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も
の
を
合
せ
て
序
文
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
日
本
の
古
伝
は
、
そ
の
次
の
「
故か

れ
曰

く
、
開

闢

あ
め
つ
ち
の
わ
か

る
る
初
め
、
云
々
」
か
ら
で
あ
る
が
、
日
本
書
紀
は
国
土
の
成
れ
る
事
を
基
礎
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
国
土
に
関
係
あ
る
神
、
国
常
立
尊
以
下
の
神
々
か
ら

記
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
古
事
記
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。） 

 

数
学
上
に
於
け
る
零
の
発
見
は
イ
ン
ド
の
天
才
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は

大
し
た
発
見
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
な
く
て
現
代
の
数
学
の
発
達
ひ
い
て
は
絢
燗
た
る
文
明

は
成
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
に
於
て
は
既
に
六
世
紀
の
こ
ろ
位
取
り
記
数
法
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
七
世
紀
の
初
め
ご
ろ
の
イ
ン
ド
の
数
学
者
ブ

ラ
ー
マ
グ
プ
タ
の
書
物
に
は
、 

 

い
か
な
る
数
に
零
を
乗
じ
て
も
結
果
は
つ
ね
に
零
で
あ
る
。 

 

い
か
な
る
数
に
零
を
加
減
し
て
も
そ
の
数
の
値
に
変
化
が
お
こ
ら
な
い
こ
と
。 

す
な
わ
ち
、今
日
の
記
号
に
し
た
が
え
ば
、 

 
 α
×

0

＝0
,α

＋0

＝α
,α
−

0

＝α
 

と
あ
ら
わ
さ
れ
る
べ
き
零
の
性
質
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
零
の
発
見
よ

り
） 

 
零
を
「
絶
対
無
」
と
考
え
る
以
上
、
或
る
数
に
零
を
加
え
て
も
そ
の
数
は
そ
の
ま
まα

＋0

＝

α

で
あ
り
、
零
に
或
る
数
を
加
え
れ
ば
加
え
た
数
そ
の
ま
ま

0

＋α

＝α

で
あ
る
。―

零
の
加

法
。
或
る
数
か
ら
零
を
引
き
去
っ
て
も
そ
の
数
は
そ
の
ま
まα

−
0

＝α

で
あ
り
、
零
か
ら
或
る

数
を
引
き
去
る
こ
と

0
―
α

＝ 

は
あ
り
得
な
い
（
負
を
考
え
な
い
場
合
）
。―

零
の
減
法
。
或

る
数
を
零
倍
す
る
こ
とα

×
0

＝ 

は
あ
り
得
な
い
（
計
算
上
に
は
用
い
ら
れ
る
）
し
、
零
を
何
倍

し
て
も
零0

×
α

＝0

で
あ
る
。―

零
の
乗
法
。
或
る
数
を
零
で
分
割
す
る
こ
とα

÷
0

＝ 

あ
り

得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
零
を
如
何
に
分
割
し
て
も

0
÷
α

＝0

で
あ
り
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ

る
。―

零
の
除
法
。 

 

０
は
こ
の
様
に
虚
し
く
空
な
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
る
こ
と
も
減
ず
る
こ
と
も
、
乗
ず

る
こ
と
も
除
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
も
嗅
ぐ
こ
と
も
聞
く
こ
と

も
味
う
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
世
界
で
あ
る
。 

 

外
輪
に
は
二
個
の
陰
電
子
を
付
着
し
、
第
二
外
輪
に
は
一
個
の
陰
電
子
を
付
着
し
、
第
四
原

子
、
第
五
原
子
と
進
む
に
従
い
、
第
二
外
輪
に
陰
電
子
の
数
が
一
個
ず
つ
増
加
し
そ
の
数
が
八

個
に
な
る
と
、
第
三
外
輪
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
八
個
の
陰
電
子
を
増
す
毎
に
外
輪
を
第
四
第
五

と
増
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
配
列
は
何
故
な
の
か
。
其
の
性
質
を
調
べ
て
見
る
と
、
九

十
二
個
の
原
子
が
八
つ
毎
に
其
の
性
質
が
週
期
的
に
循
環
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
即
ち
、
第
三
番
目
の
リ
シ
ュ
ー
ム
原
子
と
、
第
十
一
番
目
の
ソ
ヂ
ュ
ー
ム
原
子
は
同
性

質
で
あ
り
、
第
四
番
目
の
ベ
リ
リ
ュ
ー
ム
原
子
と
、
第
十
二
番
の
マ
グ
ネ
シ
ュ
ー
ム
原
子
と
は
同

性
質
で
あ
る
。 

更
に
一
個
の
原
子
は
、
八
個
以
上
の
原
子
と
化
合
能
力
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
八
価

元
素
」
と
云
う
が
、
私
は
そ
の
玄
妙
不
可
思
議
な
る
「
数
霊
」
に
額
ず
く
の
で
あ
る
。
（
こ
の
事

は
、
大
八
洲
の
国
生
み
、
八
柱
の
神
を
単
位
と
し
て
の
神
生
み
と
相
関
す
る
） 

 

原
子
の
種
類
に
依
り
、
原
子
核
の
周
囲
を
廻
転
し
て
い
る
陰
電
子
の
数
が
異
な
る
よ
う
に
、

核
内
の
陽
子
と
中
性
電
子
の
数
も
一
定
せ
ず
、
例
え
ば
、
第
二
番
目
の
ヘ
リ
ュ
ー
ム
原
子
で
は
、

其
の
周
囲
を
二
個
の
陰
電
子
が
廻
転
し
て
い
る
が
、そ
の
原
子
核
は
二
個
の
陽
子
と
二
個
の
中

性
電
子
か
ら
成
り
立
ち
、
第
八
番
目
の
酸
素
は
陰
電
子
八
個
に
対
し
て
核
内
の
中
性
電
子
八

陽
子
八
と
な
り
、
ウ
ラ
ニ
ュ
ー
ム
原
子
に
は
、
中
核
に
九
十
二
個
の
陽
子
と
、
百
四
十
二
個
の
中

性
電
子
が
あ
り
、
其
の
周
囲
を
九
十
二
個
の
陰
電
子
が
廻
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
陽

子
と
陰
電
子
の
数
が
同
じ
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

陰
電
子
の
原
子
核
を
廻
転
す
る
速
度
は
、
一
秒
間
に
三
十
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
は

前
述
し
た
が
、
其
の
引
合
力
、
排
斥
力
は
二
グ
ラ
ム
の
電
子
は
百
二
十
ク
オ
ド
リ
ン
噸
（
一
ク
オ

ド
リ
ン
は
百
万
を
四
乗
し
た
数
）
の
力
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
力
を
開
発
し
た
の
が
原
子
爆
弾

で
、
そ
の
原
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
ウ
ラ
ニ
ュ
ー
ム
原
子
で
あ
る
。
九
十
二
個
の
陽
子
と
陰

電
子
、
百
四
十
二
個
の
中
性
電
子
か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
の
原
子
の
総
力
は
驚
く
べ
き
天
文
学

的
数
量
と
な
る
の
で
あ
る
。ま
た
、
水
素
爆
弾
は
、
水
素
に
三
種
類
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
第

一
は
、
一
個
の
陽
子
と
一
個
の
陰
電
子
と
か
ら
成
る
も
の
、
第
二
は
、
一
個
の
陽
子
一
個
の
中

性
電
子
に
対
し
て
一
個
の
陰
電
子
か
ら
成
る
も
の
、第
三
は
、
一
個
の
陽
子
二
個
の
中
性
電
子

に
対
し
て
一
個
の
陰
電
子
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
第
三
の
核
に
中
性
電
子
を
有
す

る
も
の
は
重
水
素
と
呼
ば
れ
、こ
れ
が
水
爆
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
様
に
宇
宙
構
造
の
原
子
の
数
理
が
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
は
、
銀
を
金
に

し
、
鉛
を
銀
に
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
堆
く
積
ま
れ
た
ガ
ラ
ス
や
自
動

車
な
ど
の
廃
品
、
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
不
用
品
も
、
鉛
や
銀
や
金
に
再
錬

金
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
は
数
理
に
よ
っ
て
構
造
さ
れ
て
居
り
、
更
に
創
造
さ

れ
、
造
化
さ
れ
て
い
く
。
数
は
天
地
の
「
一
」
で
あ
る
。 

 

前
号
の
補
説 

 

易
八
卦
の
数
理
の
所
に
、「
先
天
図
」
の
み
掲
げ
て
、「
後
天
図
」
を
お
と
し
て
い
た
か

ら
此
所
に
出
し
て
お
く
。「
先
天
図
」
は
説
卦
伝
第
三
章
に
「
天
地
位
を
定
め
、
三
沢
気
を

通
じ
、
雷
風
相
薄
り
、
水
火
相
射
わ
ず
、
八
卦
相
錯
わ
る
。
往
を
数
う
る
者
は
順
に
し
て
、

来
を
知
る
者
は
逆
な
り
。
是
の
故
に
易
は
逆
数
な
り
。」
の
文
に
よ
る
も
の
、
邵
康
節
は
、

之
を
伏
義
八
卦
の
位
な
り
と
曰
う
。
先
天
の
学
と
い
う
も
の
。「
後
天
図
」
は
説
卦
伝
第
五

章
に
「
帝
は
震
に
出
で
、
巽
に
斉
い
、
離
に
相
見
、
坤
に
致
役
し
、
兌
に
説
言
し
、
乾
に

戦
い
、
坎
に
労
し
、
艮
に
成
言
す
。
万
物
震
に
出
づ
、
震
は
東
方
な
り
。
巽
に
斉
う
。
巽

は
東
南
な
り
。
斉
う
と
は
万
物
の
潔
斎
を
言
う
な
り
。
離
と
は
明
か
な
り
。
万
物
皆
相
見

る
。
南
方
の
卦
な
り
。
聖
人
南
面
し
て
天
下
を
聴
き
、
明
に
嚮
い
て
治
む
。
蓋
し
諸
を
此

に
取
る
な
り
。
坤
と
は
地
な
り
。
万
物
皆
養
を
致
す
。
故
に
坤
に
致
役
す
と
曰
う
。
兌
は

正
秋
な
り
。
万
物
の
説
ぶ
所
な
り
。
故
に
兌
に
説
言
す
と
曰
う
。
乾
に
戦
う
。
乾
は
西
北

の
卦
な
り
。
陰
陽
相
薄
る
を
言
う
な
り
。
坎
は
水
な
り
。
正
北
方
の
卦
な
り
。
労
卦
な
り
。

万
物
の
帰
す
る
所
な
り
。
故
に
坎
に
労
す
と
曰
う
。
艮
は
東
北
の
卦
な
り
。
万
物
の
終
を

成
す
所
に
し
て
、
而
し
て
始
を
成
す
所
な
り
。
故
に
艮
に
威
厳
す
と
曰
う
。」
と
あ
り
。
此

の
章
は
八
卦
の
方
位
を
明
言
す
る
。
邵
康
節
の
文
王
八
卦
、
後
天
の
学
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
之
に
後
冊
十
二
支
を
配
す
る
。 

 

来
卍
（
ひ
だ
り
ま
ん
じ
）
は
誤
り
な
り
と
し
て
い
る
。 

 

平
凡
社
の
百
科
事
典
に
よ
る
と
、
卍
は 

と
も
書
く
。前
者
は
中
心
か
ら
周
囲
に
左
旋
し
た
も
の
、

後
者
は
右
旋
し
た
も
の
。こ
れ
は
太
陽
が
光
を
放
っ
て
い
る
状
態
を
象
形
化
し
た
も
の
ら
し
い
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
で
は
太
陽
神
ヴ
ィ
シ
ヌ
の
胸
部
の
旋
毛
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、仏
教
で
も
仏
陀
の
胸
や
足

う
ら
に
現
わ
れ
る
瑞
相
と
さ
れ
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
も
使
用
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ウ
教
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は

右
旋
と
左
旋
と
に
意
義
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、中
国
や
日
本
で
は
区
別
が
な
く
、
仏
教
の
標

識
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

卍
と
卐
、
い
ず
れ
が
右
旋
か
。
色
々
論
議
が
あ
る
が
卍
は 

の
形
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば 

は
白
毫
の
右
旋
だ
か
ら
卍
が
「
み
ぎ
ま
ん
じ
」
と
す
る
が
よ
い
と
思
う
。 

 

瑞
祥
は
右
ま
ん
じ
で
よ
い
が
、
仏
の
世
相
、
宇
宙
の
作
用
に
は
、
前
か
ら
述
べ
て
き
た
っ
た
よ
う

に
陰
陽
奇
遇
右
旋
左
旋
も
あ
る
。
従
っ
て
卍
卐
い
ず
れ
も
あ
っ
て
よ
い
。
伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は

天
地
神
仏
の
実
相
を
明
か
に
示
し
給
う
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

北
極
上
空
に
お
け
る
霊
感
か
ら
、地
球
の
地
軸
磁
場
に
及
び
、
北
極
紫
微
宮
か
ら
、
天
之
御
柱
、陰

陽
奇
遇
右
旋
左
旋
に
及
び
、
河
図
洛
書
の
「
北
を
一

は
じ
め

」
と
す
る
神
理
を
観
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
至
っ
て
私
は
、こ
の
神
理
は
神
理
と
し
な
が
ら
も
、
更
に
根
元
初
始
の
と
こ
ろ
を
見
極
め
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
「
本
来
無
東
西
、何
処
有
南
北
、迷
故
三
界
城
、悟
故
十
方
空
」
の
空
な
る
世
界

で
あ
る
。地
上
の
限
定
さ
れ
た
場
所
に
於
て
は
、
北
に
一
を
見
た
て
て
東
西
南
北
を
定
め
る
こ
と
は

決
し
て
迷
う
が
故
で
は
な
い
。
陰
陽
二
神
の
神
言
と
行
為
は
天
之
御
柱
を
見
立
て
て
こ
れ
を
教
示

し
給
い
、
日
本
は
こ
の
道
に
よ
っ
て
国
生
み
神
生
み
を
し
て
神
道
に
よ
る
日
本
道
を
成
し
き
た
っ
て

居
り
、中
国
に
道
を
垂
れ
て
河
図
洛
書
八
卦
九
疇
洪
範
を
生
み
な
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
極

に
高
天
原
を
思
い
、
そ
こ
に
紫
微
宮
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
及
び
天
津
神
々
在
ま
す
と
見
る
も
よ

い
。
世
界
紅
卍
字
会
の
よ
う
に
太
乙
北
極
真
経
を
説
く
も
よ
い
。
尊
敬
す
る
先
達
の
神
仙
達
は
、
明

か
に
そ
れ
を
観
て
い
よ
う
。が
、
私
は
更
に
究
極
を
探
ね
た
い
の
で
あ
る
。古
事
記
の
「
あ
め
つ
ち
の
は

じ
め
の
と
き
」
の
「
は
じ
め
」
、
「
一
」
よ
り
以
前
の
「
は
じ
め
」
則
ち
「
０
」
零
を
「
は
じ
め
」
と
す
る

「
は
じ
め
」
で
あ
る
。
初
め
な
き
初
め
と
初
め
と
す
る
初
め
で
あ
る
。
「
天
地
」
は
無
限
の
広
が
り
空

間
で
あ
り
、
無
窮
の
流
れ
の
時
間
で
あ
る
。広
が
り
な
き
広
が
り
、
流
れ
な
き
流
れ
、
そ
の
初
め
な
き

初
め
、
名
も
無
く
業
も
無
き
唯
一
絶
対
の
世
界
、
そ
の
天
地
で
あ
り
、
そ
の
初
め
で
あ
る
。
そ
こ
が

高
天
原
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
は
そ
こ
に
「
な
り
ま
せ
る
」
の
で
あ
る
。 

粋
な
生
命
は
自
ら
神
理
に
協
う
の
で
あ
る
。
美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
意
に
協
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
一
体
と
な
っ
た
境
地
は
小
さ
い
自
己
を
忘
却
し
て
天
に
い
た
る
感
動
無
我
の
世

界
、
そ
こ
は
中
央
の
五
の
世
界
、
そ
こ
は
天
之
御
柱
の
世
界
で
天
之
御
中
主
神
の
世
界
に
い
た

る
位
で
あ
る
。
偉
大
な
る
生
命
の
須
佐
男
命
の
感
動
か
ら
生
れ
た
響
、
和
歌
は
自
ら
伊
邪
那

岐
伊
邪
那
美
の
神
言
に
協
い
、
神
々
も
弥
栄
へ
を
祝
し
た
ま
う
て
、
い
よ
い
よ
に
白
雲
を
四
方
八

方
に
立
ち
騰
ら
し
め
給
う
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
女
の
道
の
み
で
は
な
い
こ
の
陰
陽
奇
遇
の
道

に
協
っ
た
と
き
、
天
之
御
中
主
神
の
神
霊
に
触
れ
て
一
大
感
動
が
全
身
心
に
み
ち
る
の
で
あ

る
。伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は
最
極
の
教
示
で
あ
る
。 

 

美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
聖
神
妙
な
る
が
故
に
隠
所
に
お
こ
す
も
の
、
八
雲
八
重
垣
の
奥

深
く
「
つ
ま
ご
み
」
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
性
で
あ
る
。
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず

ん
ば
、
そ
の
子
孫
に
純
粋
な
る
人
の
子
は
生
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

 

神
道
（
八
）（
大
和
世
界
の
建
設
） 

 
 
 
 
 
 

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記 

 

宇
宙
の
創
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
０

は
じ
め

（
零
）
」
の
と
き 

 

「
一
」
を
「
は
じ
め
」
と
す
る
以
前
、
初
め
な
き
初
め
の
と
き
、
拡
が
り
な
き
拡
が
り
の
と
こ
ろ
。

「
本
来
東
西
無
し
、
何
処
に
南
北
あ
ら
ん
」
の
「
北
も
一

は
じ
め

」
も
未
だ
生
ぜ
ざ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
「
は

じ
め
（
太
安
麻
侶
は
『
は
じ
め
』
に
『
初
発
』
と
漢
字
を
当
て
て
い
る
が
、
こ
の
漢
字
に
捉
わ
れ
な
い

で
、
大
和
言
葉
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
）
」
で
あ
る
。
宇
宙
の
根
元
で
あ
り
大
本
で
あ
る
。
そ
の
世

界
は
「
０
」
で
あ
る
。そ
の
「
０

は
じ
め

」
で
あ
る
。古
事
記
の
「
次
に
国
稚
か
く
浮
き
あ
ぶ
ら
の
如
く
に
し

て
、
水
母

く

ら

げ

な
す
た
だ
よ
え
る
時
に
、
葦あ

し

牙か
び

の
ご
と
萌も

え
騰あ

が

る
物
に
因
り
て
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名み

な

は
、
宇
麻
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神

う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

じ

の

か

み

」
、
こ
の
世
界
が
、
「
一
」
の
「
は
じ
め
」
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
の

造
化
三
神
の
世
界
で
あ
る
。
日
本
書
紀
の
本
文
の
首

は
じ
め

は
「
古
え
天
地
未
だ
剖わ

か

れ
ず
、
陰
陽

め

お

分
れ

ざ
る
と
き
、
渾
沌

ま
ろ
が
れ

た
る
こ
と
鶏
子

と
り
の
こ

の
如
く
、
溟
涬

く

く

も

り
て
牙

き
ざ
し

を
含ふ

ふ

め
り
。
其
の
清す

み
陽

あ
き
ら

か
な
る
者

は
、
薄
靡

た

な

び

き
て
天あ

め

と
為
り
、
重お

も

く
濁に

ご

れ
る
者
は
、
淹
滞

し
ず
み
と
も

り
て
地つ

ち

と
為
る
に
及
び
て
、
精く

わ

し
く
妙た

え

な

る
が
合
え
る
は
搏あ

お

ぎ
易や

す

く
、
重お

も

く
濁に

ご

れ
る
が
凝こ

れ
る
は
竭か

た

ま
り
難が

た

し
。
故か

れ
、
天
先

あ

め

ま

ず
成
り
て
、

地
後

つ
ち
の
ち

に
定
ま
る
。
然
し
て
後
神
聖

か

み

そ
の
中
に
生あ

れ
ま
す
。
」
と
書
き
出
し
て
あ
る
。
こ
の
「
牙

き
ざ
し

」
を

含
ま
な
い
以
前
で
あ
る
。
（
こ
の
一
文
は
日
本
書
紀
の
序
文
と
見
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
こ
の
序
文

は
、
准
南
子
の
「
天
地
未
剖
、
陰
陽
未
判
、
四
時
未
分
、
万
物
未
生
」
の
語
、
三
五
略
紀
の
「
天
地

渾
沌
如
鶏
子
、
盤
石
生
其
中
」
な
ど
の
文
、
春
秋
緯
に
あ
る
「
溟
涬
而
含
牙
」
の
語
、
ま
た
清
陽

云
々
よ
り
以
下
、
地
後
定
ま
で
は
、
前
准
南
子
天
文
訓
そ
の
ま
ま
の
文
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の

も
の
を
合
せ
て
序
文
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
日
本
の
古
伝
は
、
そ
の
次
の
「
故
れ
曰

く
、
開
闢
る
る
初
め
、云
々
」
か
ら
で
あ
る
が
、
日
本
書
紀
は
国
土
の
成
れ
る
事
を
基
礎
と
し
て
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
国
土
に
関
係
あ
る
神
、
国
常
立
尊
以
下
の
神
々
か
ら
記
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
古
事
記
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
） 

 

数
学
上
に
於
け
る
零
の
発
見
は
イ
ン
ド
の
天
才
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ

れ
は
大
し
た
発
見
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
な
く
て
現
代
の
数
学
の
発
達
ひ
い
て
は
絢
燗
た

る
文
明
は
成
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
に
於
て
は
既
に
六
世
紀
の
こ
ろ
位
取
り
記

数
法
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
七
世
紀
の
初
め
ご
ろ
の
イ
ン

ド
の
数
学
者
ブ
ラ
ー
マ
グ
プ
タ
の
書
物
に
は
、 

 

い
か
な
る
数
に
零
を
乗
じ
て
も
結
果
は
つ
ね
に
零
で
あ
る
。 

 

い
か
な
る
数
に
零
を
加
減
し
て
も
そ
の
数
の
値
に
変
化
が
お
こ
ら
な
い
こ
と
。 

す
な
わ
ち
、
今
日
の
記
号
に
し
た
が
え
ば
、 

 
 
α
×

0

＝0
, α

＋0

＝α
, α
−
0

＝α
 

と
あ
ら
わ
さ
れ
る
べ
き
零
の
性
質
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
零
の
発
見

よ
り
） 

 

零
を
「
絶
対
無
」
と
考
え
る
以
上
、
或
る
数
に
零
を
加
え
て
も
そ
の
数
は
そ
の
ま
まα

＋

0

＝α

で
あ
り
、
零
に
或
る
数
を
加
え
れ
ば
加
え
た
数
そ
の
ま
ま0

＋α

＝α

で
あ
る
。―

零

の
加
法
。
或
る
数
か
ら
零
を
引
き
去
っ
て
も
そ
の
数
は
そ
の
ま
まα

−
0

＝α

で
あ
り
、
零
か

ら
或
る
数
を
引
き
去
る
こ
と0

―
α

＝ 

は
あ
り
得
な
い
（
負
を
考
え
な
い
場
合
）
。―

零
の

減
法
。
或
る
数
を
零
倍
す
る
こ
とα

×
0

＝ 

は
あ
り
得
な
い
（
計
算
上
に
は
用
い
ら
れ
る
）

し
、
零
を
何
倍
し
て
も
零

0
×
α

＝0

で
あ
る
。―

零
の
乗
法
。
或
る
数
を
零
で
分
割
す
る

こ
とα

÷
0

＝ 

あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
零
を
如
何
に
分
割
し
て
も

0
÷
α

＝0

で
あ

り
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。―

零
の
除
法
。 

 

０
は
こ
の
様
に
虚
し
く
空
な
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
る
こ
と
も
減
ず
る
こ
と
も
、
乗
ず
る

こ
と
も
除
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
も
嗅
ぐ
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
味

う
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
世
界
で
あ
る
。 

物
理
学
者
は
物
の
創
始
を
探
ね
て
不
断
の
旅
を
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
光
子
、
陰
電
子
、
陽

電
子
、
中
性
子
、
中
間
子
、
中
性
微
子
な
ど
と
、
原
子
以
前
の
素
粒
子
を
捉
え
得
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
未
だ
究
極
に
い
た
り
得
て
い
な
い
。 

し
か
し
、
物
を
構
成
す
る
組
織
の
第
一
階
段
に
お
い
て
九
十
二
個
（
自
然
の
も
の
、
人
工
原
子

十
一
種
）
の
原
子
を
発
見
し
、
そ
の
原
子
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
原
子
（Ato

m

）
は
、
原
子
核
（
中
核
）
と
電
子
よ
り
成
り
、
原
子
核
は
中
性
電
子
（
ニ
ュ
ー
ト

ロ
ン
）
と
、
陽
子
（
プ
ロ
ト
ン
）
と
、
中
間
子
（
メ
ソ
ト
ロ
ン
）
と
の
結
合
で
成
り
、
其
の
周
囲
を
陰
電

子
（
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
）
が
、一
秒
間
三
十
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
力
で
右
に
廻
転
し
、
陽
子
は
左
に
廻

転
し
て
い
る
。
そ
こ
に
数
霊
の
玄
妙
が
窺
わ
れ
る
。こ
れ
を
メ
ン
デ
レ
フ
の
週
期
率
と
呼
び
八
価
元

素
と
云
う
て
い
る
。 

第
一
番
目
の
水
素
原
子
は
一
個
の
陽
子
に
対
し
、一
個
の
陰
電
子
を
付
着
し
て
い
る
。
二
個
の

陰
電
子
を
付
着
し
て
い
る
ヘ
リ
ュ
ー
ム
を
二
番
と
し
、
順
次
規
則
正
し
く
一
個
ず
つ
陰
電
子
の
数

を
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
、更
に
数
霊
の
不
思
議
さ
は
、
第
一
番
目
の
水
素
原
子
と
、
第
二
番
目
の

ヘ
リ
ュ
ー
ム
原
子
は
、
陰
電
子
の
廻
る
軌
道
が
一
つ
し
か
な
い
か
ら
第
一
外
輪
だ
け
で
あ
る
が
、
第

三
番
目
の
リ
シ
ュ
ー
ム
原
子
は
陰
電
子
の
走
る
軌
道
が
二
つ
あ
る
か
ら
第
二
外
輪
が
あ
り
、
第
一

外
輪
に
は
二
個
の
陰
電
子
を
付
着
し
、第
二
外
輪
に
は
一
個
の
陰
電
子
を
付
着
し
、
第
四
原
子
、

第
五
原
子
と
進
む
に
従
い
、
第
二
外
輪
に
陰
電
子
の
数
が
一
個
ず
つ
増
加
し
そ
の
数
が
八
個

に
な
る
と
、
第
三
外
輪
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
八
個
の
陰
電
子
を
増
す
毎
に
外
輪
を
第
四
第
五

と
増
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
配
列
は
何
故
な
の
か
。
其
の
性
質
を
調
べ
て
見
る
と
、

九
十
二
個
の
原
子
が
八
つ
毎
に
其
の
性
質
が
週
期
的
に
循
環
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
第
三
番
目
の
リ
シ
ュ
ー
ム
原
子
と
、
第
十
一
番
目
の
ソ
ヂ
ュ
ー
ム

原
子
は
同
性
質
で
あ
り
、
第
四
番
目
の
ベ
リ
リ
ュ
ー
ム
原
子
と
、
第
十
二
番
の
マ
グ
ネ
シ
ュ

ー
ム
原
子
と
は
同
性
質
で
あ
る
。 

 

更
に
一
個
の
原
子
は
、
八
個
以
上
の
原
子
と
化
合
能
力
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
八

価
元
素
」
と
云
う
が
、
私
は
そ
の
玄
妙
不
可
思
議
な
る
「
数
霊
」
に
額
ず
く
の
で
あ
る
。（
こ

の
事
は
、
大
八
洲
の
国
生
み
、
八
柱
の
神
を
単
位
と
し
て
の
神
生
み
と
相
関
す
る
） 

 

原
子
の
種
類
に
依
り
、
原
子
核
の
周
囲
を
廻
転
し
て
い
る
陰
電
子
の
数
が
異
な
る
よ
う

に
、
核
内
の
陽
子
と
中
性
電
子
の
数
も
一
定
せ
ず
、
例
え
ば
、
第
二
番
目
の
ヘ
リ
ュ
ー
ム
原

子
で
は
、
其
の
周
囲
を
二
個
の
陰
電
子
が
廻
転
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
子
核
は
二
個
の
陽
子

と
二
個
の
中
性
電
子
か
ら
成
り
立
ち
、
第
八
番
目
の
酸
素
は
陰
電
子
八
個
に
対
し
て
核
内
の

中
性
電
子
八
陽
子
八
と
な
り
、
ウ
ラ
ニ
ュ
ー
ム
原
子
に
は
、
中
核
に
九
十
二
個
の
陽
子
と
、

百
四
十
二
個
の
中
性
電
子
が
あ
り
、
其
の
周
囲
を
九
十
二
個
の
陰
電
子
が
廻
転
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
陽
子
と
陰
電
子
の
数
が
同
じ
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

 

陰
電
子
の
原
子
核
を
廻
転
す
る
速
度
は
、
一
秒
間
に
三
十
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と

は
前
述
し
た
が
、
其
の
引
合
力
、
排
斥
力
は
二
グ
ラ
ム
の
電
子
は
百
二
十
ク
オ
ド
リ
ン
噸
（
一

ク
オ
ド
リ
ン
は
百
万
を
四
乗
し
た
数
）
の
力
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
力
を
開
発
し
た
の
が
原

子
爆
弾
で
、
そ
の
原
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
ウ
ラ
ニ
ュ
ー
ム
原
子
で
あ
る
。
九
十
二
個

の
陽
子
と
陰
電
子
、
百
四
十
二
個
の
中
性
電
子
か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
の
原
子
の
総
力
は
驚

く
べ
き
天
文
学
的
数
量
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
水
素
爆
弾
は
、
水
素
に
三
種
類
あ
る
こ

と
が
発
見
さ
れ
、
第
一
は
、
一
個
の
陽
子
と
一
個
の
陰
電
子
と
か
ら
成
る
も
の
、
第
二
は
、

一
個
の
陽
子
一
個
の
中
性
電
子
に
対
し
て
一
個
の
陰
電
子
か
ら
成
る
も
の
、
第
三
は
、
一
個

の
陽
子
二
個
の
中
性
電
子
に
対
し
て
一
個
の
陰
電
子
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
第
三

の
核
に
中
性
電
子
を
有
す
る
も
の
は
重
水
素
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
が
水
爆
に
利
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
。 

 

こ
の
様
に
宇
宙
構
造
の
原
子
の
数
理
が
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
は
、
銀
を
金

に
し
、
鉛
を
銀
に
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
堆
く
積
ま
れ
た
ガ
ラ
ス
や
自
動

車
な
ど
の
廃
品
、
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
不
用
品
も
、
鉛
や
銀
や
金
に
再
錬
金

さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
は
数
理
に
よ
っ
て
構
造
さ
れ
て
居
り
、
更
に
創
造
さ
れ
、

造
化
さ
れ
て
い
く
。
数
は
天
地
の
「
一
」
で
あ
る
。 

 

前
号
の
補
説 

 

易
八
卦
の
数
理
の
所
に
、「
先
天
図
」
の
み
掲
げ
て
、「
後
天
図
」
を
お
と
し
て
い
た
か
ら

此
所
に
出
し
て
お
く
。「
先
天
図
」
は
説
卦
伝
第
三
章
に
「
天
地
位
を
定
め
、
三
沢
気
を
通
じ
、

雷
風
相
薄
り
、
水
火
相
射
わ
ず
、
八
卦
相
錯
わ
る
。
往
を
数
う
る
者
は
順
に
し
て
、
来
を
知

る
者
は
逆
な
り
。
是
の
故
に
易
は
逆
数
な
り
。
」
の
文
に
よ
る
も
の
、
邵
康
節
は
、
之
を
伏
義

八
卦
の
位
な
り
と
曰
う
。
先
天
の
学
と
い
う
も
の
。「
後
天
図
」
は
説
卦
伝
第
五
章
に
「
帝
は

震
に
出
で
、
巽
に
斉
い
、
離
に
相
見
、
坤
に
致
役
し
、
兌
に
説
言
し
、
乾
に
戦
い
、
坎
に
労

し
、
艮
に
成
言
す
。
万
物
震
に
出
づ
、
震
は
東
方
な
り
。
巽
に
斉
う
。
巽
は
東
南
な
り
。
斉

う
と
は
万
物
の
潔
斎
を
言
う
な
り
。
離
と
は
明
か
な
り
。
万
物
皆
相
見
る
。
南
方
の
卦
な
り
。

聖
人
南
面
し
て
天
下
を
聴
き
、
明
に
嚮
い
て
治
む
。
蓋
し
諸
を
此
に
取
る
な
り
。
坤
と
は
地

な
り
。
万
物
皆
養
を
致
す
。
故
に
坤
に
致
役
す
と
曰
う
。
兌
は
正
秋
な
り
。
万
物
の
説
ぶ
所

な
り
。
故
に
兌
に
説
言
す
と
曰
う
。
乾
に
戦
う
。
乾
は
西
北
の
卦
な
り
。
陰
陽
相
薄
る
を
言

う
な
り
。
坎
は
水
な
り
。
正
北
方
の
卦
な
り
。
労
卦
な
り
。
万
物
の
帰
す
る
所
な
り
。
故
に

坎
に
労
す
と
曰
う
。
艮
は
東
北
の
卦
な
り
。
万
物
の
終
を
成
す
所
に
し
て
、
而
し
て
始
を
成

す
所
な
り
。
故
に
艮
に
威
厳
す
と
曰
う
。
」
と
あ
り
。
此
の
章
は
八
卦
の
方
位
を
明
言
す
る
。

邵
康
節
の
文
王
八
卦
、
後
天
の
学
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
之
に
後
冊
十
二
支
を
配
す
る
。 

右
ね
じ
の
法
則 

 

電
流
は
磁
界
を
作
る
。直
線
の
導
線
に
沿
っ
て
流
れ
る
電
流
。
即
ち
直
線
電
流
に
よ
っ
て
生
ず
る

磁
力
線
は
、
そ
の
電
流
に
垂
直
な
面
内
で
電
流
を
中
心
と
し
て
同
心
円
状
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
向
き
は
電
流
の
流
れ
て
い
る
向
き
に
右
ね
じ
を
進
め
よ
う
と
考
え
た
時
、
ね
じ
を
回
す

向
き
と
一
致
す
る
。 

 

こ
れ
を
右
ね
じ
の
法
則
と
い
う
。
主
体
を
中
心
に
右
旋
の
法
則
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。 

卍
（
バ
ン
マ
ン
）
ま
ん
じ 

印
度
に
於
け
る
吉
祥
の
様
相
で
、
ま
ん
じ
、
梵
語
で

S
riv

a
ts

a

室
哩
靺
蹉
（
シ
リ
バ
ッ
サ
）

S
v
a

s
tik

a

塞
縛
悉
底
迦
（
ス
バ
シ
チ
カ
）
と
い
う
。吉
祥
雲
海
・
有
楽
・
幸
福
の
意
で
、
仏
の
胸
上

に
在
る
。
吉
祥
の
標
識
で
あ
る
の
を
、
吉
祥
万
徳
の
集
ま
る
意
か
ら
中
国
の
訳
経
家
が
万
の
字
に

当
て
は
め
て
用
い
た
。 

卍
は
康
煕
字
典
に
従
っ
た
も
の
で
、
高
麗
本
の
蔵
経
及
び
慧
淋
音
義
二
十
一
の
華
厳
音
義
共

に
卐
に
作
る
。
右
旋
の
形
で
多
く
は
卐
に
作
る
。右
旋
の
卐
は
（
み
ぎ
ま
ん
じ
）
と
称
し
、
仏
を
礼
敬
す

る
に
右
旋
三
匝
し
、
仏
の
眉
間
の
白
毫
も 

の
相
を
示
し
右
旋
婉
転
し
て
い
る
。故
に
卐
に
作
り
、古
来

卍
（
ひ
だ
り
ま
ん
じ
）
は
誤
り
な
り
と
し
て
い
る
。 

 

平
凡
社
の
百
科
事
典
に
よ
る
と
、
卍
は
〇
と
も
書
く
。
前
者
は
中
心
か
ら
周
囲
に
左
旋
し
た
も
の
、

後
者
は
右
旋
し
た
も
の
。
こ
れ
は
太
陽
が
光
を
放
っ
て
い
る
状
態
を
象
形
化
し
た
も
の
ら
し
い
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
太
陽
神
ヴ
ィ
シ
ヌ
の
胸
部
の
旋
毛
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、
仏
教
で
も
仏
陀
の

胸
や
足
う
ら
に
現
れ
る
瑞
相
と
さ
れ
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
も
使
用
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ウ
教
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
で
は
右
旋
と
左
旋
と
に
意
義
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
中
国
や
日
本
で
は
区
別
が
な
く
、

仏
教
の
標
識
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

卍
と
卐
、
い
ず
れ
が
右
旋
か
。
色
々
論
議
が
あ
る
が
卍
は
〇
の
形
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
〇
は
白
毫
の
右
旋
だ
か
ら
卍
が
「
み
ぎ
ま
ん
じ
」
と
す
る
が
よ
い
と
思
う
。 

 

瑞
祥
は
右
ま
ん
じ
で
よ
い
が
、
仏
の
世
相
、
宇
宙
の
作
用
に
は
、
前
か
ら
述
べ
て
き
た
っ

た
よ
う
に
陰
陽
奇
遇
右
旋
左
旋
も
あ
る
。
従
っ
て
卍
卐
い
ず
れ
も
あ
っ
て
よ
い
。
伊
邪
那
岐
神

の
神
言
は
天
地
神
仏
の
実
相
を
明
か
に
示
し
給
う
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

北
極
上
空
に
お
け
る
霊
感
か
ら
、
地
球
の
地
軸
磁
場
に
及
び
、
北
極
紫
微
宮
か
ら
、
天
之
御
柱
、

陰
陽
奇
遇
右
旋
左
旋
に
及
び
、
河
図
洛
書
の
「
北
を
一
」
と
す
る
神
理
を
観
て
き
た
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
に
至
っ
て
私
は
、
こ
の
神
理
は
神
理
と
し
な
が
ら
も
、
更
に
根
元
初
始
の
と
こ
ろ
を
見

極
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。「
本
来
無
東
西
、
何
処
有
南
北
、
迷
故
三
界
城
、
悟
故
十
方
空
」

の
空
な
る
世
界
で
あ
る
。
地
上
の
限
定
さ
れ
た
場
所
に
於
て
は
、
北
に
一
を
見
た
て
て
東
西
南
北

を
定
め
る
こ
と
は
決
し
て
迷
う
が
故
で
は
な
い
。
陰
陽
二
神
の
神
言
と
行
為
は
天
之
御
柱
を
見
立

て
て
こ
れ
を
教
示
し
給
い
、
日
本
は
こ
の
道
に
よ
っ
て
国
生
み
神
生
み
を
し
て
神
道
に
よ
る
日
本

道
を
成
し
き
た
っ
て
居
り
、
中
国
に
道
を
垂
れ
て
河
図
洛
書
八
卦
九
疇
洪
範
を
生
み
な
し
て
き
て

い
る
の
で
あ
る
。
北
極
に
高
天
原
を
思
い
、
そ
こ
に
紫
微
宮
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
及
び
天
津
神
々

在
ま
る
と
見
る
も
よ
い
。
世
界
紅
卍
字
会
の
よ
う
に
太
乙
北
極
真
経
を
説
く
も
よ
い
。
尊
敬
す
る

先
達
の
神
仙
達
は
、
明
か
に
そ
れ
を
観
て
い
よ
う
。
が
、
私
は
更
に
究
極
を
探
ね
た
い
の
で
あ
る
。

古
事
記
の
「
あ
め
つ
ち
の
は
じ
め
の
と
き
」
の
「
は
じ
め
」、「
一
」
よ
り
以
前
の
「
は
じ
め
」
則

ち
「
０
」
零
を
「
は
じ
め
」
と
す
る
「
は
じ
め
」
で
あ
る
。
初
め
な
き
初
め
と
初
め
と
す
る
初
め

で
あ
る
。「
天
地
」
は
無
限
の
広
が
り
空
間
で
あ
り
、
無
窮
の
流
れ
の
時
間
で
あ
る
。
広
が
り
な

き
広
が
り
、
流
れ
な
き
流
れ
、
そ
の
初
め
な
き
初
め
、
名
も
無
く
業
も
無
き
唯
一
絶
対
の
世
界
、

そ
の
天
地
で
あ
り
、
そ
の
初
め
で
あ
る
。
そ
こ
が
高
天
原
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
は
そ
こ
に
「
な

り
ま
せ
る
」
の
で
あ
る
。 

「
つ
ま
ご
み
」
の
歌 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
後
に
出
て
く
る
速
須
佐
男
命
の
「
つ
ま
ご
み
」
の
御
歌
で
あ
る
。

日
本
武
尊
、
雄
略
天
皇
な
ど
歌
は
英
雄
の
生
命
か
ら
鳴
り
響
き
出
ず
る
も
の
か
。
日
本
の
敷
島

の
道
で
あ
る
和
歌
の
は
じ
め
が
、
最
も
荒
ぶ
る
神
で
あ
り
後
英
雄
神
と
な
ら
れ
た
須
佐
男
命
に

よ
っ
て
詠
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
は 

 
    

 

や
く
も
た
つ 

出
雲
八
重
垣 

つ
ま
ご
み
に 

八
重
垣
つ
く
る 

其
の
八
重
垣
を 

櫛
名
田
比
売
を
娶
ら
れ
て
、
そ
の
籠
り
寝
る
べ
き
寝
所
の
宮
に
八
重
垣
を
お
作
り
に
な
っ
た
と
き

そ
の
「
す
が
す
が
し
い
」
と
お
喜
び
に
な
っ
た
須
賀
の
地
か
ら
雲
が
立
ち
騰
っ
た
の
で
あ
る
。
感
動

の
籠
っ
た
絶
唱
で
あ
る
。
私
は
こ
の
歌
を
唱
し
て
、
前
述
の
河
図
洛
書
の
象
を
思
い
出
す
。湧
き
出

づ
る
四
方
の
白
雲
の
中
に
こ
も
り
給
っ
た
須
佐
男
命
と
櫛
名
田
比
売
。
「
汝
は
右
よ
り
廻
り
逢

え
、
我
は
左
よ
り
廻
り
逢
わ
ん
」
と
約ち

ぎ

り
て
美
斗
能
麻
具
波
比
せ
ら
れ
た
御
祖
の
神
言
が
こ
こ

で
自
ら
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
雲
八
重
垣
は
周
囲
の
四
つ
ま
た
は
八
つ
の
数
で
あ
る
。

河
図
に
お
い
て
は
、
陽
三
が
左
旋
し
て
二
を
取
り
、
陰
四
が
右
旋
し
て
一
を
取
り
五
と
な
っ
て
中

の
宮
に
こ
も
る
。
洛
書
に
お
い
て
は
、
北
の
一
が
東
の
三
、
南
の
九
、
西
の
七
、
と
左
旋
し
、
南
西
の

二
が
東
南
の
四
、
北
東
の
八
、
西
北
の
六
と
右
旋
し
て
中
央
の
隠
所
の
宮
で
美
斗
能
麻
具
波
比

し
て
国
産
み
神
産
み
を
な
さ
れ
た
そ
の
こ
と
と
符
節
を
合
せ
て
相
協
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
純 
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得
な
い
こ
と
で
あ
り
、零
を
如
何
に
分
割
し
て
も

0
÷
α

＝0

で
あ
り
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ

る
。―

零
の
除
法
。 

 

０
は
こ
の
様
に
虚
し
く
空
な
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
る
こ
と
も
減
ず
る
こ
と
も
、
乗
ず
る
こ
と

も
除
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
も
嗅
ぐ
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
味
う
こ
と

も
触
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
世
界
で
あ
る
。 

            

第
三
章 

農
民
生
活
の
倫
理
的
考
察 

 
 
 

 
 

菅
原 
兵
治 

～
第
一
節 

文
質
原
理
よ
り
見
た
る
農
民
の
諸
態
度
～ 

 

 

偏
屈
せ
る
諸
態
度 

 

然
し
近
代
の
西
洋
流
の
偏
知
的
教
育
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
来
た
現
代
農
村
人
の
間
に
之
を
求

む
る
こ
と
は
、
或
は
濱
の
真
砂
の
中
よ
り
黄
金
の
一
粒
を
拾
う
よ
り
更
に
難
い
こ
と
で
あ
る
。

其
の
多
く
の
者
は
文
質
何
れ
か
に
偏
し
て
、
道
を
離
れ
る
こ
と
遠
い
。
左
に
其
の
諸
種
の
態
度

を
分
類
列
挙
し
て
正
を
得
る
の
参
考
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
先
ず
便
宜
上
之
を
表
解
し
て
見

よ
う
。―
―

勿
論
分
類
は
し
て
見
た
も
の
の
こ
は
己
を
見
、
人
を
見
る
の
参
考
で
あ
っ
て
、
生
き

た
人
間
は
必
ず
し
も
そ
う
機
械
的
に
厳
密
に
分
類
し
尽
し
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
故

に
之
は
寧
ろ
自
己
の
態
度
を
検
す
る
資
料
と
し
て
見
る
処
に
最
も
意
義
あ
る
も
の
と
し
た
い
。  

 
    

文
質
関
係
よ
り
見
た
る
農
民
の
態
度 

 ―

浮
文
＝
売
名
的
態
度 

 
    

  

売
名
（
若
し
く
は
求
利
）
の
為
に
、
農
道
の
本
義
よ
り
逸
脱
し
て
ま
で
も 

外
飾
的
誇
示
を
な
す
も
の
。 

 ―

文
に
過
ぎ
た
る
者   

知
的
＝
巧
言
的
態
度 

 
    

    
    

    
    

   

農
業
の
技
術
的
方
面
な
り
、農
村
の
社
会
的
問
題
な
り
を
、 

只
管
に
理
論
的
に
考
究
し
、
巧
言
し
て
得
々
た
る
も
の
。 

 
    

    
    

    
 

情
的
＝
嘆
美
的
態
度 

 
    

    
    

    
    

  

浮
浅
な
る
感
傷
的
態
度
を
以
て
、農
村
の
生
活
を
さ
な
が
ら 

天
上
の
楽
園
の
如
く
讃
美
せ
ん
と
す
る
も
の
。 

（
逃
避
的
態
度
に
陥
り
易
し
） 

〇
彊
義
的
態
度…

…
…
…
…
…
…
…
…

老
農
的
態
度 

―

質
に
偏
せ
る
者
＝
無
自
覚
的
態
度 

社
会
の
現
状
も
、農
事
の
進
歩
も
知
る
こ
と
な
く
、 

唯
「
便
利
な
る
労
役
者
」
と
し
て
働
い
て
い
る
も
の
。 

（
農
奴
的
態
度
と
い
わ
ん
か
） 

―

瀆
武
＝
騒
激
的
態
度 

 
    

  

社
会
の
不
合
理
、農
民
の
不
遇
に
焦
憤
し
、其
の
打
開
改
革
の
為
に
、 

農
道
の
本
義
よ
り
逸
脱
し
て
狂
奔
す
る
も
の
。 

  
右
の
中
、
文
質
彬
々
た
る
彊
義
的
態
度
に
就
い
て
は
已
に
説
述
し
た
処
で
あ
る
か
ら
之
を
省

略
し
、
其
他
の
諸
態
度
に
就
い
て
一
通
り
の
説
明
を
加
う
る
こ
と
と
す
る
。 

 

造
化
の
妙
用
は
飽
く
ま
で
も
文
質
彬
々
た
る
処
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
於
て
は
兎
角

何
れ
か
一
方
に
偏
し
易
い
も
の
で
あ
る
。
「
文
、
質
に
勝
て
ば
則
ち
史
な
り
。質
、
文
に
勝
て
ば
則

ち
野
な
り
。―

―
論
語
雍
也
篇―

―

」
で
、
「
史
」
か
「
野
」
か
何
れ
か
に
偏
す
る
こ
と
を
免
れ
ぬ
。

其
の
質
に
偏
し
て
「
野
」
の
傾
向
を
多
分
に
有
す
る
の
が
無
自
覚
的
態
度
で
あ
る
。
便
利
な
る

労
役
者
と
し
て
よ
く
働
く
こ
と
は
働
く
が
、
畢
竟
使
わ
れ
る
に
重
宝
な
人
間
で
あ
っ
て
「
器
」
の
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域
を
脱
し
得
な
い
。而
し
て
更
に
之
が
外
れ
て
一
種
の
病
的
状
態
に
陥
る
と
遂
に
騒
激
的
態
度

に
至
る
。
私
共
は
右
翼
左
翼
の
所
謂
「
闘
士
」
的
人
物
の
行
動
に
於
て
之
を
見
得
る
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
文
的
方
面
に
偏
せ
る
者
を
見
る
。
文
に
偏
せ
る
者
を
更
に
二
つ
に
分
っ
て
見
得
る
で
あ
ろ

う
。
一
は
知
に
偏
せ
る
者
に
し
て
巧
言
的
態
度
で
あ
り
、
一
は
情
に
偏
せ
る
者
で
嘆
美
的
態
度

で
あ
る
。
其
の
大
体
の
説
明
は
前
表
に
記
述
し
て
置
い
た
か
ら
之
を
省
略
し
、
猶
詳
し
く
は
次

の
批
判
の
項
に
於
て
之
を
述
べ
た
い
と
思
う
が
、
両
者
共
何
れ
も
農
道
生
活
の
「
質
」
た
る
彊
き

実
行
力
よ
り
も
、其
の
「
文
」
た
る
説
示
的
態
度
を
好
み
而
し
て
気
骨
無
く
所
謂
文
弱
の
傾
向

を
有
つ
。
而
し
て
此
の
態
度
が
病
的
に
高
じ
て
来
て
、
実
行
を
他
処
に
し
て
売
名
的
偽
飾
的
宣

伝
に
狂
奔
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
つ
い
に
浮
文
の
売
名
的
態
度
に
堕
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
文
、

質
に
勝
て
ば
則
ち
史
な
り
」―

「
史
」
は
書
き
役
の
こ
と
。
自
分
は
実
地
の
事―

戦
争
な
ら
戦

争
の
実
地
に
臨
ま
ず
し
て
、
其
の
記
録
を
な
す
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
以
上
「
文
」
に
偏
せ

る
諸
態
度
は
確
か
に
此
の
意
味
に
於
て
「
史
」
的
傾
向
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。 

 

文
、
質
に
勝
て
ば
則
ち
史
な
り
、 

 

質
、
文
に
勝
て
ば
則
ち
野
な
り
、 

 

文
質
彬
々
と
し
て
然
る
後
君
子
な
り
。 

 

之
を
農
道
生
活
の
態
度
に
即
し
て
考
慮
し
て
見
て
も
実
に
生
き
生
き
と
し
た
教
訓
と
し
て
理

趣
津
々
た
る
も
の
が
あ
る
。 

           

 

言
霊
の
力                 

 

三
浦 

夏
南 

 

妻
の
実
家
に
帰
る
と
親
族
揃
っ
て
仏
壇
の
前
に
座
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
こ
と
が
習

慣
と
な
っ
て
い
る
。
私
の
家
は
父
母
と
も
に
臨
済
宗
で
あ
っ
た
の
で
、
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
念
仏
を
皆
で
唱
え
る
と
い
う
習
慣
は
な
か
っ
た
の
で
毎
回
新
鮮
な
感
じ
を
受
け

る
。
大
学
時
代
か
ら
神
道
、
儒
教
に
関
し
て
は
強
い
関
心
を
持
ち
勉
強
を
続
け
て
き
た
が
、
仏

教
に
対
し
て
は
何
故
か
食
わ
ず
嫌
い
的
な
苦
手
意
識
が
あ
り
、
あ
ま
り
積
極
的
に
学
ん
で
来
な

か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
国
学
者
達
や
崎
門
学
、
垂
加
神
道
の
先
哲
達
が
激
し
い
口
調
で
仏
教
批

判
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
居
り
、
本
を
重
ん
じ
、
国
粋
に
回
帰
し
た
い

と
い
う
内
な
る
念
願
か
ら
、
仏
教
を
印
度
の
異
教
と
し
て
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
嫌
い
が
あ
る
。

し
か
し
冷
静
に
考
え
て
見
れ
ば
、
仏
教
は
古
く
か
ら
我
が
国
に
伝
わ
り
、
我
が
国
の
伝
統
に
洗

練
さ
れ
て
来
た
歴
史
が
あ
る
。
妻
の
実
家
で
念
仏
を
唱
え
る
度
に
心
地
良
い
感
じ
が
す
る
の
も
、

仏
教
が
日
本
化
し
、
日
本
の
宗
教
と
な
っ
て
居
る
為
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
念
仏
の
如
く
聖
語

を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
念
じ
唱
え
る
こ
と
は
我
が
国
の
言
霊
の
伝
統
に
適
っ
た
日
本
人
ら
し
い

修
行
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
確
か
神
道
者
の
川
面
凡
児
翁
が
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て

い
る
が
、
我
が
国
の
仏
教
で
念
仏
や
お
題
目
を
主
と
す
る
宗
派
が
大
衆
に
受
け
入
ら
れ
、
永
く

信
仰
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
言
霊
を
信
仰
し
、
神
の
言
葉
を
繰
り
返
し
唱
え
る
こ
と
を
古
代

よ
り
習
慣
と
し
て
き
た
我
が
国
の
伝
統
が
先
に
存
在
し
た
か
ら
で
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い

と
い
っ
た
主
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
念
仏
が
自
然
と
自
分
の
中
に
入
っ
て
来
る
の
は
念
仏

の
素
晴
ら
し
さ
も
あ
る
が
、
や
は
り
我
々
内
に
流
れ
る
言
霊
信
仰
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。 

 
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
が
連
日
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
報
じ
ら
れ
、危
機
感
が
煽
ら
れ
て
い
る
が
、

悪
い
イ
メ
ー
ジ
、
印
象
が
心
の
奥
底
、
潜
在
意
識
に
ま
で
深
く
刷
り
込
ま
れ
る
と
、
人
は
自
ら
不

幸
、
不
運
を
招
き
入
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
聖
語
を
繰
り
返
し
唱
え
る
こ
と
は

我
々
の
心
の
奥
に
あ
る
深
層
心
理
を
禊
祓
い
、
神
の
ま
ま
な
る
神
性
を
発
現
さ
せ
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
世
は
混
沌
へ
の
道

を
進
ん
で
行
く
で
あ
ろ
う
が
、
渾
沌
に
対
し
て
恐
怖
し
、
批
判
し
、
諦
め
る
も
の
は
混
沌
に
呑
ま

れ
破
滅
の
道
を
辿
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
渾
沌
に
対
し
て
勇
気
を
持
ち
、
好
機
と
捉
え
、
修
理
固
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成
の
悦
び
を
感
ず
る
も
の
は
混
沌
の
中
に
新
局
面
を
切
り
開
い
て
新
世
界
の
建
設
に
加
わ
る

事
が
出
来
る
。
我
々
は
常
に
後
者
の
道
を
選
び
た
い
。
そ
の
為
に
は
現
象
を
超
越
し
た
祈
り
に

よ
っ
て
心
を
聖
化
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

今
ま
で
に
考
え
ら
れ
て
き
た
如
何
な
る
手
段
も
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
は
通
用
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
は
全
て
こ
れ
ま
で
の
仕
組
み
、
構
造
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
来
た
手
段
で
あ
る
か

ら
だ
。こ
れ
か
ら
は
新
た
な
構
造
を
創
造
す
る
も
の
だ
け
が
、
生
存
し
行
く
世
界
で
あ
る
。
そ
の

一
段
階
と
し
て
我
々
は
帰
農
の
道
を
選
び
、
更
な
る
進
展
の
為
新
た
な
試
み
も
進
め
つ
つ
あ
る
。

新
た
な
道
に
進
み
入
る
に
は
心
の
奥
に
あ
る
思
い
込
み
の
想
念
を
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

心
の
中
の
古
い
思
い
込
み
は
躊
躇
や
諦
め
を
生
み
運
命
を
停
滞
さ
せ
て
し
ま
う
。
あ
ら
ゆ
る
常

識
を
捨
て
去
り
、
無
限
に
変
化
し
て
行
く
心
を
養
う
に
は
、
古
来
の
言
霊
の
力
が
大
変
有
効
で

あ
る
と
思
う
。
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
と
歩
を
進
め
る
に
当
っ
て
、
根
本
に
あ
る
心
と
言
葉
を
浄
化

す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
行
き
た
い
。 

                 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵  

 

今
月
の
と
よ
く
も
農
園
で
は
、
ネ
ギ
の
手
入
れ
・
定
植
、
春
野
菜
の
定
植
・
播
種
、
ア
ス
パ
ラ
ガ

ス
の
手
入
れ
、里
芋
の
定
植
準
備
を
行
い
ま
し
た
。 

 

ま
ず
ネ
ギ
に
つ
い
て
で
す
。
家
か
ら
二
十
分
程
離
れ
た
ハ
ウ
ス
で
育
て
て
い
る
ネ
ギ
は
、
二
日
に

一
回
水
や
り
に
い
き
、
草
引
き
を
し
た
り
換
気
を
し
た
り
し
て
、こ
ま
め
に
様
子
を
見
に
行
っ
て

い
ま
す
。
初
め
て
の
ハ
ウ
ス
で
栽
培
す
る
ネ
ギ

は
、
今
ま
で
と
水
や
り
や
換
気
の
面
で
育
て

方
が
違
い
、
戸
惑
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
青
果

会
社
や
周
囲
の
詳
し
い
人
に
聞
き
な
が
ら
、

な
ん
と
か
収
穫
で
き
る
よ
う
育
て
て
い
ま
す
。

新
た
な
ネ
ギ
も
三
月
末
に
定
植
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
暖
か
く
な
っ
て
く
る
の
で
、
ぐ
ん
ぐ

ん
育
っ
て
ほ
し
い
で
す
。 

 

続
い
て
春
野
菜
の
播
種
・
定
植
で
す
。
ジ
ャ

ガ
イ
モ
、
カ
ブ
、
大
根
、
人
参
、
白
菜
、キ
ャ
ベ
ツ
、
ブ
ロ
ッ

コ
リ
ー
、
ケ
ー
ル
、
レ
タ
ス
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
枝
豆
を
植

え
ま
し
た
。
暖
か
く
な
る
三
月
下
旬
ま
で
は
初
め
て

の
ト
ン
ネ
ル
栽
培
に
挑
戦
し
、
そ
の
中
で
育
て
て
い
ま

し
た
が
、
暖
か
く
な
っ
て
き
た
の
で
ト
ン
ネ
ル
を
は
ず

し
、露
地
栽
培
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
暖
か
な
日
差
し

の
中
で
の
定
植
中
、
三
浦
家
の
二
人
の
子
ど
も
は
走

り
回
っ
た
り
、
土
を
触
っ
て
見
た
り
、
花
を
つ
つ
い
て
み

た
り
と
気
持
ち
よ
さ
そ
う
で
し
た
。
い
つ
か
は
こ
の
子

達
が
中
心
に
な
っ
て
農
業
を
す
る
と
思
う
と
楽
し
み

で
す
。 

 

ま
た
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
成
長
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
カ
月
程
前
ま
で
は
膝

丈
だ
っ
た
株
が
、
大
き
い
も
の
で
は
胸
辺
り
ま
で
伸
び
、
青
々
と
し
た
葉
は
心
地
よ
さ
そ
う
に
そ

よ
風
に
揺
ら
れ
て
い
ま
す
。
冬
に
は
全
く
芽
が
出
ず
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
か
に
見
え
た
ア
ス
パ
ラ
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ガ
ス
が
ぐ
ん
ぐ
ん
と
成
長
し
て
い
く
様
子
を
み

て
、
生
命
力
の
強
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。
株
が
倒

れ
な
い
よ
う
、
支
え
と
し
て
ネ
ッ
ト
を
張
り
ま
し

た
。暖
か
く
な
る
と
虫
も
活
動
を
始
め
る
た
め
、

虫
が
つ
か
な
い
よ
う
見
回
り
を
し
、
元
気
に
育
つ

こ
と
を
祈
り
ま
す
。 

 

最
後
に
里
芋
に
つ
い
て
で
す
。
順
調
に
定
植
で

き
る
よ
う
、
種
芋
や
移
植
機
、
マ
ル
チ
を
購
入

し
、
土
づ
く
り
を
行
っ
て
準
備
を
進
め
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
今
年
の
主
力
と
な
る
予
定
の
里

芋
に
は
、
機
械
で
畝
を
た
て
、
マ
ル
チ
を
張
っ
て
く
れ
る
マ
ル
チ
ャ
ー
が
か
か
せ
ま
せ
ん
。
来
週
に

は
そ
の
マ
ル
チ
ャ
ー
が
届
く
予
定
な
の
で
、後
は
天
気
や
畑
の
乾
き
具
合
、
そ
し
て
地
域
の
水
路

工
事
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
い
な
が
ら
、今
月
末
に
も
始
動
す
る
予
定
で
す
。 

 

暖
か
く
な
り
、
野
菜
も
草
も
虫
も
成
長
・
活
動
が
著
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
収
穫
が
終
わ
り
、

お
休
み
モ
ー
ド
だ
っ
た
と
よ
く
も
農
園
も
、
春
の
訪
れ
と
と
も
に
本
格
的
に
活
動
を
始
め
る
時

期
に
な
り
ま
し
た
。
今
月
も
自
然
に
感
謝
し
な
が
ら
、
こ
つ
こ
つ
と
農
業
に
勤
し
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 
           

   

  

★
今
後
の
予
定 

 
 
 

先
日
ご
案
内
の
通
り
、
三
、
四
月
の
勉
強
会
は
休
止
い
た
し
ま
す
。
今
後
の
予
定

に
就
い
て
は
、
次
号
の
月
報
に
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周

囲
の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ

と
を
願
い
、
活
動
を
行
つ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

年
会
費 

・
一
般
会
員 

 
 
 
 
 

三
千
円 

・
賛
助
会
員 

 
 

 
 
 

一
万
円 

・
特
別
賛
助
会
員 

 
 

 

三
万
円 

・
支
援
会
員 

 
 
 
 
 

一
万
円 


