦
撃
の
分
野
で
め
ざ
ま
し
い
活
動
を
行
い
､
そ
れ
が
康
照
以
降
の
中
国
暦
学
の
趨
勢
に
大
き
な
影
饗

を
輿
え
た
｡
し
か
し
､
か
れ
の
関
心
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
-
､
代
数
学
､
幾
何
学
な
ど
の
教
学
の
分
野
に
も
及
ん
で
い
た
｡
そ
の

一
つ
の

理
由
と
し
て
'
暦
学
を
支
え
る
技
術
的
基
礎
と
し
て
の
こ
の
分
野
に
､
無
関
心
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
t
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
明
代
ま

で
に
高
度
な
顎
展
を
と
げ
て
い
た
算
撃
が
す
で
に
中
開
に
存
在
し
て
お
り
､

l
方
'
新
た
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
導
入
さ
れ
た
数
学
に
関
し
て
へ
か
な

り
大
部
の
数
畢
関
係
書
が
蘭
謬
さ
れ
､
ま
た
内
延
に
お
い
て
も
宣
教
師
達
に
よ
っ
て
天
文
学
の
み
な
ら
ず
､
数
学
は
言
う
ま
で
も
な
-
､
音
楽
理
論

に
ま
で
及
ぶ
撃
垂
が
講
義
さ
れ
て
い
た
､
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
.
こ
こ
で
は
､
梅
文
鼎
が
常
時
の
西
洋
科
挙
の
う
ち
で
最
も
完
備
し
た
理
論
鰹
系

を
も

っ
て
い
た
幾
何
学
に
射
し
て
ど
の
よ
う
な
封
贋
を
し
た
か
p
と
い
う
問
題
を
中
心
に
議
論
を
行
な
っ
て
み
た
い
｡
そ
の
際
に
は
'
利
鳩
賃
､
李

之
藻
の
手
に
よ
っ
て
､
す
で
に
十
七
世
紀
初
頭
に
全
十
三
巻
の
う
ち
六
奄
ま
で
が
都
諾
､
刊
行
さ
れ
て
い
た

ユ
ー
ク
-
ツ
ド
の

『幾
何
原
本
』
が

一

つ
の
焦
瓢
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

ユ
ー
ク
-
ツ
ド
の

『幾
何
原
本
』

二
二
巻
は
､
ギ
-
シ
ア
数
学
の
幾
何
学
上
の
集
大
成
で
あ
り
'
数
学
史
上
は
じ
め
て
幾
何
学
を
理
論
化
し
､
公

理
鰹
系
化
し
た
董
期
的
な
も
の
で
あ
る
｡

一
九
世
紀
に
な
っ
て
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
完
成
さ
れ
る
ま
で
､
公
理
を
自
明
な
県
理
と
し
て
命
題

を
演
揮
的
に
導
き
出
す
論
理
構
成
は
､
古
代
ギ
-
シ
ア
以
来
の
停
統
的
見
解
と
し
て
､
科
挙
的
思
惟
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
て
き
た
｡
は
じ
め
に
'

(35
)

こ
の
数
学
史
上
の

一
大
古
典
の
構
成
を
ご
-
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ

う

｡

そ
れ
は
'
第

l
宅
の
幾
何
学
上
の
諸
定
義

(D
efiniti.
n)へ
公
準

(P
.stulate)'
公
理

(A
xi.m
)
の
記
述
に
始

っ
て
p
以
下
こ
れ
ら
の
組
合
せ
か
ら
厳

密
な
演
樺
に
よ
っ
て
藷
定
理

(T
h
e.rem
)
を
導
-
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
.
最
初
の
四
巻
は
'

平
面
幾
何
学
を
扱
い
p
線
や

梅

文

鼎

の

暦

算

嬰



東

方

学

報

角
の
最
も
初
歩
的
な
性
質
か
ら
'
三
角
形
の
合
同
'
面
積
の
相
等
､
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
'
興
え
ら
れ
た
長
方
形
に
等
し
い
正
方
形
の
作
固
法
'
黄

金
分
割
'
囲
'
お
よ
び
正
多
角
形
を
導
い
て
い
る
｡
第
五
雀
は
'

エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
E
u
d
o
x
u
s
の
不
可
通
約
量
の
理
論
を
'
純
粋
に
幾
何
学
的
な
形
で

示
し
'
第
六
奄
で
は
､
こ
れ
が
三
角
形
の
相
似
性
に
鷹
用
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
幾
何
学
的
論
究
が
見
え
る
第

一
〇
巻
は
'
最
も
難
解
な
巻
で
あ
り
'
無

理
数
の
二
乗
'
お
よ
び
二
乗
根
の
幾
何
学
的
分
類
を
収
め
て
い
る
｡
第

二

1

一
三
巻
は
､
立
腹
幾
何
撃
を
扱

っ
て
お
り
'
立
腹
角
へ
平
行
六
面
随
'

角
柱
､
お
よ
び
角
錐
の
膿
積
の
問
題
を
考
え
て
か
ら
､
球
お
よ
び
五
個
の
正
多
面
鰹
の
論
究
に
及
ぶ
｡
そ
の
あ
い
だ
に
は
さ
ま
れ
た
第
七
!
九
雀
で

は
'
整
数
の
可
分
割
性
､
幾
何
級
数
の
和
へ
お
よ
び
素
数
の
若
干
の
性
質
と
い
っ
た
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
的
主
題
に
基
づ
-
教
諭
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡

利
蒋
賓
が
翻
謬
し
た

『幾
何
原
本
』
は
は
じ
め
の
六
巻
で
あ

っ
て
､
全

二
二
雀
が
紹
介
さ
れ
る
の
は
'

一
九
世
紀
の
中
葉
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

っ

(
36)

た

｡

『幾
何
原
本
』
は
常
時
多
-
の
人
び
と
に
注
目
さ
れ
た
｡
た
と
え
ば
方
中
通
は
'

(節
)

西
撃
は
'
象
教
よ
-
精
な
る
は
な
し
..
象
教
は
､
幾
何
よ
-
精
な
る
は
な

し

｡

と
述
べ
て
'
西
嬰
の
中
で
最
も
高
い
許
債
を
興
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
梅
文
鼎
は

『
天
畢
初
由
』
に
収
め
ら
れ
た

『幾
何
原
本
』
全
六
巻
を
読
ん
で

『幾
何
摘
要
』
三
宅
を
著
わ
し
た
が
'
か
れ
の

『幾
何
原
本
』
に
封
す
る
認
識
は
'
次
の
と
お
-
で
あ
る
｡

幾
何
原
本
は
'
西
算
の
根
本
で
あ
る
｡
そ
の
法
は
'
鮎

｡
線

｡
面

･
鮭
に
よ
っ
て
三
角
測
量
の
理
を
探
究
L
t
比
例

｡
大
小

･
分
合
に
よ
っ
て

算
法
の
乗
除
の
異
同
の
理
を
探
究
す
る
｡
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
深
い
と
こ

ろ

へ
入
っ
て
い
き
'
よ
-
理
解
で
き
る
｡
た
だ
､
-
ど
-
ど
ま
わ
り
み(38

)

ち
を
し
て
お
り
へ
表
現
も
ふ
る
め
か
し
て
む
ず
か
し
い
｡
畢
生
は
こ
れ
に
畏
れ
を
な
し
へ
た
い
て
い
終
り
ま
で
讃
み
と
お
す
こ
と
が
で
き
な

い

｡

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に

『幾
何
原
本
』
の
論
理
的
構
成
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
操

っ
て
い
な
い
ず
､
そ
の
最
大
の
長
所
で
あ
る
演
揮
法
も
理
解
し

て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
｡
李
之
藻
が

『幾
何
原
本
』
の
序
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
か
れ
も
ま
た
､
幾
何
学
を
暦
法
や
測
量
術
の
基
礎
理
論
と
し

て
把
握
し
た
の
で
あ
る
｡
梅
文
鼎
は
､
西
洋
暦
法
の
学
習
過
程
の
中
か
ら
西
洋
天
文
学
の
理
解
は
幾
何
学
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
見
出
し
た

の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
接
近
の
角
度
と
幾
何
学
の
理
解
と
は
'
ぴ

っ
た
-
封
鷹
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
も

っ
と
も
､
か
れ
は
さ
ら
に

『幾
何

原
本
』
そ
の
も
の
へ
の
興
味
も
深
め
て
ゆ
-
｡
そ
の
後

『幾
何
補
編
』
四
巻
を
著
わ
し
た
が
'
こ
の
著
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
こ
と



か
ら
も
理
解
で
き
る
｡

『
天
草
初
画
』
の
中
に

『幾
何
原
本
』
六
巻
が
あ
る
が
'
面
積
測
量
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
｡
そ
の
七
奄
以
後
は
'
ま
だ
詳
出
さ
れ
て
い
な
い
｡

利
氏
は
す
で
に
死
に
'
徐

｡
李
も
亡
-
な

っ
た
の
で
､
こ
の
仕
事
に
あ
た
る
人
が
無
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し

『暦
苔
』
の
中
に
は
'
し
ば
し

ば
あ
ち
こ
ち
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
て
'
讃
む
者
に
判
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
壬
中
の
年
(
一
六
九
二
)
の
春
'
た
ま
た
ま
客
合
の
童
僕
が
竹
ひ
ご

を
曲
げ
て
燈
寵
を
作

っ
て
い
る
の
を
見
て
'
そ
れ
が
法
に
し
た
が

っ
た
形
に
な

っ
て
い
る
の
を
不
思
議
に
思

っ
た
｡
そ
こ
で

『測
量
全
義
』
を

読
み
返
え
し
て
'
立
鰹
の
諸
率
を
は
か
り
､
賓
際
に
作
り
方
の
根
源
を
考
察
し
'
原
書
の
不
備
を
補

っ
た
｡
原
書
の
正
二
十
両
鰹
の
計
算
で
'

以
前
か
ら
間
違

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑

っ
て
い
た
の
は
､
そ
の
と
き
に
改
め
て
茸
測
値
に
あ
た

っ
て
み
た
｡
さ
ら
に

『幾
何
原
本
』
の

理
分
中
未
練

(黄
金
分
割
線
)
も
う
そ
の
用
法
が
わ
か

っ
て
み
る
と
西
人
の
術
も
も
と
よ
り
こ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
こ
に
こ
の
著
作
を

(39
)

『幾
何
補
編
』
と
名
付
け
た
｡

常
時
'

『幾
何
原
本
』
の
都
辞
は
六
巻
ま
で
し
か
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
t
と
い
う
こ
と
は
'
す
で
に
述
べ
た
｡
し
か
し
'

『崇
顧
暦
書
』
所
収

の

『測
量
全
義
』
な
ど
に
は
､
革
に
平
面
固
形
の
問
題
の
範
囲
を
こ
え
て
'
七
巻
以
後
の
問
題
が
多
-
引
用
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
た
め
梅
文
鼎
も
理

解
に
苦
し
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
偶
然
の
横
合
に
立
鰹
固
形
問
題
を
解
明
す
る
ヒ
ソ
ー
が
興
え
ら
れ
t

l
般
化
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
た
問

題
を
'
具
鮭
的
な
数
値
に
還
元
し
て
考
え
て
み
た
｡
そ
れ
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
抽
象
的
に
述
べ
ら
れ
た
立
鰹
の
法
則
を
理
解
し
得
た
の
で
あ
る
｡
こ

う
し
て
出
乗
あ
が

っ
た
の
が

『幾
何
補
編
』
四
巻
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
か
れ
が
高
-
許
慣
し
て
い
た
幾
何
学
を
か
れ
な
り
に
探
究
し
よ
う
と
す
る
意

園
が
強
-
で
て
い
る
｡
立
鰹
固
形
の
問
題
に
多
-
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
い
る
｡
立
方
鰹
'
囲
柱
な
ど
は
言
う
に
及
ば
ず
'

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
著
作

中
の
歴
巻
で
あ
る
五
個
の
正
多
面
鮭
に
も
論
究
し
て
い
る
｡
さ
ら
に

エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
の
比
例
論
も
考
え
て
い
る
｡
そ
の
記
載
は
､

『原
本
』
の
鰹
我

に
な
ら

っ
て
か
な
り
論
理
的
で
あ
る
｡
そ
の
論
理
性
が
平
面
固
形
だ
け
で
は
な
-
て
'
立
鰹
固
形
に
関
し
て
も
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ

れ
に
関
す
る
さ
ら
に
詳
し
い
研
究
は
､
の
ち
の
横
合
に
誤
り
た
い
｡
か
れ
が
幾
何
学
そ
の
も
の
の
探
究
に
進
ん
で
い
っ
た
の
は
'
燈
寵
の
骨
組
と
い

う
き
わ
め
て
具
象
的
な
'
硯
覚
的
な
経
験
に
そ
の
契
機
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
'
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
幾
何
学
に
封
し
て
も
'
具
膿
的

梅

文

鼎

の

暦

算

撃



東

方

畢

報

五

一
〇

な
も
の
か
ら
出
塗
し
､
類
推
と
例
鐙
と
い
う
俸
統
的
な
方
法
に
よ
っ
て
接
近
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
俸
統
的
教
学
の
延
長
線
上

に
幾
何
学
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
'
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
西
洋
暦
法
に
封
す
る
か
れ
の
考
え
方
と
封
比
し
て
み
た
場
合
に
'
そ
こ
に

一
貫

し
た
態
度
が
認
め
ら
れ
る
｡

佃

球
面
三
角
法
と
暦
算

弧
三
角
法
'
す
な
わ
ち
球
面
三
角
法
は
､
天
文
学
､
特
に
天
鰹
の
位
置
計
算
に
軟
-
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
｡
梅
文
鼎
は
こ
の
こ

と
を
次
の
よ
う
に
許
償
し
て
い
る
｡

お
よ
そ
暦
法
が
測
る
の
は
'
す
べ
て
弧
度
で
あ
る
｡
弧
線
は
直
線
と
比
例
関
係
を
な
し
え
な
い
か
ら
､
理
の
究
ま
る
と
こ
ろ
を
推
測
す
る
の
で

あ
る
｡
弧
三
角
は
'
球
面
睦
を
裁
断
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
弧
線
の
中
に
相
常
す
る
直
線
を
得
る
の
だ
か
ら
'
句
股
の
な
い
と
こ
ろ
に
､
句
股
を

(胡
)

求
め
る
の
で
あ
る
｡

暦
法
に
お
い
て
測
定
さ
れ
る
量
は
､
す
べ
て
弧
度
で
あ
る
こ
と
､
こ
の
測
定
さ
れ
た
弧
度
に
基
づ
い
て
､
理
論
的
な
計
算
を
行
え
ば
'
求
め
る
べ
き

未
知
の
量
が
え
ら
れ
る
こ
と
'
こ
れ
ら
の
こ
と
を
球
面
三
角
法
の
特
徴
と
し
て
認
識
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
球
面
三
角
法
に
つ
い
て

(41
)

こ
の
法
の
す
ぐ
れ
た
働
き
と
確
蜜
さ
は
'
聖
人
が
再
び
立
つ
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
て
も
へ
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

と
述
べ
て
'
暦
法
の
天
鮭
位
置
計
算
に
お
け
る
有
数
さ
､
正
確
さ
を
認
め
た
｡

さ
て
梅
文
鼎
は
球
面
三
角
法

へ
ど
の
よ
う
に
接
近
し
て
い
っ
た
か
を
'
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
｡
か
れ
の
三
角
法
に
関
す
る
著
作
の
う
ち
で
主
要

な
も
の
は
､

『三
角
法
畢
要
』
五
巻
と

『弧
三
角
撃
要
』
五
宅
で
あ
る
｡
前
者
は
句
股
法
と
の
関
連
に
注
意
し
な
が
ら
､
主
と
し
て
平
面
三
角
法
の

問
題
を
取
扱

っ
て
お
り
'
球
面
三
角
法
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
｡
平
面
三
角
法
と
球
面
三
角
法
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
､
と
認
識

し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
か
れ
は
､

『弧
三
角
撃
要
』
を
著
わ
し
て
､

(42
)

弧
三
角
は
卒
三
角
と
理
を
異
に
す
る
｡



と
述
べ
て
い
る
0
し
か
し
'
両
者
の
問
に
は
理
論
的
な
つ
な
が
り
が
な
い
と
考
え
た
と
は
い
え
'
中
国
在
来
の
句
股
術
に
対
比
す
れ
ば
三
角
法
が
理

解
し
や
す
い
の
と
同
校
に
､
平
面
三
角
法
か
ら
の
顛
推
に
よ
れ
ば
球
面
三
角
法
が
理
解
し
や
す
い
の
だ
t
と
考
え
た
｡
か
れ
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

か
な
ら
ず
は
じ
め
に
卒
三
角
を
理
解
し
て
'
そ
の
あ
と
で
弧
三
角
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
か
な
ら
ず
は
じ
め
に
句
股
を
理
解
し
て
､
そ
の

(43
)

あ
と
で
三
角
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
み
た
い
な
も
の
だ

｡

こ
こ
に
か
れ
が
球
面
三
角
法
を
合
得
す
る
に
至
っ
た
経
路
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
句
股
-
平
三
角
-
弧
三
角
と
､
俸
銃
的
な
中
国

学
術
を
基
礎
に
渡
来
学
術
を
理
解
す
る
t
と
い
う
か
れ
の
態
度
が
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
暦
学
お
よ
び
幾
何
学
に
お
い
て
俸
銃
的
な
中
法
を
出
襲
鮎
と

し
た
の
と
同
校
に
'
や
は
り
俸
銃
的
な
､
し
た
が
っ
て
か
れ
に
と
っ
て
親
し
い
も
の
で
あ
っ
た
句
股
術
に
数
比
を
求
め
て
平
面
三
角
法
を
考
え
､
こ

れ
を
も
と
に
さ
ら
に
球
面
三
角
法
を
考
え
た
｡
か
れ
は
類
推
と
例
護
と
い
う
経
験
的
な
方
法
で
新
し
い
教
学
的
知
識
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
｡
梅
文

鼎
の
球
面
三
角
法
に
封
す
る
認
識
と
そ
れ

へ
の
接
近
の
方
法
は
､
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
'

『弧
三
角
撃
要
』
を
著
し
た
意
固
等
に
つ
い
て
も
う
少

し
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
｡

天
鰹
の
位
置
計
算
に
お
い
て
は
､
弧
度
を
取
扱
う
計
算
技
術
が
必
要
軟
-
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
弧
度
を
扱
う
方

法
は
'
球
面
三
角
法
に
壷
き
る
わ
け
で
､
こ
れ
を
適
用
す
る
と
日
月
五
惑
星
の
遅
行
へ
あ
る
い
は
恒
星
の
位
置
問
題
は
'
き
わ
め
て
有
数
に
解
-
こ

と
が
で
き
る
｡
そ
れ
故
に

『崇
顧
暦
書
』
に
は
'
球
面
三
角
法
の
説
明
に
多
-
の
部
分
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば

『測
量
全
義
』
第
七
-
九

巻
は
'
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
こ
の
理
論
的
基
礎
に
始
っ
て
'
天
鮭
の
位
置
計
算
の
具
鮭
例
ま
で
が
詳
し
-
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
構
文
鼎
は
こ
れ

の
み
な
ら
ず
'
そ
の
他
の
部
分
の
球
面
三
角
法
に
関
す
る
記
述
へ
ま
た
稜
尼
関
に
よ
っ
て
停
え
ら
れ
た

『天
草
合
通
』
に
お
け
る
圏
線
三
角
法
な
ど
'

球
面
天
文
学
の
紹
介
に
関
す
る
す
べ
て
の
著
作
に
目
を
通
し
た
｡
こ
う
し
て
球
面
三
角
法
を
理
解
す
る
う
ち
に
'

『
測
量
全
義
』
に
歴
用
問
題
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
必
ず
し
も
す
べ
て
を
壷
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く

計
算
結
果
に
も
誤
り
が
少
な
-
な
い
こ
と
へ
あ
る
い
は

『崇
顧
暦

書
』
の

｢
暦
指
｣
に
散
見
す
る
願
用
例
に
お
け
る
数
値
の
導
入
過
程
が
不
明
で
あ
る
こ
と
､
ま
た

『天
草
食
通
』
の
固
線
三
角
法
の
固
解
が
往
往
に

梅

文

鼎

の

暦

算

畢



東

方

畢

報

し
て
法
則
と
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
'
そ
の
間
に
誤
り
も
見
ら
れ
る
こ
と
､
な
ど
に
気
付
い
た
｡
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
れ
な
り
に
球
面
三
角
法
'

つ
ま
り
弧
三
角
法
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
を
決
意
し
､
そ
れ
に
成
功
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

そ
こ
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
精
神
は
､
か
れ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡

い
ま
も

っ
ぱ
ら
正
弧
三
角
を
基
本
と
し
て
'
滞
儀
を
用
い
て
解
-
｡
暦
書
の
原
国
に
は
い
-
ら
か
の
増
訂
を
加
え
た
｡
し
か
も
正
弧
三
角
の
法

則
は
､
こ
と
ご
と
-
句
股
に
締
着
し
､
指
さ
し
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
う
し
て

｢
そ
の
撃
を
参
伍
し
｣
斜
弧
三
角
の
計
算
も
句
股
に
蹄

(鶴
)

着
す

る

｡

ま
ず
球
面
三
角
形
に
お
け
る
定
義
の
記
述
か
ら
は
じ
ま
-
'
天
空
に
お
け
る
天
文
学
的
な
特
殊
鮎
と
天
球
上
の
特
殊
鮎
と
の
封
麿
な
ど
基
礎
的
な

奉
賀
の
説
明
'
あ
る
い
は
天
球
上
に
お
け
る
球
面
三
角
法
の
適
用
の
問
題
等
に
解
れ
る
｡
こ
う
し
て
天
球
上
に
お
け
る
天
鰹
の
位
置
問
題
を
ど
の
よ

う
に
し
て
解
-
か
､
と
い
う
主
題
に
は
い
る
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
､
問
題
を
句
股
術
で
解
-
た
め
に
'
か
れ
は

一
般
の
球
面
三
角
法
に
よ

っ
て
求
め
る
べ
き
未
知
量
が
'
い
か
に
す
れ
ば
句
股
術
の
知
識
の
範
囲
内
で
解
け
る
問
題
に
還
元
で
き
る
か
､
と
い
う
こ
と
に
苦
心
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
か
れ
の
用
語
法
に
従
え
ば
斜
弧
三
角

(
l
般
の
球
面
三
角
形
)
の
問
題
を
､
ま
ず
正
弧
三
角

(直
角
球
面
三
角
形
)
の
問
題
に
分
解
す

る
の
で
あ
る
｡
し
か
る
の
ち
に
分
解
さ
れ
た
正
弧
三
角
の
各
要
素
を
句
股
術
で
解
-
た
め
に
､
補
助
線
を
引
い
て
'
句
股
術
の
問
題
に
還
元
し
て
い

-
｡
そ
れ
は
か
れ
が

｢
正
弧
三
角
の
理
は
､
こ
と
ご
と
-
旬
股
に
締
着
す
る
｣
と
言

っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
ま
た

｢
斜
弧
三
角
の
計

算
も
句
股
に
締
着
す
る
｣
わ
け
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
､

球
面
三
角
法
-
直
角
球
面
三
角
法
-
句
股
法

と
囲
式
化
さ
れ
る
道
を
と
お
っ
て
p

一
般
の
球
面
三
角
形
を
簡
単
な
句
股
法
で
解
-
方
法
を
追
求
し
た
と
い
え
る
｡
か
-
て
西
洋
教
学
の
方
法
は
､

俸
銃
的
な
方
法
に
締
着
す
る
の
で
あ
る
｡
か
れ
の
三
角
法
に
関
す
る
著
作
は
､
こ
の
他
に
も
多
い
｡
し
か
し
'
か
れ
が
こ
の

『弧
三
角
畢
要
』
で
展

開
し
た
方
法
と
､
そ
こ
に
見
ら
れ
る
球
面
三
角
法
に
封
す
る
か
れ
の
態
度
は
'
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
盃
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡



廟

封

数

の

麿

用

天
文
畢
上
の
計
算
の
繁
墳
さ
を
救

っ
た
の
は
t

l
五
九
四
年
に

John
N
a
p
ie
r

の
手
で
考
案
さ
れ
た
封
教
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
計
算
の

冗
長
さ
が
省
か
れ
p
天
文
学
の
進
歩
に
も
大
き
な
頁
厭
を
な
し
た
｡
そ
の
対
数
を
中
開
に
紹
介
し
た
の
は
､
穆
尼
関
で
あ
っ
た
｡

l
方
'

『崇
顧
暦

書

』

『
天
嬰
初
画
』
等
に
は
'
対
数
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
｡
穆
尼
関
は
中
央
政
権
に
接
近
し
た
宣
教
師
と
は
興
り
'
江
南
の
地
に
と
ど
ま

(45
)

り
'
西
洋
の
学
術
'
科
学
知
識
を
中
国
人
に
紹
介
し
て
'
明
末
の
思
想
家
に
つ
よ
い
影
響
を
輿
え

た

｡

そ
の
著
書

『
天
歩
虞
原
』
､

あ
る
い
は
か
れ

に
学
ん
だ
醇
風
砕
の

『
天
草
食
通
』
は
､
封
教
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
り
､
こ
の
書
を
理
解
す
る
た
め
に
は
'
ど
う
し
て
も
封
数
計
算
法
を
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
梅
文
鼎
が

稜
尼
闇
に

『
天
歩
異
原
』
が
あ
り
'
醇
鳳
蹄
に

『
天
草
合
通
』
が
あ
る
｡
ど
ち
ら
も
そ
れ
に
依
接
し
て
立
算
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
知
ら
な
い
な

(46
)

ら
ば
､
こ
れ
ら
二
書
は
読
め
な
い
｡

と
言

っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
｡

栂
文
鼎
は
自
ら
が
学
び
得
た
知
識
を
集
成
し
て
､
封
教
を
主
題
と
し
た
著
作
を
行
な

っ
た
｡

『
比
例
数
解
』
四
巻
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
暦
法
計
算

に
必
要
な
計
算
法
等
も
含
め
た
封
教
計
算
法
が
記
述
さ
れ
て
い
る
｡

比
例
数
表
は
'
西
算
の
別
健
で
あ
る
｡
そ
の
法
は

一
か
ら
寓
に
至
る
ま
で
へ
す
べ
て
他
の
教
の
相
普
す
る
も
の
を
設
定
し
､
こ
れ
を
対
数
と
い

う
｡
も
し
教
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
､
木
表
か
ら
二
つ
の
封
数
を
選
ん
で
加
減
す
れ
ば
､
求
め
る
教
が
得
ら
れ
る
｡

(中
略
)
い
ま
は
封
数
を

借
り
て
も
と
の
数
を
知
り
､
乗
除
を
用
い
ず
に
､
た
だ
加
減
に
よ
る
の
が
､
こ
の
術
の
驚
-
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
以
前
は
こ
れ
を
知
る
も
の

は
な
か
っ
た
｡
本
朝
の
順
治
年
間
に
､
西
士
穆
尼
闇
が
醇
儀
宙
に
こ
の
法
を
授
け
て
､
は
じ
め
て
諸
本
が
で
き
た
｡
封
数
の
驚
-
べ
き
鮎
は
､

と
り
わ
け
開
方
に
あ
る
｡
古

い
開
方
術
は
'
三
乗
方
以
上
に
な
る
と
､
き
わ
め
て
繁
細
に
な
り
､
日
時
を
重
ね
て
は
じ
め
て
で
き
る
｡
い
ま
は

(47
)

封
数
を
用
い
て
'
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
得
ら
れ
る
｡
神
速
簡
易
な
こ
と
は
､
疑
議
を
は
さ
む
飴
地
が
な
い
ほ
ど
だ
｡

封
教
法
と
は
乗
法
除
法
を
用
い
ず
に
'
こ
の
代
り
に
加
法
減
法
に
よ
っ
て
求
め
る
べ
き
数
値
を
得
る
方
法
で
あ
る
｡
具
鮭
的
な
計
算
は
'
比
例
教

梅

文

鼎

の

暦

算

畢



東

方

学

報

表
､
す
な
わ
ち
封
数
表
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
こ
の
計
算
に
常

っ
て
は
､
補
間
法
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
注
樺
し
て
い
る
｡
こ

れ
ら
の
記
述
は
封
教
法
の
性
質
を
十
分
に
把
捉
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
梅
文
鼎
は
､
封
教
法
が
天
文
挙
上
の
計
算
に
と
っ
て
き
わ
め
て

有
数
で
あ
る
こ
と
を
､
穆
尼
閣
ら
の
著
作
に
よ
っ
て
知
っ
た
｡
そ
れ
ば
か
-
で
は
な
-
'
算
術
計
算
法
の
上
か
ら
も
､
た
と
え
ば
聞
方
計
算
の
繁
墳

さ
を
救
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
｡
こ
う
し
て
か
れ
は
'
封
教
法
に
は
最
高
級
の
評
債
を
興
え
た
の
で
あ
る
｡
封
教
は
'
ま
っ
た
-
新
し
い

分
野
で
あ
る
だ
け
に
'
俸
統
的
な
数
学
と
の
直
接
の
封
比
は
導
け
な
い
け
れ
ど
も
､
開
方
術
と
い
う
俸
銃
的
な
分
野
の
計
算
を
き
わ
め
て

｢神
速
簡

易
｣

に
行
う
数
学
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
は
'
や
は
-
'
暦
学
'
幾
何
学
'
三
角
法
に
封
す
る
態
度
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
O

四
'
結

論

こ
れ
ま
で
簡
単
に
'
梅
文
鼎
が
最
も
大
き
な
寄
興
を
な
し
た
､
天
文
学
と
数
学
の
分
野
に
封
し
て
か
れ
が
示
し
た
姿
勢
に
つ
い
て
､
考
察
し
て
き

た
｡
も
ち
ろ
ん
､
か
れ
に
は
そ
こ
で
述
べ
た
範
囲
を
越
え
た
仕
事
も
多
か
っ
た
｡
た
と
え
ば
物
理
学
の
分
野
で
は
､
静
力
学
'
す
な
わ
ち
重
撃
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
も

『天
畢
初
薗
』
な
ど
を
基
礎
に
'
か
れ
な
-
の
考
え
方
を
示
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
か
れ
は
賓
に
廉
い
範
囲
に
わ
た

っ
て
'
自
然
科
学
上
の
諸
問
題
を
考
え
た
｡
そ
し
て
か
れ
な
り
に
自
然
界
'
物
質
界
の
問
題
に
接
近
す
る
方
法
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
'
そ
の
時
代

に
傑
出
し
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
天
文
学
の
分
野
に
お
い
て
も
'
常
時
存
在
し
た
諸
知
識
を

一
括
し
て
同

一
平
面
上
で
考
え
る
の
で
は
な
-
､
そ
れ
を

歴
史
的
護
展
の
中
に
お
い
て
把
嬉
し
'
評
債
を
興
え
よ
う
と
し
た
｡
構
文
鼎
の
科
学
的
態
度
は
'
蜜
は
こ
う
し
た
文
献
の
歴
史
的
な
考
察
の
中
か
ら

形
成
さ
れ
た
'
と
言
っ
て
も
い
い
面
が
あ
る
｡
同
時
に
､
そ
の
よ
う
な
態
度
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
に
､

『康
照
永
年
暦
法
』
な
ど
を
含
む
南
懐

仁
ら
西
法
涯
の
仕
事
が
利
用
で
き
た
t
と
い
う
事
寛
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
う
し
て
'
普
時
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
科
挙
的
文
献
を
蒐
集
L
t

そ
の
内
容
を
数
値
的
に
も
検
討
し
て
そ
の
資
料
を
許
慣
し
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
著
作
を
な
す
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
､
導
入
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
西
洋

の
科
学
知
識
に
留

っ
て
み
た
の
で
あ
る
｡



天
文
暦
法
に
関
し
て
言
え
ば
､
自
ら
が
中
法
に
習
熟
し
て
い
た
の
で
､

一
方
で
は
西
洋
天
文
学
の
優
れ
た
鮎
を
認
め
な
が
ら
も
'
そ
れ
を
無
批
判

に
受
け
い
れ
る
こ
と
は
し
な
い
で
､
中
法
と
西
法
を
歴
史
的
経
緯
の
中
に
位
置
付
け
て
､
表
現
形
と
し
て
は
雨
着
の
問
に
著
し
い
相
違
が
あ

っ
た
と

し
て
も
､
天
文
学
的
現
象
と
い
う
観
鮎
か
ら
す
れ
ば
､
蜜
は
同
じ
も
の
の
興
っ
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
'
と
考
え
ら
れ
る
事
案
の
多
い
こ
と
も
確
認
し

た
｡
そ
の
よ
う
な
努
力
の
中
で
'
西
法
で
中
法
よ
り
も
章
達
し
て
い
る
も
の
と
し
て
p
何
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
､
と
い
う
問
題
を
考
え
た
｡

そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
､
た
と
え
ば
惑
星
の
黄
緯
度
襲
化
を
説
明
す
る
理
論
は
'
西
法
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
だ
と
し
た
｡

橋
文
鼎
の
時
代
ま
で
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
天
文
学
は
'

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
や
ケ
プ
ラ
ー
の
理
論
を
無
税
し
た
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
､
多

-
の
限
界
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡
幾
何
学
的
に
完
壁
で
あ

っ
て
も
､
物
理
学
的
に
は
多
-
の
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
問
題
に

肉
迫
し
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
､
問
題
の
存
在
す
る
方
向
に
'
構
文
鼎
は
向
っ
て
い
た
｡
し
か
し
'
か
れ
は
､
あ
-
ま
で
限
界
性
を
持

っ
た
文
献

に
よ
っ
て
天
文
学
上
の
諸
問
題
を
考
え
て
い
た
の
で
､
そ
れ
を
適
確
に
え
ぐ
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
そ
こ
に
か
れ
自
身
の
持
つ
限
界
も
あ

る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
栂
文
鼎
の
場
合
は
'
た
と
え
ば

一
つ
ひ
と
つ
の
惑
星
の
運
動
理
論
を
理
解
す
る
際
'
ど
の
惑
星
に
つ
い
て
も
特
殊
な
理
論

は
な
-
て
､

一
般
的
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
､
と
い
う
確
信
を
い
だ
い
て
い
た
と
は
い
え
､
そ
の
確
信
は
こ
う
し
た
限
界
の
範
囲
を
出
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
､
西
法
の
中
か
ら
そ
れ
以
上
の
法
則
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
か
れ
は
'
理
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
計

算
結
果
な
ど
､
技
術
的
な
側
面
に
強
い
興
味
を
示
し
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
か
れ
も
ま
た
'
い
か
に
す
れ
ば
暦
法
が
よ
り
精
密
な
も
の
に
な
る
か
､
と

問
題
に
第

l
の
興
味
が
あ

っ
た
こ
と
の
謹
撰
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

梅
文
鼎
は
'
暦
学
は
進
歩
し
て
き
た
と
い
う
立
場
を
確
立
L
t
西
洋
天
文
学
を
俸
統
的
な
中
法
に
接
漬
し
て
把
接
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
立
場
は
､

幾
何
学
の
場
合
に
も
み
ら
れ
'
類
推
と
例
詮
と
い
う
俸
統
的
な
手
法
で
幾
何
学
を
理
解
し
､
や
は
り
在
来
の
数
学
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
た
｡
三

角
法
に
お
い
て
も
､
同
様
に
し
て
'
中
国
の
句
股
術
の
俸
統
に
締
着
さ
せ
た
｡
さ
ら
に
p
封
教
法
と
い
う
全
-
新
し
い
教
学
で
も
'
そ
れ
が
鷹
用
さ

れ
る
俸
統
的
な
開
方
術
の
分
野
に
お
け
る
有
効
性
に
立
脚
し
た
許
債
を
行
な
っ
た
｡
こ
れ
も
暦
学
'
幾
何
嬰
､
三
角
法
と
軌
を

一
に
す
る
態
度
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
う
し
た
西
洋
科
学
を
俸
銃
的
な
中
国
の
そ
れ
の
延
長
上
に
お
い
て
と
ら
え
る
態
度
こ
そ
へ
西
法
の
理
解
と
批
判
を
最
も
客

梅

文

鼎

の

暦

算

撃



東

方

学

報

観
的
か
つ
尖
鋭
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
力
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
徐
光
啓
の

｢
西
洋
の
材
質
を
錯
し
て
'
大
銃
の
型
横
に
入
る
｣
と
い
う
西
洋
科
学

受
容
の
立
場
は
､
梅
文
鼎
に
よ
っ
て
の
り
こ
え
ら
れ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
う
し
て
､
西
法
恐
れ
る
に
足
ら
ず
､
と
い
う
確
信
を
か
れ
に
績

-
人
び
と
に
興
え
'
そ
う
し
た
確
信
を
持

っ
て
西
法
を
客
観
的
に
把
握
す
る
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
'
か
れ
の
最
も
大
き

な
貢
献
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
'
天
文
学
的
な
立
場
か
ら
い
え
ば
､
か
れ
以
上
の
人
は
､
そ
の
後
出
現
し
な
か
っ
た
こ
と
は
事
茸
で
あ
る
｡
そ
し
て
暦

の
頒
布
を
目
的
と
す
る
暦
学
の
主
流
は
､
そ
の
後
も
欽
天
監
付
き
の
宣
教
師
達
の
指
導
の
下
に
あ

っ
た
｡
か
れ
の
学
問
の
方
法
は
'
む
し
ろ
考
遼
寧

に
携
さ
る
人
び
と
の
中
に
'
そ
の
痕
跡
を
残
し
た
｡
そ
れ
は
栴
文
鼎
の
暦
学
に
封
す
る
考
え
方
が

『暦
象
考
成
』
の
中
に
反
映
さ
れ
t
か
つ
'
か
れ

の
流
れ
を
汲
む
人
び
と
が

l
つ
の
学
派
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
か
れ
の
学
風
を
受
鮭
ぐ
人
び
と
の
中
に
は
'
算
撃
に
精
通
し
た
考
遼
寧
の
大
家

達
が
い
た
｡
江
永
(
〓
ハ八
一I

一
七
六
二
)'
そ
の
門
下
の
戴
震
(
一
七
二
四
1
一
七
七
七
)､
あ
る
い
は
鏡
大
師
(
一
七
二
八
-
一
八
〇
四
)な
ど
'
そ
の
例
を
挙
げ

(48
)

る
の
に
難
-
は
な
い
｡

こ
れ
ら
の
人
び
と
の
暦
学
'
算
単
に
お
け
る
締
約
的
方
法
は
'
先
述
し
た
よ
う
に
梅
文
鼎
が
か
な
り
明
析
な
形
で
表
現
し
た

も
の
な
の
で
あ
る
｡

注(1
)

詳
し
く
は
､

李
厳

｢梅
文
鼎
年
譜
｣

『中
算
史
論
叢
』
第
三
集

一
九
五
五
年
三
月
刊

北

京

科
学
出
版
社
｡

ま
た
梅
文
鼎
に
つ
い
て
は
'

薮
内
清

｢梅
文
鼎
｣
吉
川
幸
次
郎
編

『育
本
正
兄
博
士
還
暦
記
念
中
華
六
十
名

家
言
行
録
』
昭
和
二
十
三
年
二
月
刊

弘
文
堂
｡

(2
)

B
ern
ardU
H
.
:
L
'en
cy
clop
6d
ie
a
stron
om
iqu
e

d
u

P
a
r
e

Schat1

M

o
n
u
m

e
n
ta
S
erica
V
o
l.
ZZZ
p.
3
51
77

e
.
p.
4
4
1
-
5
2
7

)
9

38
P
eip
in
g
.

(3
)
毛

際
可
｢梅
先
生

博

｣
『勿

奄

歴
算

書

目
』

侍

『
知

不

足
蔚

叢

書

』
第

十

七

隻

所
収
｡

(
4
)

足
下
歴
算
之
撃
｡
誠
非
適
所
及
｡
足
下
前
何
敢
言
数
｡

(方
中
通

｢輿
梅
冠
九

書
｣

『数
度
術
』
巻
首
)

(5
)

在
婚
磯
玉
衡
.
以
帝
七
政
｡
乃
治
暦
之
根
本
｡
自
唐
虞
以
来
｡
未
有
不
精
測
験
｡

而
能
足
暦
者
也
｡
暦
法
以
瞳
事
槍
華
｡

而
益
善
測
天
之
器
｡

(『勿
毒
歴
算
書

目
』)

『勿
奄
歴
算
書
目
』
所
収
の

『測
器
考
』
に
関
す
る
記
述
に
よ
る
｡

夫
理
求
其
是
｡
事
求
適
用
而
己
｡
中
西
何
揮
寓
｡

(『勿
奄
歴
算
書
目
』
)

橋
本
敬
造

｢
『暦
成
考
成
』
の
成
立
｣

薮
内
清

･
吉
田
光
邦
編

『明
清
時
代
の

科
学
技
術
史
』

一
九
七
〇
年
三
月

京
都
大
学
人
文
科
挙
研
究
所
｡

(9
)

鼎
嘗
評
近
代
暦
撃
｡
以
果
江
馬
最
O
識
解
在
青
州

(帝
鳳
稚
)
以
上
.
惜
辛
不

能
蚤
知
其
人
｡
興
之
極
論
此
事
｡

(『勿
奄
歴
算
書
目
』)

同
じ
趣
旨
の
文
が

『暦
学
疑
問
』
巻
二

｢
論
歳
賓
消
長
之
所
以
然
｣
に
み
え
る
｡

引
用
す
る
と
次
の
通
り
｡

愚
輿
寅
旭
生
同
時
｡
而
不
相
聞
｡
及
其
卒
也
｡
乃
稽
相
見
其
書
｡
今
安
得
起
斯

人
於
九
原
｡
而
相
輿
極
論
｡
以
質
所
疑
乎
｡



(10
)

方
今
梅
氏
之
撃
盛
行
｡
而
王
氏
之
学
問
徴
｡
蓋
錫
聞
無
子
｡
停
其
業
者
無
人
｡

又
其
遺
書
皆
寓
本
｡
得
之
甚
難
｡
故
知
之
老
少
｡
特
平
而
論
｡
王
氏
精
而
核
0

梅
氏
博
而
大
｡
各
造
共
棲
｡
難
可
軒
軽
也
｡

(院
元

『時
人
博
』
巻
三
五
)

(ll
)

李
厳

『中
算
史
論
叢
』
第
三
集

五
五
八
ペ
ー
ジ
｡

(
1
)

嘗
於
武
林
o
遇
殿
鐸
徳
｡
言
彼
園
月
日
｡
又
輿
蔚
日
互
異
｡
山豆
彼
中
原
｡
有
令

21 2019 1817 16 15 14 1325 24 23 22

園
之
正
朔
不
同
｡
而
歴
書
所
馨
｡
是
其

一
法
欺
｡
存
之
再
致
｡
(『勿
奄
歴
算
書

目
』)

注
(13
)
を
見
よ
｡

梅
文
鼎
の

『勿
奄
歴
算
書
目
』
に
よ
る
｡

儒
者
不
知
暦
数
.
而
援
虚
理
以
立
説
O
術
士
不
知
暦
理
｡
而
番
違
法
以
験
天
｡

天
経
地
棒
｡
旗
離
達
合
之
原
｡
概
末
有
得
也
｡

(『暁
庵
先
生
文
集
』
巻

一
)

『暁
庵
先
生
文
集
』
巻

1

橋
本
敬
造

前
掲
論
文
｡

吾
謂
西
暦
善
臭
｡
然
以
馬
測
候
精
詳
O
可
也
o
以
馬
探
知
法
意
O
未
知
也
O
循

其
理
而
求
理
o
安
其
誤
而
不
排
o

不
可
也
o

(『暁
庵
先
生
文
集
』
巻

1
)

橋
本
敬
造

前
掲
論
文
｡

『暦
学
答
問
』

『梅
氏
暦
算
全
書
』
所
収
｡

暦
也
者
数
也
｡
数
外
無
理
｡
理
外
無
数
｡
数
也
審
理
之
分
限
節
次
也
｡
数
不
可

以
臆
説
｡
理
或
可
以
影
談
o
於
是
有
牽
合
博
合
｡
以
惑
民
聴
而
乱
天
常
o
皆
以

不
得
理
数
之
虞
｡
蔑
由
徽
賓
耳
｡
(｢畢
暦
説
｣

『梅
氏
暦
算
全
書
』
所
収

『暦

撃
問
答
』
巻

こ

暦
学
古
疏
今
密
｡

(『暦
学
疑
問
』)0

古
之
馬
暦
也

錬
｡
久
而
漸
密
｡
(｢撃
暦
説
｣
)

暦
法
代
更
｡
由
錬
漸
密
｡

(『暦
学
答
問
』)

梅
氏
野
心
暦
畢
数
十
年
｡
而
嘆
心
之
神
明
｡
無
有
窮
轟
｡
錐
以
天
之
高
｡
星
辰

之
遠
｡
看
過
之
数
千
百
年
O
始
見
端
緒
o
而
人
庸
知
之
｡
兼
有
新
法
｡
以
追
其

襲
O
故
世
愈
降
.
暦
愈
以
密
｡
而
要
其
大
法
O
則
定
於
唐
虞
之
時
o
(『暦
学
源

流
考
』

『梅
氏
暦
算
全
書
』
所
収
)

通
達
｡
差
積
遜
多
o
而
瞭
然
易
排
.
且
其
為
法
｡
既
推
之
数
千
年
数
寓
里
而
準
.

則
施
之
近
用
.
可
以
無
感
｡
暦
至
今
日
O
屡
奨
金
精
以
此
｡
(『暦
撃
源
流
考
』)

(
27
)

歳
差
の
蔑
見
'
そ
の
数
値
の
歴
史
的
襲
選
等
に
つ
い
て
は
'
近
刊
の
も
の
で
は

次
を
参
照
｡

薮
内
清

『中
国
の
天
文
暦
法
』
昭
和
四
十
四
年
八
月
刊

東
京

平
凡
社
｡

(
E
3
)

前

一
説
O
由
平
朔
改
為
定
朔
O
其
根
在
天
｡
蓋
以
日
渡
有
盈
縮
｡
月
離
有
遅
疾
0

天
上
行
度
鷹
有
之
差
｡
天
下
所
同
也
｡
後

l
説
.
於
定
朔
之
外
o
又
立
三
差
｡

其
根
在
地
｡
蓋
以
旦
局
月
卑
｡
正
相
掩
時
｡
中
間
固
有
空
隙
｡
入
所
居
地
面
不

同
｡
而
所
見
厩
復
之
時
刻
｡
異
食
分
之
浅
深
｡
随
虞
各
異
o
謂
之
硯
差
｡
非
天

上
行
度
有
殊
｡
両
生
於
人
目

一
方
所
猫
也
｡
知
此
両
端
｡
而
交
食
之
理
｡
思
巳

過
牛
.
郎
暦
法
古
株
今
智
之
故
｡
亦
大
柴
可
見
也
.

(『暦
学
答
問
』)

(
32
)

西
暦
亦
青
森
今
密
｡

(
『暦
畢
疑
問
』)

橋
本
敬
造

前
掲
論
文
｡

承
暦
間
数
端
O
皆
弟
所
環
疑
｡
内
目
差

1
事
o
向
因
日
盛
衰
説
o
甚
是
豪
混
｡

嘗
馬
之
論
耕
具
紙
｡
謂
既
有
二
眼
｡
嘗
定
二
表
｡
以
相
加
減
｡
友
人
皆
以
馬
然
O

既
而
熟
思
｡
覚
其
非
確
O
宜
只
用
月
離
交
食
二
表
馬
是
｡
大
抵
暦
書
表
説
｡
多

是
後
来
所
増
｡
散
在
往
異
義
不
慮
｡
若
目
差
表
｡
則
又
不
然
｡
蓋
西
暦
之
侍
｡

亦
各
有
師
授
之
不
同
｡
目
塵
表
之
乗
用
二
根
｡
或
是
初
説
｡
其
平
時
定
時
｡
乃

測
験
之
賓
用
O
必
是
後
来
之
説
｡
日
渡
表
中
目
差
O
誤
用
初
説
｡
而
張
番
之
節
｡

故
愈
解
而
愈
支
｡
拙
見
如
此
.
不
知
高
識
以
為
何
如
也
O

(『暦
草
問
答
』)

聞
梅
文
鼎
以
暦
算
名
常
世
o
慧
産
走
千
絵
里
｡
受
業
其
門
O
湛
思
横
倍
｡
多
所

創
獲
｡
文
鼎
得
之
甚
喜
｡
日
｡
劉
生
好
学
精
進
o
啓
予
不
達
｡
其
興
人
吉
日
｡

金
水
二
塁
｡
暦
指
所
説
未
徹
O
得
劉
生
説
｡
而
知
二
星
之
有
歳
輪
｡
其
理
確
不

可
易
o
田
以
所
著
暦
学
疑
問
O
層
之
討
論
O
湘
燈
馬
著
訂
補
三
巻
｡

(『職
人

博
』
巻
四
〇
)

(
ES
)

是
蓋
合
数
千
年
之
積
測
｡
以
完
歳
差
｡
合
数
寓
里
之
賓
験
｡
以
走
塁
差
｡
距
数

梅

文

鼎

の

暦

算

撃

(E3
)

『梅
氏
暦
算
全
書
』
に
よ
る
o

『梅
氏
叢
書
輯
要
』
に
よ
れ
ば

『五
星
管
見
』

と
い
う
標
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

(
a
;)

故
暦
指
賓
馬
連
表
之
根
o
今
暦
所
載
金
水
暦
指
D
如
其
法
而
造
表
｡
則
輿
所
歩

之
表
不
合
｡
如
其
表
以
推
算
測
天
｡
則
又
典
天
符
合
｡
是
暦
官
蛙
有
表
数
D
而

五

一
七



東

方

撃

報

猶
未
知
立
表
之
根
也
｡

乃
作
五
星
法
象
編
五
怨
｡
文
鼎
深
契
其
説
｡
摘
其
要
0

白
馬
五
星
紀
要
｡

(『時
人
博
』
巻
四
〇
)

(35
)

詳
し
-
は
t

H
eath
〉S
ir
T
.
:
T

heT
hi7･t

e

en
B
o
o
k
s
of

E
u
c
lid
.S

E
le
m
ents,
2na

ed
.,

Re
vise
d

w
it
h

ad
d

itions,
Vo
lsI
ZJ
ZZ
,
D
o
v
e
r
,N
e
w

Y
ork,19561

(
36
)

偉

烈

蛮

力

A
te
x
a
n
d
e
r

W
y
tie
と

李

善

蘭
に
よ
っ
て
第
七
巻
以
降
が
中
図
語

に
課
さ
れ
た
｡
金
陵
書
局
十

五

巻
本

同
治
四
年
刊
｡

(37
)

西
撃
莫
精
於
象
数
｡
象
数
英
精
於
幾
何
｡

(方
中
通

『数
度
術
』
巻
首
之
三

｢幾
何
約
｣)

(38
)

幾
何
原
本
薦

西

算
之
根
本
O
其
法
以
鉛
線
両
性
｡
疏
三
角
測
量
之
理
｡
以
比
例

大
小
分
合
｡
疏
算
法
異
栗
岡
除
之
理
｡
由
浅
入
深
｡
善
於
暁
皆
｡
但
取
径
紫
紺
｡

行
文
古
典
而
晒
険
O
学
者
畏
之
｡
多
不
能
終
巻
｡

(『勿
奄
暦
算
書
目
』
)

(g3)

天
草
初
函
内
.
有
幾
何
原
本
六
巻
.
止
於
測
面
｡
其
七
巻
以
後
.
未
経
詳
出
｡

蓋
利
氏
既
物
.
徐
李
云
亡
.
迭
無
有
任
此
老
耳
o
然
歴
書
中
｡
往
往
有
襟
引
之

虞
.
講
書
或
未
之
詳
也
｡
壬
中
春
月
.
偶
見
館
童
屈
蔑
馬
燈
｡
詫
其
馬
有
法
之

形
｡
乃
覆
取
測
量
全
義
｡
量
髄
諸
率
｡
賓
致
共
作
法
根
源
｡
以
補
原
書
之
兼
備
.

而
原
書
二
十
等
面
鮭
之
算
.
襟
固
疑
共
有
誤
者
D
今
乃
徴
英
貨
数
O
又
幾
何
原

本
埋
分
中
末
線
o
亦
得
其
用
法
｡
則
西
人
之
術
｡
固

了
不
異
人
意
也
｡
妥
命
之

日
幾
何
補
編
｡

(『勿
奄
歴
算
書
目
』
)

(
S
)

凡
暦
法
所
測
.
皆
弧
度
也
.
弧
桟
輿
直
桟
.
不
能
番
比
例
｡
則
推
測
理
窮
｡
弧

三
角
者
.
剖
析
洋
風
之
膿
｡
而
各
於
弧
線
中
｡
得
其
相
常
直
緯
O
餌
於
無
句
股

五

一
八

中
O
尋
出
旬
股
｡

(威
儀
吉

『砕
停
集
』
雀

7
三
二
｡)

此
法
之
最
奇
最
確
｡
聖
人
復
起
｡
不
能
易
也
｡

(同
上
)

弧
三
角
輿
午
異
理
｡

(『弧
三
角
拳
要
』
序

『梅
氏
暦
算
全
書
』
所
収
)

必
先
知
聖

二
角
｡
而
後
可
以
論
弧
三
角
｡
猶
之
必
先
知
句
股
｡
而
後
可
以
論
三

角
也
｡

(『勿
竜
歴
算
書
目
』)

(‖讐

今

1
以
正

弧
三
角
馬
綱
o
偽
用
揮
儀
解
之
｡
於
暦
書
原
固
｡
相
馬
増
訂
o
而
正

弧
三
角
之
理
O
壷
節
句
股
｡
可
指
而
数
蔦
o
於
是
而
参
伍
共
変
O
則
斜
弧
三
角

之
算
｡
亦
節
句
股
兵
｡

(同
上
)

(
45
)

『通
雅
』

『物
理
小
論
』
の
著
者
方
以
智
'

『天
経
或
問
』
を
書
い
た
併
載
､

あ
る
い
は
掲
畦
な
ど
｡

(46
)

趨
有
天
歩
虞
原
｡
辞
有
天
草
脅
通
.
遠
依
此
立
算
o
不
知
此
則
二
吉
不
可
得
而

譲
｡

(『勿
奄
歴
算
書
目
』
)

(47
)

比
例
数
表
者
｡
西
算
之
別
停
也
｡

其
法
自

一
室
寓
｡
遊
設
有
他
数
相
雷
｡
謂
之

対
数
｡
慣
合
有
所
求
数
｡
但
於
本

表
簡
雨
封
数
｡
相
加
減
即
待
所
求
｡
(中
略
)

今
則
慣
対
数
o
以
知
本
数
｡
不
用
乗
除
｡
惟
潰
加
減
｡
術
之
奇
也
｡
前
此
無
知

者
｡
(中
略
)
本
朝
順
治
間
｡

西
士
趨
尼
関
｡
以
授
辞
儀
甫
｡
始
有
諸
本
｡
対

数
之
奇
｡
尤
在
開
方
｡
古
開
方
術
｡
至
三
乗
方
以
上
o
委
曲
繁
重
｡
積
暑
刻
而

後
成
｡
今
用
封
数
O
俄
頃
可
得
o
神
速
簡
易
o
殆
非
擬
議
所
及
｡

(同
上
)

(48
)

戴
震
に
つ
い
て
は
次
を
見
よ
｡

薮
内
情

｢戴
震
の
暦
算
撃
｣

『明
清
時
代
の
科
学
技
術
史
』
所
収
｡




