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自
然
界
の
無
数
の
事
物
の
う
ち
、
あ
る
時
、
あ
る
特
定
の
物
が
、
何
か

の
意
味
を
秘
め
た
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
特
立
さ
れ
る
。
解
読
の
現
場
に

目
を
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
正
解
が
一
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
方
向

に
揺
れ
動
い
て
い
る
。

例
え
ば
『
続
日
本
紀
」
天
平
元
年
六
月
の
亀
の
祥
瑞
記
事
に
よ
る
と
、

亀
甲
の
表
面
の
デ
コ
ボ
コ
や
色
む
ら
に
よ
る
文
様
を
、
史
官
は
「
天
王
貴

平
知
百
年
」
と
い
う
文
字
列
に
見
立
て
て
「
文
」
と
呼
び
、
一
方
、
聖
武

天
皇
は
宣
命
の
中
で
そ
の
文
様
を
文
字
と
し
て
は
捉
え
ず
に
、
「
図
」
と

呼
ぶ
。
津
田
博
幸
氏
は
、
同
じ
亀
甲
の
文
様
が
、
あ
る
者
に
は
文
字
に
見

え
、
ま
た
あ
る
者
に
は
そ
れ
が
図
形
に
見
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
タ
ー

ム
で
指
し
示
す
と
い
う
点
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
揺
れ
が
生
じ
る
の
は
こ
（１）

の
出
来
事
が
自
然
と
文
化
の
境
界
面
上
で
起
き
て
い
る
か
ら
だ
と
説
く
。

自
然
と
文
化
の
境
界
面
上
と
は
、
言
い
換
え
る
と
、
言
語
と
非
言
語
の

間
の
中
間
領
域
で
あ
り
、
意
識
と
物
質
の
境
界
面
上
で
あ
る
。
岡
部
隆
志

氏
の
説
く
、
（
意
識
や
感
覚
に
）
「
『
さ
わ
る
』
こ
と
を
何
か
に
刻
み
込
む
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ｌ
言
語
に
分
節
す
る
技
と
し
て
の
十
二
律
・
六
十
四
卦
・
三
十
一
文
字
Ｉ

１
境
界
面
上
の
文
字

（２）

よ
う
な
作
用
」
と
し
て
の
「
文
字
ざ
わ
り
」
、
ま
た
猪
股
と
き
わ
氏
が
説

く
、
漢
文
の
敷
文
構
句
に
馴
染
ん
だ
安
万
侶
に
と
っ
て
「
古
事
記
』
で
歌

を
一
宇
一
音
で
書
く
と
き
文
字
が
急
に
見
知
ら
ぬ
も
の
と
し
て
迫
っ
て
き

（３）

た
と
い
、
う
こ
と
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
言
語
と
非
言
語
の
境
界
面
上
に
出
没

す
る
文
字
現
象
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
八
世
紀
で
は
、
史
官
や
天
皇
（
聖
武
天
皇
・
孝
謙
天
皇
）

が
自
然
界
か
ら
モ
ノ
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
文
字
に
直
面
し
、
ま
た
『
古

事
記
』
や
『
万
葉
集
』
で
も
、
書
き
手
が
歌
を
書
く
と
き
文
字
が
意
味
以

（４）

前
の
モ
ノ
と
し
て
書
き
手
に
迫
っ
て
い
た
。
そ
し
て
今
度
は
十
世
紀
初

頭
、
醍
醐
天
皇
の
代
の
延
喜
八
年
（
西
暦
九
○
八
年
）
に
、
鳥
獣
の
鳴
き

声
が
人
間
に
と
っ
て
言
語
音
と
し
て
聞
き
と
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
音

を
め
ぐ
る
言
語
と
非
言
語
の
境
界
を
論
じ
る
、
「
鳥
獣
言
語
」
と
い
う
題

の
対
策
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
問
題
文
と
答
案
文
が
『
本
朝
文
粋
』
巻
三
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
の
対
策
「
鳥
獣
言
語
」
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
う

が
、
こ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
「
続
日
本
紀
」
の
記
事
や
「
古
事
記
』
『
日

本
書
紀
』
『
風
土
記
』
な
ど
八
世
紀
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
〈
聞
き

（５）
な
し
〉
の
記
事
と
比
べ
る
と
、
同
じ
く
言
語
の
境
界
領
域
上
の
こ
と
で
は

三
品
泰
子
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で
は
、
鳥
獣
に
は
鳥
獣
の
言
語
が
あ
る
と
言
う
と
き
、
そ
の
「
言
語
」

と
は
ど
の
よ
、
フ
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
人
間
の
言

語
の
外
に
あ
る
「
鳥
獣
言
語
」
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
の
は
、
九
世
紀

か
ら
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
時
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

ち
、
同
時
代
の
他
の
言
説
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
。
そ
し
て
、

「
鳥
獣
言
語
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
世
界
像

を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
み
よ
、
フ
と
思

、『●ノ○ あ
っ
て
も
、
方
向
性
の
違
い
が
あ
る
。
〈
聞
き
な
し
〉
の
場
合
、
自
然
界

の
音
や
形
を
人
間
の
言
語
音
や
文
字
に
置
き
換
え
て
解
釈
す
る
の
に
対
し

て
、
対
策
「
鳥
獣
言
語
」
の
場
合
、
人
間
の
言
語
と
は
別
に
あ
る
言
語
体

系
と
し
て
鳥
獣
の
「
言
語
」
を
解
そ
う
と
す
る
。
見
知
ら
ぬ
音
や
形
を
人

間
言
語
に
引
き
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、
見
知
ら
ぬ
言
語
体
系
で
あ
る
「
烏

対
策
と
は
、
大
学
寮
の
学
生
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
文
章
得
業
生
が
史
官
に

な
る
た
め
の
試
験
で
あ
り
、
時
の
文
章
博
士
か
そ
れ
に
準
じ
る
者
が
出
題

す
る
。
つ
ま
り
当
代
の
国
史
を
編
纂
す
る
者
が
、
次
代
の
国
史
を
編
纂
す

（６）

る
こ
と
に
な
る
者
に
向
け
て
出
題
す
る
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
対
策
「
鳥

獣
言
語
」
の
出
題
者
で
あ
る
三
統
理
平
は
、
六
国
史
最
後
の
国
史
「
日
本

三
代
実
録
』
の
編
纂
に
携
わ
り
、
解
答
者
で
あ
る
菅
原
淳
茂
も
後
に
文
章

博
士
に
な
っ
た
。

こ
た

対
策
文
は
、
「
問
ふ
…
」
で
始
ま
る
出
題
者
の
問
題
文
と
「
対
ふ
…
」

で
始
ま
る
解
答
者
の
答
案
文
か
ら
な
り
、
出
題
者
が
問
い
か
け
、
促
し
、

間
言
語
に
引
き
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、
見
」

獣
言
語
」
の
ほ
う
へ
出
て
行
く
の
で
あ
る
。

２
対
策
「
鳥
獣
言
語
」
の
問
題
文

右
に
挙
げ
た
問
題
文
の
冒
頭
部
は
、
「
鳥
獣
言
語
」
に
関
す
る
い
わ
ば

命
題
で
あ
る
。
引
用
本
文
中
の
「
秦
氏
の
祖
は
百
鳥
の
音
を
知
り
」
と

は
、
秦
王
朝
の
祖
の
伯
益
と
い
う
人
が
鳥
の
言
語
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を

指
す
が
、
そ
の
話
は
『
書
経
」
堯
典
や
「
史
記
」
秦
本
紀
に
載
る
。
ま
た

「
介
国
の
人
は
六
畜
の
語
を
覚
る
」
と
は
、
「
春
秋
左
氏
伝
」
僖
公
二
十
九

年
、
介
国
の
葛
臓
と
い
う
人
が
牛
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
、
言
語
と
し
て
理

解
し
、
そ
の
牛
の
話
し
た
こ
と
を
人
々
に
伝
え
た
と
い
う
記
事
を
指
す
。

こ
う
し
て
、
「
鳥
獣
言
語
」
に
関
す
る
最
も
古
く
正
当
な
テ
キ
ス
ト
に
載

る
典
拠
を
二
つ
挙
げ
、
人
間
が
鳥
獣
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
そ
れ
を
言
語
と

し
て
理
解
す
る
と
い
う
「
鳥
獣
言
語
」
現
象
は
、
果
た
し
て
真
実
な
の
か

偽
り
な
の
か
を
問
う
の
が
、
こ
の
問
い
の
趣
旨
で
あ
る
。

要
旨
と
し
て
は
そ
れ
に
尽
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
言
、
フ
た
め
に
陰
陽
の

気
に
よ
る
万
物
生
成
か
ら
説
き
起
こ
す
。
「
浮
陽
は
上
に
潤
ひ
…
、
凝
陰

考
え
て
い
く
道
筋
を
い
く
つ
か
具
体
的
に
提
示
し
て
導
き
、
解
答
者
は
そ

れ
に
応
じ
て
答
え
を
組
み
立
て
る
と
い
う
、
問
答
形
式
で
あ
る
。
鳥
獣
の

鳴
き
声
を
言
語
と
し
て
聞
く
と
い
う
と
き
の
「
言
語
」
の
捉
え
方
も
、
問

い
掛
け
と
そ
れ
へ
の
答
え
と
い
う
関
係
性
の
な
か
で
作
ら
れ
て
い
く
。
そ

れ
で
は
ま
ず
、
問
い
か
ら
見
て
い
こ
う
。

めぐ

た
す

問
ふ
。
浮
陽
は
上
に
潤
ひ
、
四
鶉
を
運
ら
し
て
以
て
功
を
翼
く
。
凝

ま
じ

陰
は
下
に
沈
み
、
五
龍
を
錯
へ
て
以
て
陶
化
す
。
故
に
虚
を
排
し
実

う

を
砿
む
は
、
二
気
を
殊
途
に
票
く
。
識
を
抱
き
霊
を
含
む
は
、
万
類

と
錐
ど
も
同
致
な
り
。
是
れ
以
て
秦
氏
の
祖
は
百
鳥
の
音
を
知
り
、

介
国
の
人
は
六
畜
の
語
を
覚
る
。
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は
下
に
沈
み
…
」
と
い
う
語
り
出
し
の
と
こ
ろ
は
、
『
日
本
書
紀
」
神
代

の
冒
頭
の
天
地
開
關
と
同
じ
く
「
准
南
子
』
を
典
拠
と
し
て
、
軽
い
陽
の

気
は
上
に
あ
が
り
重
い
陰
の
気
は
下
に
沈
み
、
四
時
・
五
行
が
循
環
す
る

よ
う
に
な
っ
て
万
物
が
生
ま
れ
た
、
と
述
べ
始
め
る
。
そ
し
て
、
鳥
獣
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
気
を
稟
け
て
生
ま
れ
る
の
で
様
々
な
種
類
に
分
か

れ
て
い
る
が
（
「
二
気
を
殊
途
に
票
く
」
）
、
し
か
し
「
霊
識
」
（
「
抱
識
含

霊
」
）
と
い
う
知
覚
す
る
心
の
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
人

も
鳥
獣
た
ち
も
み
な
同
じ
で
あ
り
（
「
万
類
と
誰
ど
も
同
致
な
り
」
）
、
だ

か
ら
こ
そ
秦
王
朝
の
祖
の
伯
益
や
介
国
の
葛
瞳
の
よ
う
に
鳥
獣
の
言
語
を

理
解
で
き
る
人
間
も
な
か
に
は
い
る
の
だ
、
と
述
べ
進
め
る
。
春
夏
秋
冬

の
四
時
の
巡
環
を
馬
の
疾
駆
に
職
え
て
「
四
駒
」
と
書
き
、
五
行
の
巡
環

を
龍
の
飛
翔
に
瞼
え
て
「
五
龍
」
と
書
く
な
ど
、
鳥
獣
に
ま
つ
わ
る
修
辞

こ
と
わ
り

を
駆
使
し
て
、
「
鳥
獣
言
語
」
現
象
が
起
こ
り
う
る
世
界
の
理
を
提
示
し

ている。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
鳥
獣
の
鳴
き
声
を
「
語
音
」
と
呼
ん
で
い
る
こ

と
で
あ
る
。
「
百
烏
の
音
を
知
る
」
と
は
、
烏
の
鳴
き
声
を
た
だ
の
「
音
」

と
し
て
聞
く
の
で
は
な
い
。
こ
の
句
は
「
六
畜
の
語
を
覚
る
」
と
対
句
で

あ
り
、
一
つ
の
熟
語
「
語
音
」
を
「
音
」
と
「
語
」
に
分
割
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
意
味
と
し
て
は
、
百
烏
の
「
語
音
」
を
「
知
覚
」
し
、
六
畜

の
「
語
音
」
を
「
知
覚
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
語
音
」
と
は
言

語
音
で
あ
る
。
古
代
中
国
に
は
鳥
獣
の
鳴
き
声
を
言
語
の
音
と
し
て
知
覚

で
き
る
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
こ
の
対
策
文
の
検
討

を
通
し
、
鳥
獣
の
鳴
き
声
が
ど
の
よ
う
な
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
、
特
に
注
目
し
て
い
き

たい。

こ
こ
で
は
「
鳥
獣
言
語
」
に
つ
い
て
の
真
偽
を
実
証
・
論
証
し
た
事
例

が
二
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
一
人
目
の
「
子
長
芝
」
と
は
、
孔
子
の
弟
子
公
冶

長
の
こ
と
で
あ
る
。
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
に
よ
る
と
、
公
冶
長
は
「
烏
語

を
解
す
」
能
力
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
村
司
に
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
遠

く
離
れ
た
場
所
で
起
き
た
出
来
事
を
烏
か
ら
聞
き
、
実
際
に
そ
の
場
所
に

人
を
遣
わ
し
て
確
認
さ
せ
た
と
い
う
。

二
人
目
の
「
密
叔
夜
」
と
は
、
竹
林
七
賢
人
の
一
人
で
「
養
生
論
」
そ

の
他
多
く
の
作
品
が
『
文
選
』
に
収
め
ら
れ
有
名
で
あ
る
が
、
本
文
で

「
岱
叔
夜
の
葛
公
に
論
ず
る
に
」
と
い
う
の
は
、
「
声
無
哀
楽
論
」
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
声
無
哀
楽
論
』
と
は
、
『
礼
記
』

楽
記
以
来
の
音
楽
論
で
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
声
に
哀
楽
の
心
が
あ
っ
て

そ
れ
が
他
人
に
伝
わ
る
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
反
論
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
中
に
、
先
に
ふ
れ
た
、
牛
鳴
を
解
し
た
介
国
の
葛
臓
の
話

（
『
春
秋
左
氏
伝
』
）
を
論
じ
た
箇
所
が
あ
る
。
葛
廠
が
牛
の
鳴
き
声
を
聞

い
て
牛
の
気
持
ち
が
わ
か
っ
た
の
は
、
牛
の
鳴
き
声
に
哀
心
が
あ
っ
た
か

ら
か
、
そ
れ
と
も
牛
の
鳴
き
声
を
言
語
と
し
て
解
し
て
知
っ
た
の
か
、
ど

ち
ら
だ
る
』
う
か
と
問
題
提
起
す
る
。
そ
し
て
、
「
此
れ
、
心
た
る
や
人
と

さ
て
、
「
鳥
獣
言
語
」
の
真
偽
を
問
う
の
が
こ
の
対
策
の
趣
旨
で
あ
る

が
、
右
に
引
用
し
た
本
文
に
つ
づ
け
て
、
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
糸
口

を
、
問
い
は
三
点
提
示
す
る
。
ま
ず
一
つ
め
の
糸
口
に
つ
い
て
。

こ
た

然
ら
ば
則
ち
、
子
長
芝
の
村
司
に
対
ふ
る
に
、
疑
な
る
が
如
く
信
な

る
が
如
し
。
替
叔
夜
の
葛
公
に
論
ず
る
に
、
是
と
為
す
か
非
と
為
す

か。
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同
じ
く
、
獣
形
に
お
い
て
異
な
る
と
は
、
此
れ
ま
た
吾
の
疑
ふ
所
な
り
。
」

（
人
と
獣
で
あ
る
牛
と
は
形
が
異
な
る
わ
け
で
、
そ
れ
な
の
に
心
が
同
じ

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
）
と
言
い
、
声
を
聞
い
て
牛
の
心
が
直
接
に

人
で
あ
る
葛
瞳
に
通
じ
た
と
い
う
説
を
否
定
す
る
。
「
此
れ
、
其
の
語
を

称
と
為
し
て
其
の
事
を
論
ず
る
は
、
猶
ほ
異
言
を
訳
伝
す
る
が
ご
と
し
。
」

と
言
い
、
牛
の
鳴
き
声
を
「
言
語
」
（
「
語
」
「
言
」
）
と
し
て
葛
瞳
は
聞
い

て
、
そ
の
内
容
を
人
々
に
伝
え
た
の
で
あ
っ
て
、
異
な
る
「
言
語
」
の
間

に
立
つ
通
訳
の
よ
、
フ
な
も
の
だ
と
結
論
す
る
。

こ
れ
は
、
「
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
二
十
九
年
の
記
事
「
介
の
葛
臓
、
牛

の
鳴
く
を
聞
き
て
曰
く
、
是
れ
三
犠
生
み
、
皆
之
を
用
ひ
た
り
。
其
の
音

に
云
ふ
、
と
。
之
を
問
へ
ぱ
信
な
り
。
」
に
お
い
て
、
「
其
の
音
」
と
い
う

の
が
、
声
と
い
、
フ
器
に
盛
ら
れ
た
心
を
知
る
と
い
、
フ
音
楽
論
の
「
（
声
）

音
」
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
言
語
音
の
こ
と
な
の
か
、
と
い
、
う
こ
と

を
論
じ
る
問
題
系
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
杜
預
の
注
も
こ
の
記
事
に
つ
い

て
、
「
人
に
聴
き
た
る
こ
と
を
伝
言
す
。
或
ひ
は
鳥
獣
の
情
に
通
ず
。
」
と

述
べ
、
言
語
と
し
て
解
し
て
人
々
に
そ
れ
を
「
伝
言
」
し
た
の
か
、
そ
れ

こ
こ
ろ

と
も
声
を
聞
い
て
「
情
に
通
じ
た
」
の
か
と
、
二
つ
の
可
能
性
を
並
立
し

て出す。
「
愁
叔
夜
の
葛
公
に
論
ず
る
に
、
是
と
為
す
か
非
と
為
す
か
。
」
と
い
う

質
問
は
、
「
鳥
獣
言
語
」
の
是
非
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
議

論
を
ふ
ま
え
、
鳥
獣
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
わ
か
る
の
は
心
な
の
か
言
語
な

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
以
下
の
二
つ
め
の
糸
口
に
も
関
わ
る
。

’

十
二
律
の
外
、
何
れ
の
変
を
吹
き
て
以
て
通
言
の
術
を
伝
ふ
。
六
十

こ
こ
で
は
、
鳥
獣
の
鳴
き
声
や
鳥
獣
の
も
た
ら
す
文
様
を
言
語
と
し
て

解
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
十
二
律
」
と
は
、
中
国
音
楽

の
十
二
音
階
の
こ
と
で
あ
り
、
「
六
十
四
画
」
と
は
、
易
占
の
六
十
四
卦

の
こ
と
で
あ
る
。
「
十
二
律
の
外
」
と
「
六
十
四
画
の
中
」
と
は
対
句
で
、

「
中
外
」
と
い
う
熟
語
を
分
解
し
て
い
る
の
で
、
意
味
と
し
て
は
、
十
二

律
の
中
も
外
も
、
六
十
四
画
の
中
も
外
も
、
と
な
る
。
文
意
は
、
十
二
に

定
め
た
音
階
の
内
側
も
外
側
も
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
、
ど
の
よ
う
な
メ
ロ

デ
ィ
ー
を
笛
で
吹
く
と
、
鳥
獣
と
「
通
言
」
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
も
の
。
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、
「
漢
書
』
律
暦

志
に
よ
れ
ば
、
鳳
凰
と
い
う
烏
の
鳴
き
声
を
写
し
た
の
が
十
二
律
だ
と
い

、
フ
起
源
説
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
音
楽
の
音
階
は
、
も
と
を
辿
れ

ば
鳥
獣
の
声
な
の
だ
か
ら
、
律
管
（
笛
）
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
吹
け
ば
鳥
獣

に
通
じ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
易
の
卦
も
、
『
易
経
』
に

よ
れ
ば
、
古
代
の
聖
人
が
亀
甲
や
龍
の
体
の
文
様
（
「
鳥
獣
の
文
」
）
を
見

て
発
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
鳥
獣
の
「
文
」
が
起
源
と
さ
れ
る
。

も
と
を
辿
れ
ば
烏
獣
の
「
文
」
な
の
だ
か
ら
、
六
十
四
卦
の
ど
れ
か
を
媒

介
に
し
て
鳥
獣
の
「
語
を
解
す
」
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
。

興
味
深
い
の
は
、
十
二
律
・
六
十
四
卦
の
「
中
外
」
な
の
で
、
律
や
卦

と
し
て
定
め
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
内
側
だ
け
で
な
く
、
外
側
ま
で
可
能
性

と
し
て
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
太
古
の
世
に
聖
人
が
鳳
凰
の
声
を

聞
い
て
十
二
律
を
定
め
、
亀
甲
や
龍
の
文
様
を
見
て
六
十
四
卦
を
発
明
し

た
よ
う
に
、
人
間
の
言
語
シ
ス
テ
ム
の
根
源
に
は
「
烏
獣
言
語
」
が
あ
る

わ
け
だ
が
、
接
点
で
あ
る
十
二
律
・
六
十
四
卦
は
全
体
か
ら
見
て
ほ
ん
の

い

ず

’

四
画
の
中
、
実
れ
の
文
を
用
ひ
て
以
て
解
語
の
明
を
得
。
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一
部
で
あ
り
、
そ
の
外
側
に
は
膨
大
な
「
鳥
獣
言
語
」
の
領
域
が
広
が
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
現
時
点
で
も
う
一
度
新
た
に
鳥
獣
と
交
感
し
て
、
十
二

律
・
六
十
四
卦
の
枠
を
押
し
広
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
律
管
で
吹
く
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
、
言
語
を
通
わ
せ
る

技
術
（
「
通
言
の
術
」
「
解
語
の
明
」
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

鳥
獣
の
鳴
き
声
を
音
階
に
分
節
し
て
、
「
言
語
」
と
し
て
解
す
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
鳥
獣
の
鳴
き
声
を
「
言
語
」
と
し
て
解
す
と
き
、
音
楽
の
音

階
に
当
て
は
め
て
理
解
す
る
例
は
、
「
三
国
志
』
魏
書
・
方
技
列
伝
に
収

め
ら
れ
た
管
轄
別
伝
に
見
ら
れ
る
。
管
絡
は
烏
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
、
遠

く
離
れ
た
場
所
で
起
き
た
事
件
や
未
来
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
出
来
事
を
知

る
能
力
を
持
っ
て
い
て
（
「
鳥
鳴
の
候
」
）
、
そ
の
方
法
を
人
に
教
え
る
と

き
、
「
音
律
」
「
八
風
の
変
」
「
五
音
の
数
」
「
律
呂
を
以
て
衆
鳥
の
商
と
為

す
」
な
ど
と
、
音
楽
の
律
の
用
語
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

烏
獣
の
鳴
き
声
は
鳥
獣
に
と
っ
て
は
「
言
語
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は

何
ら
か
の
シ
ス
テ
ム
や
分
節
化
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
方
に
裏
打
ち

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
問
い
で
は
、
「
鳥
獣
言
語
」
の
真
偽
を
考
え
る
た
め
の
糸
口

を
、
古
代
中
国
の
典
籍
を
典
拠
と
す
る
も
の
か
ら
二
点
掲
げ
た
が
、
三
点

目
に
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
に
お
い
て
「
鳥
獣
言
語
」
が
い
か
に
考
え
ら
れ

る
か
と
、
視
点
を
転
じ
る
。

釈
迦
（
「
紺
頂
」
「
金
口
」
）
は
相
手
の
「
機
」
（
悟
る
た
め
の
素
質
）
に
応

し
か
の
み
な
ら
ず
紺
頂
世
に
出
て
、
道
の
教
え
沖
融
た
り
。
金
口
機

に
随
ひ
、
演
説
微
妙
な
り
。

あ
な
た
（
解
答
者
）
の
古
に
つ
い
て
の
該
博
な
知
識
に
よ
っ
て
、
「
鳥
獣

言
語
」
が
果
た
し
て
真
実
な
の
か
偽
り
な
の
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
た

い
。
で
は
、
こ
、
フ
し
た
問
い
の
問
題
提
起
と
考
え
る
た
め
の
糸
口
を
受
け

て
、
答
案
は
ど
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
見
て
み
よ

、「ノ０ じ
て
法
を
説
く
。
釈
迦
が
法
を
説
く
対
象
は
、
諸
菩
薩
や
諸
天
や
龍
や
人

間
や
鳥
獣
や
草
木
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
み
な

そ
れ
ぞ
れ
に
言
語
を
異
に
す
る
。
言
語
を
異
に
す
る
も
の
た
ち
を
一
同
に

集
め
て
、
ど
う
や
っ
て
説
法
す
る
の
か
、
と
い
う
の
が
「
金
口
機
に
随

ひ
、
演
説
微
妙
な
り
。
」
の
背
景
に
は
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
言
語
の
問

題
を
こ
こ
で
は
問
う
て
い
る
。
「
鳥
獣
言
語
」
の
真
偽
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
、
古
代
中
国
の
経
典
だ
け
で
な
く
イ
ン
ド
の
仏
教
の
言
語
観
か
ら
も

考
え
て
み
る
よ
う
に
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
点
の
糸
口
を
提
示
し
た
う
え
で
、
問
い
は
次
の
よ
う
に
文
章

を結ぶ。３
対
策
「
鳥
獣
言
語
」
の
答
案
文

こ
た

あ

対
ふ
。
篭
に
お
も
ひ
み
れ
ば
、
陰
陽
の
精
霊
ひ
て
、
万
象
の
形
を

し
な
じ
な

差
に
す
る
所
以
な
り
。
清
濁
の
気
分
か
れ
て
、
五
虫
の
其
れ
に
由

り
性
を
殊
に
す
。
是
の
故
に
、
枢
機
の
発
を
慎
む
者
は
人
民
と
為

し
、
栄
辱
の
主
に
味
き
者
は
称
し
て
禽
獣
と
日
ふ
。
飛
羽
奔
足
は
吾

こ

と

ば

な

ん

じ

が
党
と
辞
を
同
じ
く
す
る
所
に
非
ず
。
蹴
実
排
虚
は
豈
に
爾
が
輩
と

ま

ひ
ら

子
が
博
古
を
遅
ち
て
、
惑
を
今
に
拓
か
ん
。
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語
り
出
し
は
問
題
文
と
同
じ
く
、
陰
陽
の
気
の
稟
け
方
の
違
い
に
よ
っ

て
様
々
な
種
類
の
生
き
物
に
分
か
れ
る
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
す
。
そ
し

て
、
人
間
と
鳥
獣
と
が
類
を
異
に
し
、
両
者
の
間
に
は
明
確
な
区
別
が
あ

る
（
「
枢
機
の
発
を
慎
む
者
は
人
民
と
為
し
、
栄
辱
の
主
に
味
き
者
は
称

し
て
禽
獣
と
日
ふ
・
」
）
と
述
べ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
問
い
の
論
旨
と
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
問
題
文
が
、
万
類
に
分
か
れ
て
い
て
も
「
霊
識
」
を
も

つ
と
い
う
点
で
人
間
も
鳥
獣
も
同
じ
で
あ
り
、
だ
か
ら
鳥
獣
の
「
語
音
」

を
解
す
る
人
が
い
る
の
だ
と
論
を
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、
答
案
で
は
、

人
間
と
鳥
獣
と
は
性
質
が
異
な
る
の
だ
か
ら
「
辞
」
（
こ
と
ば
）
を
同
じ

く
す
る
こ
と
は
な
く
（
「
飛
羽
奔
足
は
吾
が
党
と
辞
を
同
じ
く
す
る
所
に

非
ず
」
）
、
そ
の
た
め
互
い
に
言
語
を
通
わ
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
だ

（
「
蹴
実
排
虚
は
豈
に
爾
が
輩
と
共
に
議
す
べ
け
ん
や
」
）
、
そ
れ
な
の
に
礼

経
に
は
「
烏
言
」
「
獣
言
」
を
管
掌
す
る
「
夷
隷
」
・
「
絡
隷
」
と
い
う
役

所
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
、
と
論
じ
る
。

「
礼
経
に
文
を
載
せ
て
」
と
は
、
『
周
礼
」
秋
官
の
「
夷
隷
は
牧
人
を
役

し
て
牛
馬
を
養
ひ
、
鳥
言
に
与
る
を
掌
る
。
」
と
「
絡
隷
は
服
不
氏
を
役

し
て
獣
を
養
ひ
教
擾
す
る
を
掌
り
、
獣
言
に
与
る
を
掌
る
・
」
を
指
す
。

経
典
に
「
烏
言
」
「
獣
言
」
に
携
わ
る
役
職
が
載
る
と
い
う
こ
と
は
、
古

の
聖
代
で
は
聖
人
が
鳥
獣
に
教
え
を
垂
れ
る
と
き
に
は
「
烏
言
」
「
獣
言
」

す
な
わ
ち
「
鳥
獣
言
語
」
で
話
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
と

鳥
獣
が
互
い
に
言
語
を
通
わ
す
こ
と
は
陰
陽
の
原
理
か
ら
言
っ
て
あ
り
え

共
に
議
す
べ
け
ん
や
。
然
る
に
礼
経
に
文
を
載
せ
て
、
夷
隷
と
絡
隷

と
職
を
分
か
ち
、
聖
人
教
え
を
垂
る
る
に
烏
言
と
獣
言
と
司
を
存

す。

な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
理
想
の
範
で
あ
る
古
の
聖
人
が
行
っ
た
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
真
か
偽
か
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
「
真
」
な
の
だ
。
「
鳥
獣

言
語
」
に
対
し
て
、
原
理
上
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
に
古
の
聖
代
で
は
あ

り
え
た
と
い
う
不
思
議
な
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
が
、
問
い
と
は
異

な
る
答
案
の
立
場
で
あ
る
。

次
に
、
問
い
が
提
示
し
た
第
一
点
目
の
糸
口
で
あ
る
、
鳥
語
を
解
し
た

公
冶
長
の
話
と
牛
鳴
を
解
し
た
葛
廠
の
話
に
つ
い
て
、
答
案
で
は
こ
の
よ

、フに述べる。

「
其
の
通
を
尋
れ
ば
…
」
「
其
の
流
を
描
め
ば
…
」
と
言
っ
て
、
「
烏
言
」

「
獣
言
」
を
話
せ
た
古
の
聖
人
の
流
れ
を
く
む
者
と
し
て
、
葛
瞳
と
公
冶

長
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
古
の
聖
人
が
解
し
た
の
が
「
烏
言
」
「
獣
言
」

で
あ
る
の
に
対
し
、
後
世
の
葛
臓
と
公
冶
長
が
解
し
た
の
は
「
牛
陶
」

「
鳥
声
」
だ
と
し
て
、
古
の
聖
人
と
後
世
の
葛
臓
・
公
冶
長
と
の
間
に
ラ

ン
ク
差
を
設
け
る
。
同
じ
く
「
烏
獣
言
語
」
を
解
す
に
し
て
も
、
古
の
聖

人
に
は
「
言
」
と
書
き
、
後
世
の
葛
廠
と
公
冶
長
に
は
「
胸
」
「
声
」
と

い
う
鳴
き
声
を
意
味
す
る
語
で
書
く
。

次
に
、
問
い
が
提
示
し
た
第
二
点
目
の
糸
口
で
あ
る
、
「
鳥
獣
言
語
」

を
解
す
る
た
め
の
技
術
に
つ
い
て
、
答
案
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

あ
と

わ
き
ま

其
の
通
を
尋
れ
ば
、
則
ち
葛
瞳
の
魯
侯
に
朝
し
、
犠
牲
を
牛
陶
に
辨

ふ
。
其
の
流
を
描
め
ば
、
則
ち
公
冶
の
衛
国
よ
り
反
り
、
總
細
を
烏

声に受く。

い

ず

ｌ

う

か

が

陽
律
陰
律
、
鳳
管
の
変
通
す
る
所
、
実
れ
の
言
か
候
は
ざ
ら
ん
。
卦
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こ
の
箇
所
に
は
「
変
通
」
「
候
ふ
」
「
推
策
」
と
い
う
、
「
易
経
」
の
卜

占
用
語
が
頻
出
す
る
。
「
鳥
獣
言
語
」
の
解
読
が
、
卜
占
の
技
の
側
か
ら

捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「
鳳
管
」
と
は
、
十
二
律
に
つ
い
て
の
起
源
神
話
に
基
づ
く
語
で
あ
る
。

音
階
十
二
律
は
、
鳳
凰
と
い
う
鳥
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
い

う
起
源
神
話
が
あ
り
、
そ
の
十
二
律
に
整
え
ら
れ
た
笛
の
こ
と
を
、
こ
こ

で
は
「
鳳
管
」
と
よ
ぶ
。
文
意
は
、
鳳
管
を
吹
い
て
十
二
律
（
「
陽
律
」

と
「
陰
律
」
を
合
わ
せ
て
十
二
律
。
）
に
通
う
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
る
こ

と
で
、
鳥
獣
の
ど
ん
な
「
言
」
「
語
」
で
も
「
候
」
（
推
し
量
る
）
せ
な
い

と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
言
、
フ
。
ま
た
「
犠
文
」
と
は
、
易
の
卦
の
起
源

神
話
に
基
づ
く
語
で
あ
る
。
易
の
卦
は
、
古
代
中
国
の
聖
帝
伏
犠
が
鳥
獣

の
体
毛
の
文
様
を
見
て
発
明
し
た
と
い
う
起
源
神
話
か
あ
り
、
そ
の
卦
交

に
よ
っ
て
「
推
策
」
す
れ
ば
、
鳥
獣
の
ど
ん
な
「
言
」
「
語
」
も
解
明
で

き
な
い
こ
と
は
な
い
、
と
言
う
。

音
楽
と
卜
占
の
つ
な
が
り
と
し
て
は
、
実
際
、
笛
を
吹
い
て
相
手
の
心

を
知
る
占
い
が
、
『
史
記
』
律
書
に
載
る
。
そ
れ
に
は
、
「
律
を
吹
き
声
を

聴
き
、
孟
春
を
推
し
て
以
て
季
冬
に
至
り
、
殺
気
相
並
ぶ
。
」
と
あ
る
。

相
手
の
心
を
知
る
た
め
に
は
、
相
手
が
ど
ん
な
声
で
ど
ん
な
歌
を
う
た
っ

て
い
る
か
が
わ
か
れ
ば
よ
い
。
遠
く
離
れ
た
場
所
に
い
て
声
を
直
接
聞
く

こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
律
管
を
吹
け
ば
、
声
の
気
に
応
じ
て
律
の
気
が

反
応
す
る
の
で
、
相
手
の
声
の
調
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
律
管
を
吹

い
て
相
手
の
声
か
ら
心
を
占
い
出
す
と
い
う
の
は
、
古
代
中
国
の
気
の
論

辞
交
辞
、
犠
文
の
推
策
す
る
と
こ
ろ
、

な
と
塵
か
ら
ん
。

ｌ

何
れ
の
語
か
明
か
に
す
る
こ

４
神
世
の
歌

史
官
の
試
験
と
し
て
出
さ
れ
た
対
策
文
「
鳥
獣
言
語
」
と
、
『
古
今
和

歌
集
」
を
天
皇
に
奏
上
す
る
に
あ
た
っ
て
書
か
れ
た
序
文
と
の
間
に
は
、

あ
る
つ
な
が
り
が
見
い
出
せ
る
。
対
策
「
鳥
獣
言
語
」
の
出
題
者
で
あ
る

三
統
理
平
と
、
真
名
序
を
書
い
た
紀
淑
望
と
は
、
共
に
延
喜
六
年
の
日
本

や
、
歌
声
に
は
心
が
盛
ら
れ
る
と
い
う
音
楽
論
に
通
じ
る
。

律
管
を
吹
い
て
「
候
ふ
」
の
は
、
心
が
盛
ら
れ
た
歌
の
声
な
の
だ
が
、

答
案
で
は
そ
れ
を
「
言
語
」
（
「
実
れ
の
言
か
候
は
ざ
ら
ん
」
「
何
れ
の
語

か
明
か
に
す
る
こ
と
塵
か
ら
ん
」
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
十
二
律
に
分

節
さ
れ
た
鳥
獣
の
鳴
き
声
か
ら
、
心
を
占
な
い
出
す
の
で
は
な
く
、
「
言

語
」
を
占
な
い
出
す
と
い
う
。
音
楽
の
十
二
律
や
易
の
六
十
四
卦
に
よ
っ

て
鳥
獣
の
「
言
語
」
を
占
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
十
二
律
や
六
十

四
卦
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
起
源
が
、
烏
獣
の
鳴
き
声
や
文
様
に
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
「
鳥
獣
言
語
」
は
人
間
の
言
語
に
と
っ
て
、
外
部
で
あ
る
と
同

時
に
根
源
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
人
間
が
「
烏
獣
言
語
」
を

理
解
す
る
の
は
、
全
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
知
り

え
な
い
領
域
も
広
が
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
解
可
能
な
範
囲
の
外
延
部
に
あ
る
異
質
な
「
言
語
」
へ
の

探
究
は
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
初
頭
と
い
う
時
期
に
あ
っ
て
、
他
の
同
時

代
言
説
と
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
次
章
で

は
、
こ
の
対
策
が
出
題
さ
れ
た
延
喜
八
年
か
ら
遡
る
こ
と
、
わ
ず
か
三

年
、
延
喜
五
年
に
奏
上
さ
れ
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
両
序
で
展
開
さ
れ
る

「
歌
」
「
和
歌
」
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
異
質
な
も
の
が
い
か

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
見
て
み
よ
う
。
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紀
講
に
出
席
し
て
お
り
、
寛
宴
和
歌
が
残
っ
て
い
る
。
二
人
は
日
本
紀
講

（７）

の
知
を
共
有
す
る
史
官
で
あ
っ
た
。

『
古
今
集
」
両
序
が
、
中
国
の
詩
集
の
序
や
詩
論
の
序
を
ふ
ま
え
て
和

歌
集
の
序
を
書
く
と
き
、
詩
序
が
三
皇
五
帝
と
い
う
中
国
の
太
古
の
聖
帝

の
代
か
ら
の
詩
の
歴
史
を
叙
述
す
る
の
に
対
応
さ
せ
て
、
日
本
の
神
代
か

ら
の
歌
の
歴
史
を
叙
述
す
る
。
特
に
、
今
の
詩
と
太
古
の
聖
帝
の
代
の
詩

と
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
対
応
さ
せ
て
、
神
代
の
歌
と
人
の
世
の

歌
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
歌
の
三
十
一
文
字
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
述
べ

る
。
人
の
世
の
和
歌
と
は
異
質
な
神
代
の
歌
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た

か
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
人
間
の
言
語
と
は
異
質
な
「
烏
獣
言
語
」
に

つ
い
て
対
策
が
論
じ
る
の
に
通
じ
る
。

こ
れ
は
仮
名
序
の
一
節
で
あ
る
。
歌
の
形
が
五
七
五
七
七
と
い
う
音
数

律
の
三
十
一
文
字
に
定
ま
っ
た
の
は
人
の
世
に
な
っ
て
か
ら
で
、
神
代
に

も
歌
は
あ
っ
た
が
（
「
こ
の
歌
、
天
地
開
け
始
ま
り
け
る
時
よ
り
い
で
き

に
け
り
。
」
）
、
「
三
十
文
字
あ
ま
り
一
文
字
」
と
い
う
「
歌
の
文
字
」
に
は

定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
神
代
の
歌
は
「
事
の
心
わ
き
が
た
か

り
け
ら
し
」
な
の
だ
と
言
う
。
で
は
、
「
事
の
心
わ
き
が
た
か
り
け
ら
し
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
．
「
事
の
心
」
と
は
何
か
。
何

か
ら
何
を
「
わ
く
」
の
か
。

渡
辺
秀
夫
氏
に
よ
る
と
、
『
古
今
和
歌
集
一
両
序
で
述
べ
ら
れ
る
和
歌

ち
は
や
ぶ
る
神
代
に
は
、
歌
の
文
字
も
定
ま
ら
ず
、
素
直
に
し
て
、

事
の
心
わ
き
が
た
か
り
け
ら
し
・
人
の
世
と
な
り
て
、
素
斐
鳴
尊
よ

り
ぞ
三
十
文
字
あ
ま
り
一
文
字
は
詠
み
け
る
。

論
の
「
和
歌
」
「
歌
」
は
、
『
毛
詩
」
大
序
の
詩
論
に
お
け
る
「
詩
」
を
そ

の
ま
ま
「
歌
」
に
代
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
詩
と
歌
声
と
楽
を
一
体
で
捉

え
る
古
代
中
国
の
音
楽
論
に
お
け
る
「
歌
（
声
）
」
の
こ
と
な
の
だ
と
説

く
。
音
楽
論
に
お
い
て
、
詩
と
歌
（
声
）
と
は
別
々
の
行
為
と
し
て
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
『
毛
詩
正
義
』
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
「
詩
」
と
は
必
ず

〃
歌
わ
れ
る
〃
も
の
ｌ
「
詩
」
が
天
地
・
鬼
神
を
感
動
さ
せ
る
わ
け
は
、

そ
れ
が
〃
歌
詠
さ
れ
″
て
こ
そ
始
め
て
、
そ
の
（
「
楽
」
の
）
霊
能
が
発

揮
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
》
フ
。
」
「
「
詩
」
が
「
天
地
・
鬼
神
」
を
感
動
さ
せ

る
の
は
、
「
声
（
歌
詠
）
」
や
「
楽
」
の
音
律
に
乗
せ
る
が
ゆ
え
の
効
用
に

（８）

よ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
」

ま
た
『
毛
詩
正
義
』
に
は
「
詩
は
是
れ
楽
の
心
、
楽
は
詩
の
声
と
為

す
。
」
と
あ
り
、
『
文
心
彫
龍
」
楽
府
に
は
「
和
楽
の
精
妙
な
る
、
固
よ
り

表
裏
し
て
相
資
く
。
故
に
詩
は
楽
の
心
為
り
、
声
は
楽
の
体
為
る
こ
と
を

知
る
。
」
と
あ
っ
て
、
詩
と
歌
声
は
表
裏
一
体
の
関
係
で
、
詩
は
楽
の

「
心
」
、
歌
声
は
楽
の
「
体
」
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
詩
は
「
心
」
と
し
て

裏
に
あ
り
、
歌
声
は
「
体
」
と
し
て
表
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、

詩
と
歌
声
と
楽
と
は
三
位
一
体
で
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
古
今
集
」
仮
名
序
の
言
う
「
事
の
心
わ
き
が
た
か
り
け
ら
し
」
の

「
事
の
心
わ
く
」
と
は
、
「
心
」
で
あ
る
詩
と
「
体
」
で
あ
る
歌
声
・
楽
と

い
、
フ
対
の
関
係
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
心
」
と
「
体
」
が
一
致
し
て
い
る
状

態
か
ら
「
心
」
を
分
け
て
取
り
出
す
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
「
心
」
で
あ
る
詩
が
「
体
」
で
あ
る
歌
声
・
楽
か
ら
分
け

こ

と

ば

こ

と

ば

て
取
り
出
さ
れ
た
も
の
が
、
辞
な
の
だ
。
歌
声
・
楽
か
ら
分
け
ら
れ
た
辞

と
は
、
仮
名
序
の
言
い
方
で
は
「
三
十
文
字
あ
ま
り
一
文
字
」
の
「
歌
の

文
字
」
で
あ
る
。
情
が
濃
い
神
代
に
あ
っ
て
は
、
歌
声
の
裏
に
あ
る
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仮
名
序
が
、
神
代
の
歌
は
三
十
一
文
字
に
分
節
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
「
事
の
心
」
を
分
け
て
知
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
述
べ
る
の
に
対
し

て
、
真
名
序
は
「
情
欲
分
る
る
無
く
、
和
歌
い
ま
だ
作
ら
ず
」
と
述
べ

る
。
人
の
世
に
な
っ
て
、
「
情
欲
」
（
物
に
感
ず
る
心
）
が
分
か
れ
、
「
三

十
一
字
の
詠
」
が
で
き
、
「
天
神
の
孫
」
と
「
海
童
の
女
」
と
い
う
異
種

の
間
で
も
和
歌
を
以
て
情
を
通
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
心
と
物
、
心
と
心
が
一
度
分
か
れ
、
そ
の
後
で
分
か
れ
た
も
の

ど
う
し
を
つ
な
ぐ
の
が
和
歌
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
仮
名
序
と
真
名
序
の
間
で
は
、
何
が
「
分
く
」
な
の
か
を

め
ぐ
る
相
違
が
あ
る
が
、
そ
、
フ
し
た
差
異
を
も
ち
つ
つ
も
、
「
古
今
和
歌

集
』
の
仮
名
序
と
真
名
序
、
そ
し
て
対
策
「
鳥
獣
言
語
」
の
問
い
と
答
案

「
心
」
は
互
い
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
人
の
世
に
な
る
と
、
五
七

五
七
七
の
音
律
で
、
合
わ
せ
て
三
十
一
文
字
に
分
節
さ
れ
た
「
歌
の
文

字
」
の
辞
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
心
」
が
わ
か
る
。
歌
の
三
十
一
文
字

と
は
、
対
策
「
鳥
獣
言
語
」
が
、
鳥
獣
の
鳴
き
声
を
「
言
語
」
と
し
て
解

す
る
術
と
し
て
、
十
二
律
・
六
十
四
卦
と
い
う
分
節
を
考
え
て
い
る
の
と

同じである。

一
方
、
真
名
序
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

然
る
に
神
世
七
代
、
時
質
に
し
て
人
淳
く
、
情
欲
分
る
る
無
く
、
和

お
よ

歌
い
ま
だ
作
ら
ず
。
素
美
鳴
尊
の
出
雲
の
国
に
到
る
に
逮
ぴ
て
、
始

め
て
三
十
一
字
の
詠
有
り
。
今
の
反
歌
の
作
な
り
。
其
の
後
、
天
神

の
孫
、
海
童
の
女
と
い
へ
ど
も
、
和
歌
を
以
ち
て
情
を
通
は
さ
ず
と

の
孫
、
海
童
の
処

い
ふ
こ
と
莫
し
。

問
題
文
の
末
尾
で
出
題
者
は
解
答
者
に
対
し
て
、
「
鳥
獣
言
語
」
に
関

す
る
「
博
古
」
の
知
識
を
述
べ
る
よ
』
フ
求
め
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
博

古
」
と
は
、
試
問
と
い
う
も
の
の
本
質
を
な
す
。
こ
の
対
策
は
秀
才
に
課

し
た
方
略
策
で
あ
る
。
『
令
集
解
』
考
課
令
・
秀
才
條
に
引
用
さ
れ
た
古

記
に
よ
る
と
、
「
方
略
と
は
、
無
端
の
大
事
な
り
。
多
聞
博
覧
の
士
、
無

端
を
知
る
。
故
に
試
す
に
無
端
の
大
事
を
以
て
す
る
な
り
。
」
と
あ
っ
て
、

果
て
が
無
い
ほ
ど
（
「
無
端
」
）
の
「
多
聞
博
覧
」
な
知
識
が
試
さ
れ
る
。

実
際
、
対
策
「
烏
獣
言
語
」
の
答
案
は
、
「
多
聞
博
覧
」
ぶ
り
を
大
い

に
発
揮
し
、
「
鳥
獣
言
語
」
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
パ
タ
ー
ン
を
対
句
仕
立

て
で
列
挙
す
る
。
第
三
章
に
挙
げ
た
引
用
本
文
の
後
、
以
下
の
よ
う
な
展

は
、
現
在
の
自
分
た
ち
の
「
和
歌
」
や
「
言
語
」
の
外
延
部
に
神
世
の

「
歌
」
や
鳥
獣
の
「
言
語
」
が
あ
る
と
定
位
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の
点
で
こ
れ
ら
同
時
代
言
説
は
通
じ

ている。
そ
れ
に
し
て
も
何
故
こ
れ
ら
は
、
現
在
の
自
分
た
ち
の
「
和
歌
」
や

「
言
語
」
と
は
異
質
な
神
世
の
「
歌
」
や
「
鳥
獣
言
語
」
と
い
う
も
の
を

想
定
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
思
い
巡
ら
せ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
異
質
な
も
の
へ
の
探
究
を
促
す
の
は
、
ど
う
い
う
知

の
営
み
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
く
鍵
が
、
問
題
文
の
末
尾
の
一
文

「
子
の
博
古
を
遅
ち
て
惑
を
今
に
拓
か
ん
。
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
博

古
」
と
は
古
に
関
す
る
該
博
な
知
識
の
収
集
で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
う
し

た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

５
多
聞
博
覧
の
士

-１２４-



対策文「鳥獣言語」と九世紀の史官たち

開がつづく。

牛
鳴
を
解
し
た
介
国
の
葛
瞳
と
烏
語
を
解
し
た
公
冶
長
と
を
セ
ッ
ト
に

し
て
、
「
夷
狄
の
人
、
土
俗
に
習
ひ
て
芸
を
成
す
。
」
と
ま
と
め
、
李
南
と

侯
理
と
い
う
方
術
士
（
と
も
に
『
後
漢
書
』
方
術
列
伝
に
載
る
。
）
が
馬

語
と
鳥
語
を
解
し
た
話
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
「
法
術
の
士
、
天
機
を
票
け

て
方
多
し
。
」
と
ま
と
め
る
。
「
芸
」
「
方
」
と
は
、
「
鳥
獣
言
語
」
を
解
す

る
た
め
の
技
を
指
す
。

ま
た
、
人
語
を
話
せ
る
獣
で
あ
る
猩
猩
と
沸
沸
、
人
語
を
話
せ
る
鳥
で

あ
る
鶴
鵠
と
鶴
鵡
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
す
る
。

鳥
獣
な
の
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
人
語
を
話
せ
る
と
い
う
性
質
を
も
つ
生

き
物
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
人
語
を
話
せ
な
い
他
の
普
通
の
鳥

獣
た
ち
と
、
そ
れ
ら
の
特
別
な
性
質
を
も
つ
生
き
物
と
は
、
「
類
」
は
同

じ
だ
が
「
種
」
が
異
な
る
と
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
奥
深
い

道
理
な
の
で
、
言
葉
で
説
明
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
（
「
玄
理
の

往
く
と
こ
ろ
、
言
断
ち
て
道
窮
ま
る
」
）
と
、
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
常

識
を
超
え
た
奇
異
な
事
物
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
「
山
海
経
』

に
代
表
さ
れ
る
博
物
や
異
物
志
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
知
に
属
す
る
。

『
山
海
経
』
に
注
を
つ
け
た
晋
の
郭
瑛
は
そ
の
序
「
注
山
海
経
序
」
で
、

「
天
下
の
至
通
に
非
ず
ん
ば
、
与
に
『
山
海
」
の
義
を
言
ひ
難
し
。
鳴
呼
、

達
観
博
物
の
客
、
其
れ
之
に
鑑
よ
や
・
」
と
、
「
博
物
の
客
」
に
向
け
て
呼

び
か
け
る
。
『
山
海
経
』
の
内
容
に
は
、
地
理
書
と
し
て
の
性
格
、
奇
異

素
性
の
資
と
す
る
と
こ
ろ
、
類
を
同
じ
く
し
て
種
を
異
に
す
。
玄
理

の
往
く
と
こ
ろ
、
言
断
ち
て
道
窮
ま
る
。

な
動
物
・
植
物
・
物
産
を
記
す
異
物
志
と
し
て
の
性
格
、
祭
祀
の
書
と
し

て
の
性
格
、
卜
占
の
書
と
し
て
の
性
格
と
い
っ
た
側
面
が
あ
る
が
、
特
に

二
番
目
の
異
物
志
と
し
て
の
性
格
と
四
番
目
の
卜
占
の
書
と
し
て
の
性
格
（９）

は
通
じ
て
い
て
、
奇
異
な
動
物
の
鳴
き
声
や
行
動
が
未
来
を
知
ら
せ
る
。

怪
異
な
物
事
を
博
く
知
る
こ
と
や
未
来
を
知
る
と
い
っ
た
右
の
諸
性
格

を
網
羅
す
る
書
物
と
し
て
、
こ
の
他
に
も
博
物
志
・
六
朝
志
怪
小
説
・
識

緯
書
の
諸
書
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
の
成
立
に
あ
た
っ
て
互
い
に
交
渉
を

（旧）

も
つ
と
さ
れ
る
。
博
物
志
は
辺
境
や
異
国
の
地
に
あ
る
と
さ
れ
る
珍
奇
な

物
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
、
志
怪
小
説
は
妖
怪
や
幽
霊
な
ど
怪
奇
現
象

の
話
が
収
め
ら
れ
た
も
の
、
識
緯
書
は
未
来
予
言
の
書
で
あ
り
、
三
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
は
と
も
に
空
間
的
、
時
間
的
、
質
的
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
「
端

の
無
い
」
ほ
ど
博
く
知
る
も
の
で
あ
る
。
方
略
策
で
「
無
端
を
知
る
」
こ
一

と
が
求
め
ら
れ
る
の
も
、
端
が
無
い
ほ
ど
博
く
知
る
と
い
う
の
が
、
現
在
唾

の
諸
相
を
見
極
め
て
未
来
を
知
る
こ
と
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
り
、
史
書
編
一

纂
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
対
策
の
答
案
で
は
右
の
引
用
本
文
に
続
け
て
、
や
は
り
同
じ
く

「
無
端
」
の
一
角
を
な
す
『
捜
神
記
」
『
捜
神
後
記
」
と
い
う
六
朝
志
怪
小

説
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
話
づ
つ
取
り
上
げ
る
。
一
組
目
の
一
つ
は
、
『
捜

神
後
記
』
の
、
丁
令
威
と
い
う
神
仙
に
な
っ
た
人
の
話
。
死
ん
で
鶴
に
化

し
て
故
郷
に
帰
り
、
鳥
と
し
て
空
を
飛
び
回
り
な
が
ら
、
村
人
た
ち
に
神

仙
修
行
を
す
る
よ
、
フ
人
間
の
言
語
で
語
り
か
け
た
。
一
組
目
の
二
つ
は
、

『
捜
神
記
』
の
、
左
元
放
（
左
慈
）
と
い
う
方
術
士
の
話
。
命
を
狙
う
者

の
追
跡
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
羊
に
変
身
し
て
群
れ
の
な
か
に
紛
れ
込
み
、

追
っ
手
に
向
か
っ
て
羊
の
身
体
の
ま
ま
人
間
の
言
語
で
噺
り
の
言
葉
を
投

げ
掛
け
た
。
こ
の
二
つ
の
話
は
、
人
間
が
鳥
獣
に
変
身
し
て
、
鳥
獣
の
身
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「
形
神
寂
莫
」
と
は
、
身
体
な
ど
の
形
あ
る
も
の
も
、
魂
晩
な
ど
形
な

き
も
の
も
、
す
べ
て
無
だ
と
い
う
、
道
家
思
想
で
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
よ
う
な
、
体
と
魂
が
人
間
と
鳥
獣
の
境
を

通
い
あ
う
事
例
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
奥
深
い
道
理
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ

が
ど
ん
な
に
不
可
思
議
で
、
通
常
視
た
り
聴
い
た
り
で
き
な
い
こ
と
で
あ

っ
て
も
（
「
視
聴
希
夷
」
）
、
狭
い
視
点
（
．
方
」
．
．
孔
」
）
か
ら
推
し

量
っ
て
判
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
述
べ
る
。
常
識
の
狭
い
孔
を
通
し

て
見
る
と
不
思
議
だ
と
思
う
よ
う
な
こ
と
も
、
も
っ
と
広
い
道
理
に
立
て

ば
、
こ
の
世
に
不
思
議
な
こ
と
な
ど
何
も
な
く
、
み
な
起
こ
る
べ
く
し
て

起
き
て
い
る
。
「
無
端
」
に
わ
た
る
故
事
を
収
集
し
配
列
す
る
の
も
そ
の

ためである。

体
で
人
語
を
し
ゃ
べ
っ
た
話
と
し
て
選
ば
れ
、
セ
ッ
ト
に
さ
れ
る
。
「
烏

獣
言
語
」
の
典
拠
と
し
て
、
鳥
獣
が
人
語
を
し
ゃ
べ
る
話
だ
け
で
な
く
、

人
間
が
鳥
獣
に
化
し
た
話
ま
で
並
べ
る
。

二
組
目
の
一
つ
は
、
「
捜
神
後
記
』
の
、
顧
施
と
い
う
人
が
狩
り
の
途

中
で
、
人
間
の
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
狐
に
会
っ
た
話
。
年
を
へ
た
狐
は
、
人

語
を
話
し
た
り
人
間
に
化
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
組
目
の
二
つ
は
、

『
捜
神
記
」
の
、
張
聰
と
い
う
人
の
乗
っ
た
牛
が
、
突
然
に
人
間
の
言
葉

を
し
ゃ
べ
っ
て
未
来
を
予
言
し
た
話
。
こ
の
二
つ
の
話
は
、
鳥
獣
が
人
間

の
言
語
を
し
ゃ
べ
っ
た
話
と
し
て
セ
ッ
ト
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

二
組
、
計
四
話
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
す
る
。

皆
こ
れ
形
神
寂
莫
な
り
、
一
方
に
以
一

な
り
、
一
孔
に
以
て
定
む
く
か
ら
ず
。

方
に
以
て
推
す
べ
か
ら
ず
。
視
聴
希
夷

九
世
紀
の
史
官
に
と
っ
て
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
史
書
は
、
本
文
一
つ

だ
け
で
な
く
コ
書
に
曰
く
」
「
或
説
に
曰
く
」
な
ど
他
の
書
物
の
説
も

合
わ
せ
て
載
せ
た
り
（
「
異
端
」
）
、
「
反
語
」
「
諺
」
ま
で
載
せ
（
「
小

説
」
）
、
内
容
面
で
も
「
佐
力
乱
神
」
ま
で
含
め
た
「
多
聞
」
「
該
博
」
の

書
だ
っ
た
。
さ
ら
に
私
記
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
の
う
ち
ど
れ
が

「
性
・
力
・
乱
・
神
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
か
、
自
注
の
な
か
で
挙

げ
て
い
く
。
「
佐
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
示
す
。

実
際
、
「
捜
神
記
』
を
書
い
た
干
宝
は
陰
陽
術
数
や
易
占
に
詳
し
く
、

そ
し
て
史
書
『
晋
紀
」
を
書
い
た
史
官
で
あ
る
。
中
国
六
朝
時
代
に
は
志

怪
小
説
を
書
く
こ
と
は
「
史
官
の
末
事
」
（
「
陪
書
』
経
籍
志
）
、
つ
ま
り

史
官
が
史
書
編
纂
の
一
環
と
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
九

世
紀
か
ら
十
世
紀
初
め
の
日
本
の
史
官
に
と
っ
て
も
、
志
怪
小
説
は
単
な

（Ⅱ）

る
お
話
で
は
な
く
、
多
層
に
あ
る
現
実
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
博
く

知
る
、
う
え
で
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
多
聞
博
覧
」
の
知
が
史
官
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
対
策

だ
け
で
な
く
、
国
史
の
編
纂
や
そ
れ
と
関
わ
る
日
本
紀
講
に
お
い
て
も
そ

う
だ
っ
た
。
弘
仁
十
年
（
八
一
九
年
）
の
奥
書
を
も
つ
、
日
本
紀
講
出
席

者
に
よ
る
ノ
ー
ト
『
弘
仁
私
記
』
の
序
文
で
、
『
日
本
書
紀
』
は
次
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

大
鶴
鶇
天
皇
御
宇
の
時
、
白
鳥
陵
の
人
、
化
し
て
白
鹿
と
為
る
。

そ
れ
日
本
書
紀
は
…
…
異
端
小
説
、
佐
力
乱
神
、
多
聞
を
備
と
為

し
、
該
博
せ
ざ
る
な
き
な
り
。

-１２６-
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こ
れ
は
、
仁
徳
紀
六
十
年
十
月
と
同
五
十
五
年
の
記
事
の
要
約
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
記
事
は
、
い
ず
れ
も
人
間
が
鹿
や
蛇
と
い
う
獣
に
化
し

た
話
で
あ
る
。
一
つ
め
の
記
事
で
は
、
こ
の
出
来
事
を
目
の
当
た
り
に
し

か
し
こ

た
天
皇
が
、
「
今
こ
の
怪
を
視
る
に
、
甚
だ
濯
し
。
」
と
受
け
と
め
、
二
つ

め
の
記
事
で
も
、
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
「
時
人
の
云
は
く
、
『
田
道
、

あ
た

既
に
亡
に
た
り
と
錐
も
、
遂
に
齢
を
報
ゆ
。
何
ぞ
死
に
た
る
人
の
知
無
か

ら
む
や
』
と
い
ふ
・
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
載
せ
る
。
人
間
が
獣
に
変
身

す
る
と
い
う
現
象
が
、
未
来
の
こ
と
や
幽
冥
界
に
つ
い
て
知
る
こ
と
と
結

九
世
紀
の
史
官
の
言
説
で
あ
る
『
弘
仁
私
記
』
序
は
、
『
日
本
書
紀
』

の
こ
れ
ら
の
記
事
を
、
「
惟
力
乱
神
」
の
「
佐
」
と
し
て
捉
え
直
し
て
い

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
対
策
の
答
案
が
典
拠
と
し
て
取
り
上
げ
る
『
捜
神

記
』
の
本
質
に
通
じ
る
。
「
捜
神
記
』
に
は
『
弘
仁
私
記
」
の
「
性
」
と

同
様
な
、
人
や
鳥
獣
が
化
し
て
他
の
生
き
物
に
変
わ
る
話
が
多
く
集
め
ら

れ
て
い
る
。
特
に
巻
十
二
の
冒
頭
で
は
、
五
行
の
気
の
循
環
に
よ
っ
て
万

物
の
性
質
が
変
化
し
、
別
の
生
き
物
に
変
身
す
る
理
が
論
じ
ら
れ
、
各
話

の
な
か
で
、
『
准
南
万
畢
』
や
『
白
沢
図
』
な
ど
博
物
や
陰
陽
術
数
の
書

物
が
書
名
明
記
で
引
用
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
物
の
性
質
を
熟
知
し
、
物
の

形
や
性
質
が
変
化
す
る
こ
と
に
通
達
す
る
「
博
物
」
「
多
聞
博
覧
」
の
知

は
、
「
以
て
神
道
の
証
ひ
ざ
る
を
発
明
す
る
に
足
れ
り
。
」
（
「
捜
神
記
』

序
）
の
「
神
道
」
、
す
な
わ
ち
幽
冥
界
や
未
来
の
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ

った。
び
つ
い
て
い
る

いか

又
、
蝦
夷
叛
き
て
上
毛
野
田
道
の
墓
を
掘
る
。
則
ち
大
蚫
、
目
を
順

ら
し
墓
よ
り
出
で
、
以
て
蝦
夷
を
咋
ふ
。

九
世
紀
の
対
策
に
は
、
「
神
仙
」
「
群
忌
を
決
せ
よ
」
「
異
物
を
弁
ぜ
よ
」

「
死
生
を
分
別
せ
よ
」
含
都
氏
文
集
』
巻
五
所
収
）
な
ど
怪
異
や
そ
の
周

辺
の
事
柄
に
つ
い
て
問
う
も
の
が
い
く
つ
も
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
期
に
書

か
れ
た
史
書
「
続
日
本
後
紀
』
『
文
徳
天
皇
実
録
』
に
怪
異
記
事
が
多
い

こ
と
と
対
応
す
る
。
九
世
紀
の
史
官
は
、
儒
教
の
素
養
を
武
器
に
し
て
怪

（旧）

異
現
象
の
最
前
線
に
身
を
お
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
対
策
「
烏
獣
言

語
」
も
ま
た
、
人
間
の
言
語
と
は
異
な
る
鳥
獣
の
「
言
語
」
と
は
ど
毒
フ
い

う
も
の
で
あ
り
、
鳥
獣
と
「
言
語
」
を
通
わ
せ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
認
識
で
き
る
領
域
の
外
延
部
に
あ
る

怪
異
へ
と
接
近
し
よ
、
フ
と
し
て
い
た
。

自
分
た
ち
の
属
す
る
言
語
体
系
と
は
別
の
言
語
体
系
に
つ
い
て
論
じ
る

こ
と
を
通
し
て
、
外
延
部
へ
出
て
行
こ
う
と
す
る
探
究
は
、
対
策
の
問
い

の
提
起
し
た
第
三
点
目
、
仏
教
の
言
語
観
か
ら
「
烏
獣
言
語
」
は
ど
う
捉

え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
も
大
い
に
関
わ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
答
案
は

次
の
よ
う
に
答
え
る
。

こ
こ
で
は
仏
教
の
〈
一
音
説
法
〉
と
い
う
思
想
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
仏

の
発
す
る
言
語
は
根
源
的
な
も
の
で
、
一
つ
の
音
に
無
限
の
真
理
が
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
を
人
間
の
「
機
」
に
合
う
よ
う
に
人
間
の
言
語
に
翻
訳

す
る
と
な
る
と
、
八
万
と
も
い
わ
れ
る
無
量
の
経
典
の
文
字
を
費
や
し
て

も
、
そ
れ
で
も
完
全
に
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
、
７
に
、
「
言
語
」
の
あ
り
方
を
通
し
て
超
越
の
領
域
を
思
考
し

一
音
に
し
て
能
く
説
く
。
仏
語
に
二
三
無
し
と
錐
ど
も
、
諸
機
の
詮

ず
る
所
、
法
蔵
既
に
八
万
有
り
。
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対策文「鳥獣言語」と九世紀の史官たち

よ
う
と
す
る
仏
教
の
言
語
観
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
と
同
時
に
古
代
中
国
の
音

楽
論
や
律
や
易
の
言
語
観
、
さ
ら
に
博
物
や
陰
陽
術
数
ま
で
を
自
在
に
配

列
し
て
、
人
間
の
言
語
の
根
源
で
あ
る
と
同
時
に
外
部
で
も
あ
る
「
鳥
獣

言
語
」
に
つ
い
て
問
答
し
て
い
る
。
人
間
の
言
語
な
ら
ぬ
「
鳥
獣
言
語
」

に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
は
、
人
間
以
外
の
け
も
の
た
ち
の
目
に
は
世
界

が
ど
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
て
見
え
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
。

歴
史
書
を
書
く
史
官
の
知
に
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
多
様
性
を
知
る
と

い、フ側面があった。

（
５
）
清
水
章
雄
氏
弓
草
木
言
語
」
論
ｌ
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
発
生
ｌ
」
『
神

の
言
葉
・
人
の
言
葉
ｌ
〈
あ
わ
い
〉
の
言
葉
の
生
態
学
Ｉ
』
（
武
蔵

野
書
院
、
平
成
十
三
年
）
は
、
「
聞
き
な
し
」
と
い
う
音
を
め
ぐ
る

言
語
と
非
言
語
の
境
界
の
問
題
を
、
文
字
の
問
題
と
絡
め
て
論
じ
て

いつつ。

（
４
）
津
田
氏
は
そ
れ
を
「
文
字
の
暴
走
」
と
呼
び
（
「
漢
字
文
と
〈
言

語
〉
」
二
○
○
二
年
八
月
古
代
文
学
会
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
発
表
）
、
猪
股

氏
は
言
葉
を
い
っ
た
ん
解
体
し
て
か
ら
改
め
て
立
ち
上
げ
る
「
言
語

遊
戯
」
と
呼
ぶ
（
「
万
葉
歌
の
漢
字
遊
戯
」
『
武
蔵
野
文
学
』
五
十
号

【注記】

（
１
）
「
文
字
の
起
源
を
め
ぐ
る
言
説
」
（
二
○
○
三
年
一
月
古
代
文
学
会

セ
ミ
ナ
ー
研
究
会
の
レ
ジ
ュ
メ
）

（
２
）
「
文
字
以
前
の
文
字
へ
」
『
言
葉
の
重
力
ｌ
短
歌
の
言
葉
論
ｌ
」

（
洋
々
社
、
一
九
九
九
年
）

（
３
）
「
技
と
し
て
の
書
く
こ
と
」
『
古
代
文
学
』
四
十
二
号
（
二
○
○
三

遊
戯
」
と
呼
ぶ
（
「
万
華

二
○
○
二
年
十
一
月
）
。

年三月）

（
６
）
『
本
朝
文
粋
』
巻
三
所
収
の
対
策
「
神
仙
」
「
漏
刻
」
の
出
題
者
・

春
澄
善
縄
は
『
続
日
本
後
紀
」
を
、
解
答
者
・
都
良
香
は
『
文
徳
天

皇
実
録
』
を
編
纂
し
て
い
る
。

（
７
）
古
代
文
学
会
セ
ミ
ナ
ー
通
信
二
○
○
三
年
二
月
号
で
の
津
田
博
幸

氏
の
教
示
に
よ
る
。

（
８
）
「
〈
歌
の
ち
か
ら
〉
天
地
・
鬼
神
を
動
か
す
も
の
ｌ
「
礼
楽
」
と

「
歌
」
ｌ
」
『
国
語
と
国
文
学
』
二
○
○
二
年
五
月
）

（
９
）
全
釈
漢
文
大
系
「
山
海
経
・
列
仙
伝
』
（
集
英
社
、
昭
和
五
十
年
）

前
野
直
彬
解
説

（
叩
）
夏
述
貴
著
／
小
川
隆
訳
「
識
緯
の
学
と
漢
晋
の
志
怪
小
説
」
『
緯

学
研
究
論
叢
」
（
平
川
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

（
、
）
大
曾
根
章
介
「
学
者
と
伝
承
巷
説
ｌ
都
良
香
を
中
心
に
し
て
ｌ
」

『
日
本
漢
文
学
論
集
第
二
巻
』
（
汲
古
書
院
、
平
成
十
年
）

（
岨
）
小
坂
眞
二
「
古
代
・
中
世
の
占
い
」
『
陰
陽
道
叢
書
』
４
特
論

（
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
）
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