
ヱハ

支
那
古
代
哲
亭
の
一

つ
の
見
方

飯

烏

中
4じ，il

夫

支
那
古
代
哲
阜
の
一
(
ツ
の
見
方
と
云
ふ
題
で
、

色
々
と
れ
ま
で
考
へ
て
わ
た
哀
を
諸
君
の
る
立
に
入
れ
て
、
御
批
評

bA}
願
ひ
た
い
と
忠
ひ
ま
す
。

ゑ

支
那
哲
部
十
史
に
は
'
既
に
色
々
の
向
学
者
の
若
惑
も
あ
る
の
に
、

そ
れ
ら
に
お
し
て
別
な
見
方
も
あ
る
と
云
ム
事
は
可
笑

し
い
事
と
思
は
れ
る
で
あ
ら
に
ー
が
、
大
磁
文
那
哲
mm十
史
と
し
て
普
遜
に
考
へ
て
ゐ
る
mm
は
、
係
数
哲
郎
ナ
史
と
一
瓦
ム
傾
向

が
あ
与
は
し
・
ま
い
か
、
的
数
哲
町
内
子
史
の
み
が
支
那
哲
郎
学
史
で
な
い
の
は
申
す
ま
で
も
な
い
と
思
ひ
ま
す
、
係
数
、
が
支
那

沼
山
怨
の
本
流
で
あ
る
乙
と
は
疑
な
い
乙
と
で
あ
b
ま
す
け
れ
ど
も
、
籾
か
総
数
官
接
史
に
一
侃

b
過
ぎ
て
は
わ
な
い
か
と

考
へ
ま
す
。

普
通
に
支
那
哲
向
学
史
を
考
へ
る
場
令
に
は
、
先
づ
一
番
古
く
出
来
た
と
芯
れ
て
居
る
叫
が
及
び
存
続
決
範
の
哲
問
中
を
説

43、
次
に
孔
子
の
思
想
孟
子
初
予
一
見
に
老
子
症
子
乃
奈
諸
子
を
並
べ
て
来
る
。

一
通

b
は
之
で
分
っ
た
様
で
あ
る
、
が
、

と
の
上
に
向
私
は
色
々
見
て
行
く
間
に
も
ヲ
一
(
ツ
突
込
ん
で
考
へ
る
べ
き
事
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
、
法
定
、
し
た
。
北
(
れ

は
手
取
b
円
十
く
申
し
ま
す
と
、
陰
陽
五
行
と
云
ム
事
で
あ
る
。
同
日
仰
の
哲
準
は
陰
惨
の
哲
皐
で
あ
b
、
決
範
の
哲
準
は
五



行
の
哲
撃
で
あ
る
と
品
出
回
っ
て
も
宜
し
か
与
う
と
思
ム
。
陰
陽
五
行
の
思
想
、
が
、
儒
数
の
官
接

J

史
の
最
初
に
設
か
る
べ
さ

開

m
と
決
範
と
に
出
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
代
陰
陽
五
行
を
調
べ
る
必
要
、
が
あ
る
と
思
ム
。
同
め
や
洪
絡
の
出
来
る
前
に

陰
陽
五
行
、
が
あ
っ
た
と
思
ふ
か
ら
、
之
か
ら
肖
援
す
る
の
、
が
異
の
支
那
哲
朗
学
史
で
は
な
い
か
と
思
ム
。
陰
陽
五
行
が
儒

数
哲
m

門
ゃ
に
著
し
く
這
入
。
て
水
ゆ
だ
の
は
淡
代
で
あ
る
。
部
ち
淡
以
前
代
起
っ
て
淡
代
に
な
っ
て
盛
に
な
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
普
遜
の
支
那
哲
感
史
で
は
此
の
陰
陽
五
行
思
想
を
た
ぷ
附
録
の
採
に
し
て
書
い
て
あ
る
。
殊
に
淡
代
の
傍
数
に

陰
陽
五
行
の
一
這
入
っ
た
の
は
、
足
の
占
が
あ
る
か
ら
迷
信
的
の
庭
、
が
あ
b
、
儒
敬
の
本
流
で
な
い
裁
に
思
は
れ
て
居
る
。

新
く
陰
陽
五
行
思
怨
を
淡
代
、
代
持
っ
て
来
て
始
め
て
説
く
事
は
、
あ
や
決
範
の
内
容
に
就
い
て
考
へ
て
も
返
す
ぎ
る
。

ど
う
し
J

し
も
易
や
洪
絡
を
説
く
前
に
、
陰
陽
五
行
思
想
を
考
へ
る
事
は
す
…
妥
で
あ
ら
う
と
忠
ム
。

立
ハ
蕗
で
陰
陽
五
行
の
思
想
と
云
ふ
も
の
は
、
ど
ベ
ノ
し
て
競
べ
た
ら
制
令
に
精
し
く
分
る
も
の
で
あ
ら
ラ
か
。
共
の
材

料
の
接
税
に
取
b
か
L
る
ベ
主
で
あ
る

O

向
日
が
や
洪
範
は
陰
陽
五
行
を
授
に
成
立
っ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
、
共
れ
な
路
用

し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
放
に
易
や
洪
鋭
、
だ
け
で
は
陰
陽
五
行
思
認
の
組
織
が
充
分
に
よ
く
は
分
ら
な
い
。
共
れ
に
は

陰
陽
五
行
を
本
践
と
し
て
設
い
て
居
る
材
料
を
古
書
の
中
か
ら
取
b
出
す
べ
き
で
、
共
の
忽
に
は
何
よ
ら
ノ
も
准
十
回
子
。
か

最
も
趨
営
の
も
の
と
忍
は
れ
る
。

准
南
子
は
漢
の
武
帝
の
初
め
沼
(
代
出
来
た
本
で
、
西
紀
前
百
二
、
三
十
年
の
演
と
見
て
間
違
が
な
い
。

ル
内
事
…
一
同
物
は

法
-
代
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
以
て
上
代
の
陰
陽
五
行
を
考
へ
る
率
は
設
b
で
な
い
か
と
の
疑
問
も
出
る
で
あ
ら
ヲ

一七



一八

が
、
然
し
突
の
著
作
の
性
質
か
ら
見
る
と
、
従
来
支
郊
に
存
在
し
〈
居
だ
思
想
主
緩
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
新
し
く
考

へ
て
書
い
た
佐
賀
の
も
の
で
は
な
い
。
故
に
之
に
誉
か
れ
た
陰
陽
五
行
思
想
は
、
大
館
に
於
て
普
か
ら
あ
っ
'
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
第
一
に
之
乞
よ
く
調
べ
る
の
、
が
よ
い
と
忠
ふ
。

准
南
子
に
は
陰
陽
五
行
の
事
は
潔
山
出
て
ゐ
る
。
立
ハ
の
中
で
特
に
注
意
す
べ
き
第
は
天
文
部
及
び
精
神
訓
で
あ
る
。

之
の
一
例
訓
は
特
に
大
切
の
も
の
で
、
北
ハ
の
外
色
ん
ア
何
々
訓
と
一
去
F
F
中
で
参
考
す
べ
き
材
料
は
多
い
。

傍
て
と
の
天
文
到
に
依
ク
て
陰
揚
五
行
思
想
、
が
如
何
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
だ
か
と
え
る
に
、

天
文
訓
は
天
地
の
成
立
を

設
く
滋
か
ら
始
ま
る
。
部
ち
宇
宙
生
成
論
か
ら
始
ま

b
、
そ
し
て
日
丹
市
政
反
に
設
予
及
ん
で
ゐ
る
。
宇
宙
の
成
立
を
ど

う
見
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
宇
需
の
始
は
無
で
あ
る
と
え
る
。
無
な
る
露
代
宇
宙
そ
生
ず
る
。
道
は
虚
廓
に
始

ま
る
。
無
の
彪
か
ら
宇
宙
が
生
ず
る
の
で
あ
台
、
乙
の
宇
と
官
と
は
口
ハ
今
の
安
問
と
時
間
と
一
去
ム
事
で
あ
る
。

乙
の
時
間

窓
間
が
出
来
た
縫
代
気
が
出
来
ぷ
。

乙
の
気
は
生
き
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
試
は
一
遜
b
の
も
の
と
し
て
存
在
し
な
い

で
、
次
第
に
昇
、
の
中
比
一
極
刻
、
が
出
来
て
来
た
。
軽
く
て
済
ん
だ
も
の
と
、
索
く
て
濁
っ
た
も
の
と
の
直
別
が
出
来
て
来

る
。
共
れ
ま
で
は
苧
等
無
差
別
の
も
の
が
、
初
く
差
別
を
生
じ
て
来
る
。
報
く
て
清
ん
だ
も
の
は
次
第
に
た
な
び
い
℃

天
を
作
る
。
京
く
て
濁
っ
た
も
の
は
沈
み
か
た
ま
っ
て
地
と
な
、
，
p
、

期
く
て
天
地
が
成
玄
す
る
。
共
の
天
の
怒
く
て
清
一

日
月
mm
反
が
表
れ
て
来
る
。
章
一
く
て
濁
っ
た
も
の
の
か
た
ま
っ
た
地
に
は
、
山
川
草
木
禽
獄
、
が
出
来

ん
だ
…
%
の
中
代
、

て
来
る
。
腕
溺
の
天
は
間
切
で
あ
b
、
章
一
濁
の
沈
ん
で
出
来
た
騒
い
地
は
桧
で
あ
る
。
新
く
て
陰
湯
、
が
針
立
し
た
事
に
な



る
。
陰
陽
設
の
起
源
は
斯
く
設
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

日
月
忠
一
反
の
出
来
る
に
就
い
て
は
、

と
の
陽
気
、
が
殊
に
凝
集
し
て
強
い
カ
を
持
つ
場
合
に
、
主
〈
れ
、
が
日
と
な
っ
て
表

れ
る
。
積
腸
の
熱
気
が
太
陽
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
地
は
陰
で
あ
る
、
が
陰
気
は
地
だ
け
に
留
っ
て
ゐ
る
も
の
で
な
い
。
陰

の
気
で
も
強
く
て
上
っ
た
も
の
が
あ
る
。
新
く
て
陰
気
が
天
に
か
た
ま
っ
た
も
の
は
月
で
あ
る
、
積
絵
の
寒
気
ぜ
か
月
で

あ
る
。
新
く
て
胞
初
で
あ
る
天
に
、
陰
と
陽
の
か
た
ま
b
が
日
と
月
と
し
て
か
L

っ
て
ゐ
る
。
次
代
他
の
足
は
陰
惨
の
か

。た弐
b
で
あ
る
と
乙
ろ
の
日
と
月
と
か
ら
溢
れ
て
飛
び
出
し
た
も
の
で
、
木
火
土
金
水
の
五
起
一
と
な
b
、
或
は
他
の
怪

思
一
と
な
る
。
地
の
上
に
於
て
は
問
腕
の
最
も
強
い
も
の
は
火
で
あ
b
o
陰
の
最
も
純
な
る
も
の
は
水
で
あ
る
。
天
代
日
月

あ
b
、
地
に
火
水
が
あ
る
。
天
に
木
火
土
金
水
の
五
及
、
が
あ
る
様
代
、
地
に
も
木
火
士
金
水
の
物
質
が
あ
る
。
斯
様
に

始
め
陽
気
、
が
上
ク
て
天
と
な

b
、
陰
気
、
が
沈
ん
で
地
と
な
b
、
天
に
陰
陽
の
性
質
を
有
す
る
日
月
、
が
あ
る
様
に
地
代
於

て
も
同
様
で
あ
る
。
之
、
が
総
会
は
さ
れ
て
寓
物
と
な
る
。
斯
様
に
宇
官
の
生
成
を
論
ず
る
の
が
天
文
引
別
で
あ
る
。

次
代
精
神
訴
の
方
に
な
る
と
、
人
間
の
後
生
を
論
じ
て
ゐ
る
。
之
に
あ
る
所
を
大
総
統
括
し
て
取
し
ま
す
と
、
人
間

の
後
生
は
天
の
気
と
地
の
気
と
、
が
あ
っ
て
、
之
が
結
合
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
地
の
気
は
我
'
々
の
肉
絃
で
あ
b
、

天
の
気
は
我
々
の
精
神
で
あ
る
。
生
き
て
ゐ
る
問
は
結
令
し
て
活
動
す
る
が
、
死
す
れ
ば
夫
々
は
も
と
の
庭
に
踊
る
と

一
式
ム
。
部
ち
肉
殻
は
地
に
務
純
は
天
に
跨
る
の
で
あ
る
。
精
一
併
は
天
の
も
の
を
そ
の
・
宏
、
、
受
け
て
ゐ
る
か
ら
、
之
に
於

て
取
扱
っ
て
ゐ
る
精
神
は
、
現
在
の
我
々
の
精
神
と

つ
て
は
泊
る
も
の
よ
き
は
物
質
的
の
も
の
で
あ
る
。
共
れ
は
軽
く

ブむ



問。

て
済
ん
だ
気
か
ら
出
来
た
天
か
ら
分
れ
て
出
来
て
ゐ
る
か
ら
し
て
、

二
織
の
物
質
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
肉
綴
は
鮭
…
論

物
質
で
あ
る
。
精
純
子
一
物
質
と
云
ふ
の
は
非
常
に
緩
な
事
で
あ
る
が
、
支
那
古
代
の
思
想
で
は
物
変
で
あ
る
。
例
へ
ば

間
の
中
か
ら
抜

3
出
し
た
ア
Y

3

I

Y

は
久
ピ
リ
ノ
ヅ
ト
で
あ

2

夕、

月
ピ
リ
ツ
ト
は
格
紳
と
も
誇
手
れ
る
。
支
那
古
代
の

思
想
で
取
扱
ム
精
神
と
い
ふ
も
の
は
此
の
久
ピ
η
ノ
ヅ
ト
の
技
な
も
の
で
あ
る
。
精
神
が
物
質
で
な
い
等
と
は
簡
単
に
云

は
れ
な
い
。
支
那
思
想
友
説
く
場
令
に
は
、
精
神
は
軽
い
物
質
で
あ
る
と
考
へ
る
べ
き
で
、
廿
一
(
れ
以
上
の
超
越
し
た
も
の

と
考
へ
ら
れ
な
い
。
我
々
の
給
料
は
天
か
ら
来
て
、

7

て
れ
が
地
か
ら
来
た
山
内
総
と
結
令
し
、

死
す
る
と
離
れ
て
犬
々
天

地
代
的
っ
て
、
新
く
て
我
々
の
精
神
と
肉
般
と
は
不
滅
で
あ
る
。
猿
魂
川
不
滅
は
と
の
粘
か
ら
も
考
へ
ら
れ
る
事
で
あ

る
ο

か
¥
る
，
人
間
の
心
身
の
構
成
か
ら
し
て
、
人
間
の
修
一
一
夜
法
が
精
一
抑
制
に
説
い
て
あ
る
、
精
一
仰
は
一
冗
来
駿
く
て
治
ん

だ
天
気
で
あ
っ
て
、
総
明
な
持
怒
の
は
ふ
た
ら
き
¥
が
乙
も
っ
て
ゐ
る
。
精
糾
の
活
動
は
珂
智
的
で
あ
今
、
肉
般
の
活
動
は

皆
目
的
の
も
の
で
あ
る
。
戚
情
や
欲
望
の
方
面
は
肉
般
の
可
る
も
の
で
あ
b
、
理
智
の
方
一
面
は
精
神
の
一
一
川
る
も
の
で
あ

る
。
精
紳
は
入
問
、
が
慨
を
持
ハ
ノ
時
比
一
氏
。
て
ゐ
る
か
ら
閣
内
如
け
は
国
有
で
あ
b
、
ん
即
ち
本
、
わ
で
あ
b
良
心
で
あ
る
。
市
し

て
成
情
欲
望
一
は
本
心
を
説
す
も
の
で
、
本
心
が
戚
情
欲
望
を
統
御
し
て
設
(
慮
に
人
間
の
諮
問
な
る
行
怨
が
出
来
る
。
精
神

が
統
御
を
誤
る
持
は
惑
な
る
行
怨
が
出
来
る
。
如
何
に
し
て
精
神
の
活
動
を
完
全
に
し
て
肉
儲
を
し
て
精
神
ど
乱
5
せ

な
い
様
、
に
す
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
ぬ
践
を
静
め
る
べ
き
で
あ
る
。
肉
般
の
中
の
最
も
汚
動
的
な
も
の
は
血
で
あ
る
。

乏
の
取
の
中
に
と
も
る
試
は
血
気
と
一
試
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
乙
の
血
気
bn}
静
め
て
行
く
と
、
白
ら
一
対
紳
の
聴
切
な
る
活



動
、
が
由
自
と
な
る
。
血
気
が
般
の
部
分
に
停
滞
す
る
様
に
な
る
と
、
戚
情
や
欲
望
に
一
偏
し
た
活
動
に
な
b
、
惑
事
を
沿
均

し
病
気
む
起
す
。
修
養
と
は
乙
の
血
気
を
静
め
る
一
挙
で
あ
っ
て
、
之
、
が
精
神
訓
に
説
い
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

治
南
子
は
老
惑
の
思
想

ω
系
統
そ
引
い
て
ゐ
る
か
ら
、
嬬
敬
一
と
関
係
の
な
い
設
に
も
思
は
れ
る
で
あ
ら
ラ
が
、
然
し

之
は
稀
敬
老
症
に
関
係
な
く
陰
陽
五
行
の
忠
想
を
説
い
て
ゐ
る
と
云
へ
る
。
故
に
按
く
感
激
或
は
老
症
に
紛
れ
な
い
で

誘
く
事
が
出
来
る
と
忠
ム
。
乙
の
精
神
と
肉
踏
と
の
関
係
は
、
的
ち
陰
陽
の
関
係
で
あ

b
陰
と
惨
と
、
が
結
び
つ
い
て
寓

物
、
が
出
来
、
宇
慌
の
現
象
が
生
ず
る
。
之
、
が
天
文
訓
や
給
料
訓
に
あ
る
も
の
で
、
之
を
以
て
総
て
そ
説
、
c
怒
し
て
ゐ
る

様
で
あ
る
。
次
に
は
五
行
の
と
と
ぞ
之
に
添
へ
て
申
し
て
見
た
い
と
必
ふ
。

五
行
の
乙
と
も
天
文
部
代
精
し
く
出
て
ゐ
る
。
先
程
申
し
た
陽
気
の
塊
で
あ
る
日
と
、
険
気
の
塊
で
あ
る
月
と
か
ら

溢
れ
出
た
も
の
が
が
…
で
あ
b
、
と
の
中
木
火
士
会
水
の
五

M
，
は
肉
眼
で
見
え
る
及
の
み
~
郊
で
あ
る
。
古
代
人
の
知
識
に

の
っ
た
惑
が
一
の
み
一
部
は
此
の
五
ク
の
及
に
限
り
て
ゐ
る
。
放
に
乙
の
五
時
政
に
注
意
bA}
排
ひ
、

日
月
に
次
い
で
色
々
の
意

味
を
山
内
へ
て
ゐ
る
。
天
般
に
於
け
る
色
々
の
現
象
は
、
地
上
に
於
け
る
現
象
に
影
響
古
典
へ
る
。
叉
天
地
の
気
の
結
令

攻
る
入
に
も
影
響
を
典
へ
る
。
か
く
て
天
地
人
の
関
係
は
密
接
不
離
で
あ
る
。
天
に
五
つ
の
足
、
が
あ
っ
て
、
夫
々
の
活

動
、
が
あ
b
色
々
の
滋
化
を
起
す
場
令
に
、
地
に
あ
る
五
穏
の
物
質
邸
ち
木
火
土
金
水
に
務
化
。
ピ
起
し
、
之
等
の
結
令
し

て
ゐ
る
人
間
の
飽
や
心
に
務
化
営
起
す
の
も
営
然
で
あ
る
。
乙
の
五
つ
の
国
民
を
地
に
於
け
る
五
つ
の
物
質
と
結
び

σ
け

て
考
へ
て
、
之
を
五
行
と
務
す
る
。
五
行
と
は
五
つ
の
運
行
す
る
も
の
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
之
、
が
運
行
の
色
々
、
衣
組

四



四

人
川
口
せ
が
出
来
て
、
色
ん
T

の
媛
化
現
象
ど
生
ず
る
、

乙
の
五
つ
は
故
に
一
克
素
と
品
一
一
回
以
換
へ
る
乙
と
が
出
来
る
。
そ
の
最
も

純
粋
な
も
の
は
、
天
に
上
っ
て
木
火
士
金
水
の
五
足
と
な
っ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
て
居
だ
の
で
あ
る
。
き
て
五
日
中
一
を
後
見

す
る
以
前
に
、
地
上
の
五
元
素
の
観
念
が
あ
っ
た
か
否
か
を
考
へ
て
見
る
時
は
、
地
上
の
元
素
は
必
ず
し
も
五
つ
に
限

ら
な
い
で
せ
う
。
之
を
五
つ
に
限
っ
た
の
は
ど
ラ
云
ム
事
代
依
る
の
か
。
人
間
の
指
は
五
本
あ
る
か
ら
元
菜
、
を
五
つ
に

考
へ
だ
と
も
言
へ
ょ
う
。
天
文
訓
か
ら
一
一
一
一
口
ム
と
、
地
上
の
五
つ
の
元
素
は
天
の
五
つ
の
惑
及
と
離
れ
な
い
関
係
を
存
す

る
。
古
代
人
が
伎
に
六
つ
の
惑
が
一
を
後
見
し
だ
と
す
る
と
如
何
。
六
行
設
に
な
る
で
は
な
い
か
。
又
七
つ
を
後
見
し
た
〉
b

七
行
設
に
な
る
で
あ
ら
う
。
地
上
の
元
素
は
木
火
土
金
水
の
外
に
石
等
も
這
入
る
べ
き
で
、
之
を
入
れ
ず
に
五
つ
に
し
た

の
は
、
天
に
五
つ
し
か
惑
ぷ
が
な
か

ο
だ
か
ら
で
あ
ら
ラ
と
忠
ふ
。
放
に
五
行
設
は
天
鰻
の
五
つ
の
惑
尽
に
注
意
し
た

後
に
山
内
来
上
っ
た
接
関
と
思
ふ
。

乙
の
陰
陽
と
五
行
と
は
共
の
間
代
如
何
な
る
蹄
係
が
あ
る
か
と
考
へ
る
と
、

A

工
一
了
エ

ヨ才
a
I
t

陰
陽
か
ら
流
れ
向
先
物
質
、
が
五
通
b
の
足
と
な

b
、
夫
が
別
々
の
性
笈
を
有
す
る
か
ら
、

日
か
ら
出
た
も
の
は
そ
れ
だ

け
で
塊
ま
っ
て
は
ぬ
ら
ず
、
月
か
ら
出
た
も
の
は
共
の
も
の
だ
け
で
塊
ま
ク
て
居
ら
ず
、
共
れ
ら
は
色
々
自
由
に
結
び
附

3
方
そ
し
た
の
で
、
五
足
と
な
っ
た
の
は
五
通

b
の
結
令
を
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
之
を
想
像
し
て
見
る
に
、
太
陽
か
ら

流
れ
出
た
も
の
は
、
火
の
塊
が
太
陽
と
な
ク
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
火
用
保
と
見
て
よ
か
ら
う
。
水
の
塊
が
月
に
な
っ
た
と

一
式
ム
か
ら
、
月
か
ら
流
れ
出
た
も
の
は
水
及
で
あ
る
。
共
の
外
の
も
の
は
中
間
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、

日
と
月
か
ら
山
内

‘
だ
も
の
、
が
色
々
の
組
令
せ
を
し
た
の
で
あ
る
。
共
滋
で
大
般
の
性
質
か
ら
、
陽
気
を
多
く
含
ん
だ
も
の
は
太
陽
よ

b
流



れ
出
た
も
の
ぞ
多
く
含
み
、
陰
気
を
多
く
含
ん
だ
も
の
は
月
よ

b
流
れ
出
た
も
の
を
多
く
含
ん
で
居
る
の
で
あ
ら
う
。

木
mm
は
磁
気
が
多
く
陰
気
が
少
い
。
金
足
は
陰
筑
が
多
く
陽
気
、
が
少
い
。
又
土
足
は
中
間
的
の
も
の
で
陰
陽
卒
均
の
も

の
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
く
考
へ
る
傍
に
叉
別
代
木
火
土
金
水
、
が
季
節
代
配
営
手
れ
て
ゐ
る
仕
方
ど
考
へ
令
せ
る
事
が

考
察
を
怒
め
る
た
め
に
都
会
、
が
よ
い
と
忠
ふ
。
之
を
図
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

木

木

間
腕
多
く
陰
少
し
。

金

土各土秋土夏土春

甘Eヨ
i弱

1< 
足

火

金日航

陰
多
く
楊
少
し
。

水
足

(
士
尽
に
営
る
士
用
を
各
の
移
民
中
間
的
の
も
の
と
し
て
置
く
)
。

此
庭
比
一
つ
の
詮
擦
を
得
る
様
で
あ
る
。

つ
ま

b
五
行
と
一
式
ム
'
事
は
、
陰
陽
が
一
段
と
複
雑
に
展
開
し
た
形
と
見
守
心
事

が
出
来
る
。
五
行
は
陰
陽
設
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
も
の
で
、
之
以
外
に
抜
け
出
し
て
ほ
ぬ
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
℃

木
火
士
金
水
の
名
を
附
け
た
か
と
取
し
ま
す
と
、
五
つ
の
性
質
を
存
す
る
惑
足
、
が
、
別
ん
ザ
の
働
を
地
代
及
ぼ
し
て
地
上

の
も
の
に
説
熔
し
て
ゐ
る
と
云
ム
俄
定
の
下
に
、
地
上
の
も
の
を
拾
っ
て
五
遜

b
に
分
け
て
見
て
、
更
に
天
の
足
代
常

て
は
め
る
時
代
、
ど
れ
が
火
に
営
pp
、
ど
れ
が
水
に
営
る
か
を
考
へ
る
。
火
四
肢
は
一
番
赤
い
足
で
あ
る
か
ら
火
足
と
一
再

ム
ペ
く
、
金
星
は
金
麗
の
色
の
様
代
光
る
か
ら
金
足
と
一
疋
ム
ベ
く
、
木
足
は
木
の
様
代
地
内
々
と
し
て
ゐ
る
か
ら
木
足
一
と

四



四
回

一
試
ふ
べ
き
で
ゐ
b
、
水
忠
一
は
次
色

ω
採
な
光
で
あ
る
か
ら
水
足
と
云
ム
ベ
く
、
土
足
は
中
間
的
の
色
合
で
あ
る
か
ら
中

間
的
の
士
で
名
を
つ
け
た
の
で
、
大
韓
色
か
ら
出
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
准
南
子
の
天
文
部
精
神
都
よ
b
考
へ
た
結
果
を
統

令
す
る
に
、
陰
陽
五
行
は
天
機
、
が
如
何
に
地
上
記
影
響
す
る
か
と
考
へ
た
時
代
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
五
行
設
は
絵

陽
設
を
一
段
展
叫
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
陰
陽
設
と
離
れ
得
な
い
と
云
ム
結
論
が
出
来
る
と
思
ム
。

陰
陽
五
行
は
陰
惨
の
二
一
克
か
ら
誘
き
出
す
べ
き
も
の
か
。

乙
の
二
元
は
最
初
か
ら
あ
る
の
で
な
い
。
気
に
自
然
と
堺

が
つ
い
て
、
軽
く
て
済
ん
だ
も
の
と
、
重
く
て
濁
っ
た
も
の
と
の
こ
つ
が
出
来
た
の
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、

と
の
二
気
の
出
来
な
い
以
前
の
最
初
の
一
気
を
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
つ
の
気
、
が
二
気
に
分
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に

陰
陽
設
は
単
純
比
二
元
設
で
な
い
。
そ
の
前
の
一
つ
は
准
夜
子
で
は
太
一
或
は
一
?
と
名
付
け
て
居
る
。
之
、
が
本
の
も
の

で
あ
る
。
太
一
が
別
れ
て
陰
惨
と
な
っ
た
の
で
あ
b
、
三
一
冗
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

乙
の
太
一
と
云
ム
事
は
、
准
十
問

子
の
外
に
呂
氏
春
秋
に
も
、
太
一
一
隅
儀
を
生
ず
、
府
儀
陰
陽
を
生
ず
、
と
あ
る
。
陰
陽
は
邸
ち
溺
儀
で
あ
る
。

乙
の
太

一
は
m
m
の
繋
鮮
俸
に
斗
是
放
口
M
m
有
ニ
太
極
づ
是
生
ニ
雨
儀
こ
と
あ
る
太
極
と
同
じ
に
考
へ
る
べ
き
も
の
で
、
太
一
陰
陽

は
太
極
陰
惨
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
陰
陽
五
行
設
は
卸
ち
太
一
陰
陽
五
行
設
で
あ
b
、
又
太
極
陰
陽
五
行
訟
で
あ

る
。
又
設
と
一
一
一
一
向
ふ
事
を
考
へ
て
見
る
の
に
、
苦
か
ら
陰
陽
五
行
設
と
一
一
一
一
日
ふ
が
、
乙
の
設
と
平
一
一
ロ
ム
事
は
観
念
が
不
明
滅
で

あ
る
。
哲
麟
?
と
一
疋
ふ
認
で
取
換
へ
、
太
一
陰
陽
五
行
の
哲
問
中
で
よ
い
と
忠
ム
。
之
を
ギ
η
ノ
ジ
ヤ
哲
問
中
に
比
較
す
る
と
、

宇
宙
の
生
成
を
論
じ
、
紳
や
人
間
や
政
治
道
徳
等
を
説
く
事
は
、
総
て
哲
撃
で
あ
る
。
故
に
之
を
哲
思
?
と
一
一
一
一
口
り
て
よ
い



L
L
考
へ
る
。

共
庭
で
mm
や
洪
範
は
陰
陽
五
行
哲
準
の
熔
用
的
の
書
物
で
あ
る
。
共
の
原
理
を
組
織
的
に
説
い
た
も
の
で
な
い
。
故
に

若
し
成
立
の
順
序
乞
論
ず
れ
ば
、
易
や
洪
範
の
出
来
る
前
に
陰
陽
や
五
行
の
哲
接
、
が
成
立
し
て
ほ
泊
ー
た
の
で
あ
る
。
放
に
支

部
哲
問
中
史
子
}
説
く
に
は
、
陰
陽
五
行
哲
間
内
ゃ
か
ら
出
後
す
べ
き
と
思
ふ
。
之
を
設
い
て
後
に
易
や
洪
範
に
如
何
に
熔
用
主
れ

て
ゐ
る
か
を
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
。
向
山
併
に
は
如
何
に
熔
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
。
純
鋭
化
を
説
く
易
に
於
℃
は
、
太
極
を
設
く
必

要
は
な
い
。
乾
坤
を
設
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
部
ち
陰
陽
の
務
化
で
よ
い
。
之
の
組
合
せ
が
色
ん
ア
に
な
b
、
之
に
依
っ
て

自
然
界
の
現
象
を
類
別
し
、
人
間
一
位
舎
の
現
象
を
類
別
す
る
。
自
然
界
の
現
象
と
人
間
一
枇
舎
の
現
象
と
は
関
聯
し
鈎
践

し
て
居
る
。
あ
は
一
つ
の
も
の
で
雨
様
に
説
明
さ
れ
る
様
に
な
る
。
そ
の
務
化
の
形
を
ど
う
一
去
ふ
様
に
見
て
行
く
か
。

最
初
の
二
つ
の
形
は
町
田
で
あ
っ
て
、

之
が
透
次
代
展
開
し
℃

日

u
lゅ

ω日

H
H
∞
(
八
卦
)

と
な

b
、
次
第
に

吃

H
E

日
山
町

luω

ぬ
品
目
岱
酔

ハ
ム
ハ
四
卦
)
と
展
開
し
て
行
く
。
之
を
致
問
学
的
に
取
扱
っ
て
、
二
つ
の
も
の
が
第
一
段
の
展
開
に
は

M
W
H
H

∞
 と
な
b
、
之
よ
b
前
述
の
如
く
第
二
段
第
三
段
と
無
窮
に
展
開
さ
せ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
共
庭
ま
で
は
取

扱
ふ
必
要
が
な
い
。
故
に
易
は
六
十
四
卦
に
限
っ
て
大
慌
の
類
加
を
し
て
設
い
た
も
の
と
見
て
よ
か
ら
う
。

-
次
に
洪
範
の
五
行
を
哲
朗
学
的
の
も
の
と
す
る
乙
と
に
は
反
針
論
者
、
が
あ
っ
て
、
社
い
範
の
五
行
は
人
間
の
生
活
に
必
要

な
材
料
を
五
つ
数
へ
た
も
の
で
あ
る
。
訣
範
は
政
治
の
書
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
生
活
に
必
要
衣
五
つ
を
数
へ
た
の
で
あ

る
。
共
の
設
擦
は
左
俸
の
中
に
も
五
材
と
一
石
ふ
乙
と
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
居
る
。
斯
く
洪
範
の
五
行
を
草
な

四
五



四
六
司

る
五
材
と
し
て
説
く
入
が
あ
る
、
が
、
然
し
五
材
を
何
故
五
行
と
記
し
て
あ
る
の
か
。
之
は
不
思
議
な
乙
と
で
は
な
い
か

Q

之
、
が
一
つ
で
あ
る
。
尖
の
次
比
五
事
と
一
一
一
一
口
ふ
事
、
が
あ
る
。
五
行
の
記
事
の
中
に
も
五
行
を
五
つ
の
味
に
営
て
て
あ
る
ゾ

部
ち
料
開
(
水
)
十
一
向
(
火
)
駿
(
木
)
辛
〈
金
)
甘
(
士
)
と
営
て
て
あ
る
。
新
か
る
味
に
嘗
て
る
な
ど
の
事
は
、
所
詣
五
行
設
で
す

る
所
の
乙
と
で
あ
る
。
従
っ
て
洪
範
の
五
行
は
や
は

b
五
行
設
の
五
行
で
あ
っ
て
、
翠
な
る
五
材
で
は
な
か
ら
ラ
と
考

へ
る
。次

代
陰
陽
五

J

行
設
は
准
南
子
の
記
事
代
依
り
て
申
書
上
げ
た
、
荻
に
、

天
文
観
測
の
智
識
と
伴
っ
て
ゐ
る
、
が
、

之
の
泣
い
範

の
中
に
も
天
文
の
税
制
、
が
大
切
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
五
総
の
中
に
歳
月
日
足
反
巌
致
と
あ
b
、
日
月
足
反
等
の
迩

行
吉
見
て
吉
凶
腕
一
服
を
考
へ
る
の
で
あ
っ
て
、

天
文
の
如
何
識
の
行
渡
り
て
ゐ
る
時
代
、
決
範
、
が
出
来
た
と
考
へ
る
べ
主

で
あ
る
か
ら
、

五
行
を
単
な
る
五
材
と
設
く
事
は
談
。
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
故
に
、
決
範
は
五
行
哲
壌
の
範
留
に
麗
す
べ
主

で
あ
る
。
叉
易
は
陰
惨
哲
勝
?
に
局
す
る
も
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
易
に
は
五
行
哲
的
内
干
の
痕
跡
は
無
い
か
。
決
範
に
は
陰
陽
哲
郎
十
の
痕
跡
、
が
無
い
か
。
躍
が
口
Mm
の
中
比
五
行
の
痕

跡
が
あ
る
。
易
の
坤
卦
の
六
五
の
所
代
、

っ
寅
裳
一
克
士
口
L

と
去
ム
率
、
が
あ
る
。
井
一
体
昭
公
十
二
年
の
僚
に
之
を
引
い
℃

っ
寅
裳
一
克
吉
。
実
は
中
の
色
な
ら
し
と
あ
b
、
安
色
ヰ
ピ
以
て
中
央
の
色
と
怨
し
て
ゐ
る
コ
黄
色
を
中
に
税
恕
す
る
の
は

五
行
設
で
あ
る
。
五
色
営
方
角
に
配
し
旦
之
を
五
行
に
配
営
す
る
持
は
、
東
方
配
木
に
配
賞
し
て
共
の
色
を
青
と
し
、

南
方
を
火
に
配
営
し
て
共
の
色
を
赤
と
し
、
西
方
を
金
に
配
管
し
て
共
の
色
を
白
と
し
、
北
方
を
水
代
配
営
し
て
共
の



色
を
階
部
と
し
、
中
央
を
士
に
配
営
し
て
共
の
色
を
寅
と
す
る
の
で
あ
る
。
寅
を
中
の
色
な

b
と
一
式
ふ
考
は
五
行
思
想
か

ら
来
て
ゐ
る
。
ミ
の
外
Mm
の
内
外
卦
の
各
中
央
交
に
寅
色
を
伎
の

A

て
ゐ
る
一
帯
、
が
多
い
。
之
、
が
五
行
思
想
の
mm
に
這
入
。

て
ゐ
る
殻
擦
で
あ
る
。

次
、
代
決
範
の
中
に
陰
陽
思
想
が
這
入
っ
て
ゐ
る
か
と
申
す
と
、
供
範
に
ト
笈
が
あ
る
。
笈
は
共
の
字
の
構
造
か
ら
見

る
と
ち
」
は
竹
で
占
ふ
も
の
で
あ
る
。
之
は
向
山
仰
の
笈
の
外
に
な
い
。
口
い
が
は
陰
惨
で
組
織
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
益
、
が
あ

る
以
上
は
、
や
は

b
陰
陽
思
想
の
痕
跡
、
が
あ
る
。
故
に
洪
範
は
五
行
を
主
と
し
易
は
陰
坊
を
主
と
し
て
説
い
て
居
る
げ

れ
ど
も
、
何
れ
も
陰
陽
五
行
思
想
、
が
根
本
に
な
り
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
五
行
哲
皐
の
あ
る
滋
に
陰
陽
哲
惑
が
あ
b
、
陰
陽
哲

間
門
干
の
あ
る
所
に
五
行
哲
感
、
が
あ
る
o
m
M
m
は
陰
陽
、
だ
け
で
設
く
傾
向
が
あ
る
が
、
背
景
と
し
て
は
五
行
を
含
ん
で
ゐ
る
。

洪
一
範
は
五
行
だ
け
で
説
く
傾
向
が
あ
る
、
が
、
背
景
と
し
て
は
陰
惨
を
含
ん
で
ゐ
る
。
故
に
陰
陽
五
行
哲
問
中
は
支
那
智
卒

の
原
顕
で
あ
る
と
設
さ
始
め
る
の
、
が
よ
か
ら
う
。
是
迄
説
い
た
慮
は
、
幼
殺
な
天
文
向
学
@
物
迎
撃
で
あ
る
、
が
、
決
し
て
迷

信
で
は
な
い
。

乙
の
哲
接
、
が
熔
用
手
れ
て
、

天
地
人
の
顎
象
、
が
を
え
に
影
響
さ
れ
る
と
一
一
一
一
口
ム
姑
か
ら
、

天
の
現
象
を
人

事
の
占
に
用
ひ
る
裁
に
な
り
て
は
、
溺
断
的
と
な
b
、
迷
信
と
な

γ

夕
、
そ
れ
が
淡
代
に
至
っ
て
著
し
く
現
れ
て
来
、
た
の

で
あ
る
。
況
ん
や
後
世
代
於
て
日
の
吉
凶
を
し
白
ふ
様
に
な
っ
て
か
ら
は
金
一
く
迷
信
と
な
っ
て
し
ま
ク
だ
。
然
し
始
は
確

-
な
率
問
で
あ
る
。
之
の
考
を
必
礎
に
し
て
易
も
洪
範
も
出
来
て
ゐ
る
。
談
養
護
文
志
に
陰
陽
家
者
流
を
設
い
て
ゐ
る
、
が
、

品
品
川
の
中
に

5
月
間
続
辰
を
巌
象
す
る
事
は
大
続
投
よ
い
事
で
あ
る
、
が
、

日
の
吉
凶
を
一
鬼
角
す
る
事
は
M

が
い
弊
害
で
あ
る
と
論

四
セ
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じ
て
成
る
。

乙
の
援
な
弊
ゆ
一
一
山
に
落
ち
な
い
陰
怨
五
行
哲
撃
を
冒
頭
に
説
い
て
、
之
に
依
っ
て
m
M
m
や
洪
範
に
及
ぶ
べ
き
で

あ
る
と
芯
ム
。
叉
老
子
の
ほ
心
強
乞
説
く
に
も
陰
陽
設
で
設
け
る
。
老
子
の
中
に
は
陰
陽
五
色
五
一
音
が
あ
る
か
ら
、
陰
陽

五
行
設
を
含
ん
で
居
る
。
老
子
の
忠
怨
は
他
の
香
代
太
一
太
極
と
移
し
て
ほ
泊
る
混
沌
た
る
庭
を
名
付
け
て
道
と
一
一
一
一
口
ム
。

定
ハ
の
遂
に
践
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
主
(
れ
が
分
れ
だ
陰
惨
に
拘
束
申
訪
れ
る
と
不
可
で
あ
る
。
老
子
の
設
に
よ
る
修

養
は
、
我
々
の
肉
鋭
か
ら
来
る
戚
情
欲
望
を
枕
静
さ
せ
る
事
で
あ

p

夕
、
我
令
の
精
神
よ

b
生
ず
る
聡
明
を
全
く
働
か
手

せ
な
い
と
と
で
あ
る
。
斯
く
し
/
し
最
J

初
の
無
の
紋
怒
に
践
す
る
乙
と
が
よ
い
の
で
あ
る
。
太
極
に
臨
す
る
の
が
老
干
の

日
指
す
所
で
あ
る
。
次
に
孟
子
の
考
は
如
何
と
一
一
一
一
同
ふ
に
、
怒
を
懲
し
血
試
を
静
め
る
事
は
老
子
と
同
様
で
あ
る
が
、
然

し
心
の
初
切
乞
引
説
て
、
義
を
集
め
理
知
判
的
の
方
宮
山
知
m

い
て
議
長
山
の
判
断
を
は
っ
き
」

b
ぷ
せ
て
行
言
、
精
神
の
カ
を
強

〈
す
る
之
と
に
章
一
新
を
援
い
て
ゐ
る
。
郁
子
は
回
一
一
人
の
定
め
た
踏
に
依
っ
て
、
総
て
の
人
は
自
分
の
行
怨
の
桜
準
を
求

め
、
界
、
の
規
範
に
従
っ
て
行
動
す
る
ご
践
を
以
て
成
情
欲
望
を
規
律
に
入
れ
れ
ば
、
大
に
し
て
滞
く
切
る

γ
大
市
川
明
の

精
一
仰
を
符
4
0
0

性
市
出
総
を
談
み
解
蔽
絡
を
誌
な
と
、
躍
を
行
ム
之
と
に
依
っ
て
、

心
の
大
活
切
な
る
姿
を
得
る
。
之
は

設
子
の
調
ム
所
の
義
な
集
め
た
治
然
の
気
と
遣
は
な
い
と
必
ム
。
芳
子
は
良
心
を
一
焼
く
乙
と
を
後
に
し
て
肉
綾
ぞ
抑
へ

る
乙
と
を
先
比
し
て
ゐ
る
。
老
子
は
肉
髄
も
抑
へ
精
一
川
も
拘
へ
て
無
に
九
対
す
る
。
続
料
肉
般
邸
ち
陰
陽
乞
抑
へ
て
無
な

る
太
極
に
腕
す
る
の
で
あ
る
。
孟
子
は
陽
を
耀
く
事
に
章
一
鈷
を
置
き
、
初
子
は
陰
を
抑
へ
る
事
に
霊
黙
を
援
く
。
設

3

方
は
異
る
も
、
共
の
根
本
は
陰
陽
哲
感
を
出
で
な
い
。
萄
子
の
審
物
に
も
陰
陽
あ
‘
，
夕
、
老
子
に
も
あ

b
、
稲
も
有
子
は
老



子
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
事
は
有
子
の
一
一
一
一
阿
茶
に
依
ク
て
切
で
あ
る
。
部
ち
磁
数
の
川
山
想
に
老
子
宮
加
へ
て
展
開
し
た
と

思
は
れ
る
。
孟
子
は
陰
陽
五
行
は
一
一
一
一
口
は
な
い
が
、
と
の
時
代
に
此
の
必
恕
が
な
い
と
隣
一
一
一
目
す
る
事
は
出
来
な
い
と
以
F
戸、

一
定
子
の
抗
ド
¥
後
に
都
街
が
盛
ん
に
之
子
一
説
い
た
。
和
究
の
擦
銭
論
に
載
。
て
ゐ
る
所
に
依
る
と
、
彼
は
も
と
待
者
で
あ

つ
だ
が
、
用
び
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
陰
陽
五
行
に
依
っ
て
信
用
を
得
る
絞
に
な
っ
た
。

之
の
入
、
が
孟
子
の
直
後
代
出

カ
陰
陽
五
行
家
で
あ
る
、
が
、
彼
は
之
を
後
別
し
た
の
で
な
く
、
之
そ
佑
数
に
取
込
ん
で
説
い
た
も
の
と
必
ム
。

尚
一
つ
談
bn}
準
め
る
と
、
ツ
一
晶
子
は
香
料
や
詩
経
を
等
霊
し
た
。
設
内
艇
に
は
決
範
が
あ
る
。

彼
は
川
い
が
経
を
見
だ
か

一
台
か
。
見
だ
と
す
れ
ば
此
の
思
想
、
が
あ
る
べ
き
」
で
あ
b
、
見
な
い
と
し
て
も
孟
子
の
思
想
は
易
の
理
を
知
ら
ゴ
る
者
で

な
い
事
は
、
孔
子
を
秘
し
て
「
翠
の
持
な
る
者
な

b
し
と
一
一
誌
っ
た
事
代
依
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
社
い
範
は
書
経
の
一
策
で

あ
る
故
、
孟
子
は
陰
陽
五
行
の
思
想
佐
知
ら
な
か
っ
だ
と
断
言
し
符
な
い
。
故
に
武
子
の
時
に
支
那
に
陰
陽
五
行
の
ぷ

想
、
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
断
言
し
符
な
い
と
忠
ム
。
之
の
以
恕
に
依
っ
て
孟
子
の
必
想
を
設
別
し
て
え
る
の
は
、
大
し
た

不
λ

川
口
組
で
な
い
と
払
ム
。
孟
子
は
っ
士
山
は
試
の
帥
な

b
。
一
気
ば
慌
の
充
な

b
に
と
一
一
一
一
口
っ
て
ゐ
る
が
、

乙
の
気
と
浩
然
の

気
と
は
同
一
の
も
の
か
遠
ク
た
も
の
か
。
般
の
充
℃
る
ん
執
は
血
気
で
あ
b
、
志
は
精
制
の
中
に
と
も
O
て
ゐ
る
理
知
目

的
性
で
あ
b
、
之
、
が
ト
血
一
気
を
指
導
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
浩
然
の
気
は
志
子
一
備
へ
て
み
る
所
の
気
で
肉
般
の
も
の
で
な
く

続
料
の
方
で
あ
る
。
斯
く
分
け
て
解
懇
す
る
と
よ
く
分
る
と
芯
ム
ov

浩
然
の
気
を
古
註
に
は
っ
天
気
也
L

と
註
し
て
あ

る
?
之
は
精
紳
で
あ
る
。
精
神
の
活
動
の
炭
令
?
と
し
た
庭
を
指
し
、
た
も
の
で
、
之
は
義
の
集
っ
た
も
の
、

理
知
日
を
俄
ヘ

四
九
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た
も
の
で
あ
る
。
精
紳
は
自
ら
聴
拐
の
も
の
理
智
的
の
も
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
義
を
集
め
る
之
と
に
よ
っ
て
、
治
然
の
気

ぞ
一
養
ふ
事
、
が
出
来
る
。
扱
く
解
す
る
と
滋
南
子
の
続
科
部
を
参
考
に
し
て
、
孫
子
も
孟
子
も
老
子
も
、
嘉
子
も
、
皆
乙

の
陰
陽
五
行
で
解
く
率
、
が
出
来
る
。
只
主
ハ
の
路
用
、
が
そ
れ
ん
¥
還
っ
て
ゐ
る
、
だ
け
で
あ
る
。
後
世
に
及
ん
で
は
、
陰
陽

五
行
哲
勝
一

4

は
、
叉
支
那
哲
夙
干
の
重
要
な
る
部
分
を
占
め
る
乙
と
に
な
ク
た
。
そ
れ
は
宋
の
儒
撃
で
あ
る
周
波
一
渓
の
太
極

間
設
ま
づ
に
現
れ
て
来

τ、
陰
陽
五
行
の
率
、
が
書
か
れ
て
あ
る
。
部
ち
之
は
宋
撃
の
原
理
で
あ
る
。
此
の
思
想
、
が
古
代

の
も
の
と
如
何
に
還
っ
て
ゐ
る
か
。

宋
代
の
太
械
は
理
で
あ
る
。
然
し
古
代
哲
撃
に
於
け
る
太
極
は
共
の
鐙
理
で
な
い
。
古
代
者
一
月
ゃ
に
於
て
は
、
結
紳
、
が

現
知
同
を
有
す
る
天
の
も
の
で
あ
る
。
太
緩
か
ら
分
れ
出
方
天
で
あ
る
。
太
極
に
は
怒
川
官
、
が
あ
る
と
一
去
は
な
い
。
宋
の
哲

惑
で
は
理
知
刊
を
太
極
代
入
れ
た
。
然
し
天
と
太
極
と
子
一
混
令
し
て
使
用
し
て
居
b
混
同
し
て
ゐ
る
。
券
、
鹿
に
宋
代
哲
向
学

の
は
っ
き
b
し
な
い
所
が
あ
る
と
芯
ム
。
宋
代
哲
惑
に
反
訴
す
る
我
が
伊
藤
仁
夜
・
山
鹿
素
行
等
は
之
に
注
意
し
て
此

滋
に
出
殺
す
る
様
に
川
山
は
れ
る
。
「
太
極
は
部
ち
理
な
b
L
と
は
吉
代
、
代
於
て
一
一
一
一
回
っ
た
も
の
で
な
い
。
新
し
い
傍
敬
哲
事

で
中
一
一
同
ふ
こ
と
で
あ
る
。
保
数
の
影
響
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
之
は
今
日
精
し
く
論
じ
な
い
。

大
館
古
代
哲
問
中
は
先
づ
陰
陽
五
行
の
哲
撃
が
あ
り
て
、
日
が
や
扶
範
や
老
子
や
孟
子
碍
子
等
の
ほ
想
は
そ
の
懸
用
と
し

て
現
れ
て
・
米
だ
と
、
新
く
視
で
行
く
の
、
が
私
の
一
つ
の
見
方
と
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

次
に
此
の
陰
陽
五
行
設
は
支
郊
の
何
時
代
に
後
生
し
た
か
。
つ
ま
b
天
文
の
智
識
に
伴
り
て
援
連
組
織
さ
れ
た
の
で



あ
る
か
ら
、

一
方
天
文
の
後
述
史
を
考
へ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
之
を
考
へ
る
時
に
は
、
私
一
の
考
は
支
那
の
陰
陽
五
行

鵠
壌
の
後
生
し
た
の
は
、
戦
闘
時
代
で
あ
る
と
以
ム
。
私
の
今
日
ま
で
考
へ
℃
居
る
庭
で
は
、
西
経
紀
元
前
四
百
年
か

ら
一
一
一
百
五
十
年
の
問
に
出
来
た
も
の
と
必
ふ
。
斯
く
な
っ
て
来
る
と
大
滋
な
率
、
が
出
来
て
来
て
、
同
日
m
も
社
い
範
も
と
の
後

に
出
来
た
と
説
く
べ
主
事
に
な
る
。
之
は
極
め
て
重
大
な
る
問
題
で
あ
b
ま
し
て
、
此
の
問
題
を
提
出
し
御
研
究
の
一

つ
の
材
料
に
供
し
た
い
と
必
ム
。

次
代
支
那
哲
療
に
於
て
は
、
宇
宙
を
説
く
哲
察
、
が
一
極
し
か
な
い
事
は
、
非
常
に
食
mm
の
様
に
必
は
れ
る
。
市
も
誰

、
が
説
い
た
か
侍
へ
る
所
、
が
な
い
。
然
し
共
の
熔
用
は
多
い
。
之
、
が
支
那
哲
皐
の
特
色
の
一
つ
の
問
題
に
な
る
と
必
ふ
。

信
陰
陽
五
行
設
に
就
い
て
は
、
忍
の
書
い
た
も
の
が
岩
波
誌
肢
の
東
洋
必
湖
の
中
に
出
て
ゐ
る
か
ら
参
照
し
て
貰
い
た

い
。
甚
だ
雑
然
た
る
話
で
し
た
、
が
之
で
柊
b
ま
す
。
(
講
演
筆
記

ヨミ
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