
禹歩・反閇から身固めへ :
日本陰陽道展開の一端として

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2012-03-01

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 深澤, 瞳

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://otsuma.repo.nii.ac.jp/records/1275URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


大
妻
国
文　

第
43
号　

二
〇
一
二
年
三
月

一
九

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

│
日
本
陰
陽
道
展
開
の
一
端
と
し
て

│

深　
　

澤　
　
　
　
　

瞳

は
じ
め
に

禹
歩
と
は
、
古
代
中
国
に
淵
源
を
持
つ
、
特
殊
な
歩
行
法
で
あ
る
。）

1
（

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
か
ら
出
土
し
た
日
書
で
の
記
述
が
初
見
と
さ
れ

る
。
ま
た
、『
抱
朴
子
』
で
も
説
明
さ
れ
て
お
り
、
道
教
の
中
で
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
古
代
日
本
で
も
禹
歩
は
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
中
国
の
場
合
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　

日
本
に
お
い
て
、
禹
歩
は
反
閇
作
法
の
一
つ
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
以
降
の
古
記
録
類
で
は
、
禹
歩
と
反
閇
が
同
一
視
さ
れ

た
よ
う
な
記
事
も
見
ら
れ
る
が
、
厳
密
に
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
で
は
、
禹
歩
を
陰
陽
師
が
専
門
的
に
担
っ
て
い
く
。

こ
の
こ
と
も
、
中
国
に
お
け
る
状
況
と
の
相
違
点
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
禹
歩
に
つ
い
て
、
中
国
と
日
本
と
の
あ
り
よ
う
を
比
較
、
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
中
国
の
思
想
を
受
け
容
れ
た
日
本
が
、

禹
歩
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
摂
取
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
。



二
〇

一　

中
国
に
お
け
る
禹
歩

中
国
に
お
い
て
、
禹
歩
は
、
旅
の
安
全
祈
願
、
病
気
の
治
療
法
、
魔
除
け
な
ど
、
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
他
に
、
夏
の
始
祖
と
さ
れ

る
聖
帝
禹
の
伝
説
と
も
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。）

2
（

こ
れ
ら
の
意
味
付
け
の
典
拠
と
さ
れ
る
資
料
を
確
認
し
な
が
ら
、
中
国
に
お
け
る
禹
歩
の
様

相
を
み
て
い
く
。

（
一
）
旅
の
安
全
祈
願
と
し
て
の
禹
歩

資
料
の
初
見
と
さ
れ
る
、
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
「
日
書
」（
以
下
、
睡
虎
地
日
書
と
略
称
を
用
い
る
）
か
ら
見
て
い
く
。
睡
虎
地
日
書
は
、

戦
国
時
代
に
お
け
る
民
間
の
占
い
の
あ
り
よ
う
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
禹
歩
が
呪
術
と
し
て
民
間
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
睡
虎
地
日
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。）

3
（

な
お
、
本
文
に
併
記
し
た
訳
文
は
、
工
藤
元
男
氏
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。）

4
（

【
資
料
1
】
睡
虎
地
「
日
書
」
甲
785
反
面
〜
784
反
面

行
到
邦
門
因
、
禹
歩
三
、
勉
壹
歩
、
筒
、
皋
、
敢
告
曰
：
其
行
母
咎
、
先
為
禹
除
道
。
即
五
畫
地
、
催
其
畫
中
央
土
、
而
懐
之
。

（
行
き
て
邦
門
に
到
り
、（
道
中
の
行
路
難
を
）
因の

が

る
る
に
は
、
禹
歩
す
る
こ
と
三
勉
壹
歩
、「
皋あ

あ

、
敢
え
て
告
ぐ
」
と

む
せ

び
て
、
曰
く
、「
其

の
行
に
咎
母
か
れ
。
先
に
禹
の
為
に
道
を
除は

ら

わ
ん
」
と
。
即
ち
地
を
五
画
し
、
其
の
画
せ
る
中
央
の
土
を
ひ
ろ
い
て
之
を
懐お

さ

む
）

工
藤
氏
は
、
右
の
資
料
を
、
禹
が
明
確
に
行
路
神
と
し
て
現
れ
た
も
の
だ
と
位
置
づ
け
る
。）

5
（

そ
し
て
、「
即
ち
地
を
五
画
し
、
其
の
画
せ
る
中
央

の
土
を
ひ
ろ
い
て
之
を
懐お

さ

む
」
に
つ
い
て
は
、「
五
つ
の
線
で
北
斗
七
星
を
描
き
、
魁
（
北
斗
七
星
の
四
星
が
方
形
に
並
ん
で
い
る
柄
杓
の
と
こ



二
一

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

ろ
）
の
部
分
の
土
を
取
っ
て
懐
に
納
め
た
も
の
か
。
あ
る
い
は
地
に
「
☆
」
の
よ
う
に
五
画
し
、
そ
の
中
央
の
五
角
形
の
部
分
の
土
を
取
っ
た

も
の
か
」
と
、
二
通
り
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
旅
人
は
道
路
に
加
え
ら
れ
て
い
る
種
々
の
呪
詛
を
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼

に
よ
っ
て
祓
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
こ
の
二
通
り
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
工
藤
氏
が
、
後
に
、
天
水
秦
簡
「
日
書
」）

6
（

か
ら
、
前

者
の
意
味
に
絞
っ
て
い
る
。）

7
（

坂
出
祥
伸
氏
も
同
様
に
、
北
斗
七
星
信
仰
と
の
関
連
を
推
察
さ
れ
る
。）

8
（

ま
た
、「
中
央
の
土
を
ひ
ろ
い
て
之
を
懐
む
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
掬
い
取
っ
た
土
が
辟
邪
の
呪
具
と
な
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
禹
歩

が
、
呪
術
的
な
意
味
を
備
え
た
歩
行
法
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
し
と
な
ろ
う
。

さ
ら
に
工
藤
氏
は
、
禹
を
行
路
神
と
す
る
理
由
と
し
て
、『
法
言
』「
重

ち
ょ
う

黎れ
い

」
の
「
昔
者
、

氏
（
禹
）、
水
土
を
治
む
。
而
し
て
巫
の
歩
に
禹

（
歩
）
多
し
」
や
、
李
軌
注
の
「
禹
は
水
土
を
治
め
、
山
川
を
渉
り
、
足
を
病
み
、
故
に
行
跛
す
る
也
。
而
し
て
俗
巫
は
多
く
禹
に
效
い
て
歩

く
」
な
ど
の
記
述
を
挙
げ
て
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
が
示
す
よ
う
に
、
禹
王
と
治
水
伝
説
と
は
、
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。

工
藤
氏
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
禹
歩
と
は
元
来
そ
の
よ
う
な
『
水
土
を
治
め
、
山
川
を
渉
り
、
足
を
病
ん
だ
』
禹
に
た
い
し
て
、
そ
の
歩
行
を
ま

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
中
の
保
護
を
求
め
る
願
掛
け
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
「
禹
歩
は
禹
を
行
神
と
す
る

こ
と
に
よ
り
初
め
て
説
明
が
つ
く
」）

9
（

の
で
あ
っ
た
。
酒
井
忠
夫
氏
は
、「
戦
国
時
代
の
士
や
官
僚
が
、
行
旅
に
出
る
場
合
、
そ
れ
が
無
事
で
あ
る

よ
う
に
祈
念
し
、
卜
筮
卜
占
の
一
技
法
と
し
て
禹
歩
の
作
法
、
行
事
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
か
」）

10
（

と
推
察
し
、
こ
の
頃
は
ま
だ
禹
が
信
仰
の

対
象
で
は
な
く
、
巫
術
の
一
つ
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
禹
歩
が
行
路
の
安
全
を
祈
願
す
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。【
資
料
1
】
の
睡
虎
地
日
書
に
お
い
て
も
、
行

路
難
を
逃
れ
る
た
め
に
禹
歩
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
旅
路
で
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
祈
念
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
っ
た
。
治
水

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
意
味
が
後
付
け
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
身
体
技
法
で
あ
っ

た
と
考
え
れ
ば
、
問
題
な
い
だ
ろ
う
。



二
二

（
二
）
病
気
の
治
療
法
と
し
て
の
禹
歩

次
に
、
病
気
の
治
療
法
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
馬
王
堆
漢
墓
『
五
十
二
病
方
』
の
記
述
を
み
て
い
く
。）

11
（

『
五
十
二
病
方
』
と
は
、
五
十
二

種
の
病
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
治
療
法
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
医
書
と
し
て
は
最
古
の
も
の
と
な
る
。『
五
十
二
病
方
』
の
中

に
、
禹
歩
は
数
例
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
紹
介
す
る
。
次
に
挙
げ
た
の
は
、
脱
腸
患
者
へ
の
治
療
法
で
あ
る
。
本
文
中

の
■
は
、
欠
字
を
示
し
て
い
る
。

【
資
料
2
】
馬
王
堆
漢
墓
『
五
十
二
病
方
』

饋頽
。
操
柏
杵
、
禹
歩
三
、
賁
者
一
襄
胡
、
濆
者
二
襄
胡
、
濆
者
三
襄
胡
。
柏
杵
臼
穿
。
一
母
一
■
■
獨
有
三
。
賁
者

若
、
以
柏
杵
七
、

令
某

毌
一
。
必
令
同
族
抱
、
■
饋頽
者
。
直
東
郷
窓
、
道
外
、
祀敧
椎
之
。

（
饋頽
に
は
、
柏
の
杵
を
操
り
て
、
禹
歩
す
る
こ
と
三
。
曰
く
、「
賁
（
噴
）
く
者
一
た
び
胡
を
襄の

ぞ

き
、
濆
（
噴
）
く
者
二
た
び
胡
を
襄
き
、

濆
（
噴
）
く
者
三
た
び
胡
を
襄
く
。
柏
の
杵
も
て
臼
に
穿
つ
。
一
母
一
■
■
獨
り
三
有
り
。
賁
（
噴
）
く
者
若
を

（
撞
）
く
に
柏
の

杵
を
以
て
七
た
び
し
て
、
某
の

を
し
て
一
を
母
か
ら
令
め
ん
。」
と
。
必
ず
同
族
を
し
て
■
饋頽
者
を
抱
か
令
め
、
東
に
郷む

か
う
窓
に
直お

（
置
）
き
て
、
外
道よ

り
祀敧

お
に
や
ら
いし
て
之
を
椎う

つ
。）

治
療
は
、
柏
の
杵
を
握
り
な
が
ら
禹
歩
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。「
賁
者
一
襄
胡
」
で
一
歩
、「
濆
者
二
襄
胡
」
で
二
歩
、「
濆
者
三
襄
胡
」
で
三

歩
、
と
い
う
流
れ
で
あ
ろ
う
。
禹
歩
が
終
わ
る
と
、
患
者
は
同
族
の
者
に
抱
か
れ
た
状
態
で
東
側
の
屋
外
へ
出
て
、
そ
こ
で
邪
気
払
い
を
す
る

こ
と
と
な
る
。

な
お
、
脱
腸
（
別
称
：
鼠
径
ヘ
ル
ニ
ア
）
に
関
し
て
補
足
し
て
お
く
と
、
こ
の
症
状
は
、
腸
管
が
、
鼠
径
管
と
い
う
脆
弱
な
と
こ
ろ
を
通
っ

て
腹
腔
外
へ
飛
び
出
す
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
あ
る
。
飛
び
出
し
た
腸
管
は
、
隆
起
し
て
い
る
の
で
外
見
か
ら
そ
れ
と
分
か
る
。
患
部
は
隆
起



二
三
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反
閇
か
ら
身
固
め
へ

し
て
い
る
が
軟
ら
か
い
の
で
、
手
で
ゆ
っ
く
り
押
し
な
が
ら
元
の
位
置
に
戻
し
て
い
く
。
手
で
押
し
て
も
戻
ら
な
い
ほ
ど
症
状
が
悪
化
す
る
と
、

嵌か
ん

頓と
ん

と
い
う
現
象
を
起
こ
し
て
腸
管
が
壊
死
し
、
死
に
至
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
症
状
と
関
わ
っ
て
い
る
鼠
径
管
は
、
男
性
の
み
持
つ

構
造
な
の
で
、
患
者
の
性
別
も
限
定
さ
れ
る
。
現
代
で
は
、
小
児
（
二
、
三
歳
）
と
高
齢
者
に
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
中
間
層
で
の
発
症
例
は
少

な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
医
療
に
お
い
て
も
、
脱
腸
患
者
の
治
療
で
は
、
患
部
を
ゆ
っ
く
り
と
押
し
上
げ
て
、
腸
を
も
と
の
位
置
に
戻
す
と
い
う

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。『
五
十
二
病
方
』
に
「
垂
れ
下
が
っ
た
肉
」
と
あ
る
の
は
、
脱
腸
し
た
患
部
を
指
し
て
い
よ
う
。
息
を
吐
き
な
が
ら
、

柏
の
杵
で
患
部
を
押
し
上
げ
る
と
い
う
記
述
は
、
力
を
込
め
て
患
部
を
押
し
て
腸
を
元
の
位
置
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
よ

う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
脱
腸
に
関
し
て
言
え
ば
、『
五
十
二
病
方
』
で
の
治
療
法
は
、
現
代
医
療
と
大
差
な
く
、
治
療
法
と
し
て
適
切
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

（
三
）
入
山
術
・
魔
除
け
と
し
て
の
禹
歩

最
後
に
、
入
山
術
あ
る
い
は
魔
除
け
と
し
て
の
禹
歩
の
あ
り
よ
う
を
み
て
い
く
。
次
に
挙
げ
る
【
資
料
3
・
4
】
は
、『
抱
朴
子
』
で
の
記
述

で
あ
る
。）

12
（

『
抱
朴
子
』
を
著
し
た
葛
洪
は
、
道
教
家
で
あ
り
、
自
然
科
学
者
で
も
あ
る
。『
抱
朴
子
』
に
記
さ
れ
た
禹
歩
に
つ
い
て
、
村
上
嘉
実

氏
は
、
宗
教
的
神
秘
主
義
と
、
経
験
的
行
動
主
義
の
中
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
葛
洪
の
成
果
は
、
古
代
中
世
の
医
学
に
実
践

的
な
役
割
を
演
じ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。）

13
（

な
お
、
村
上
氏
の
い
う
、「
宗
教
的
神
秘
主
義
」
と
は
山
中
の
魑
魅
魍
魎
に
害
さ
れ
な
い
た
め
の
宗

教
的
行
事
で
あ
り
、「
経
験
的
行
動
主
義
」
と
は
自
然
の
中
に
飛
び
出
し
て
実
験
し
よ
う
と
す
る
実
行
力
の
こ
と
で
あ
る
。
禹
歩
は
そ
の
両
方
を

兼
ね
備
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
抱
朴
子
』
で
禹
歩
の
語
が
み
ら
れ
る
の
は
、
仙
薬
篇
と
登
渉
篇
に
お
い
て
で
あ
る
。
前
者
は
仙
人
に
な
る
た
め
の
薬
草
の
入
手
法
、
後
者
は

入
山
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。



二
四

で
は
、
仙
薬
篇
（
内
篇
巻
十
一
）
か
ら
見
て
い
く
。
禹
歩
に
関
連
す
る
部
分
を
、
A
か
ら
D
の
四
つ
に
分
け
て
掲
載
し
た
。
な
お
、
解
釈
も

併
記
し
た
。）
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（

【
資
料
3
・
A
】
芝
（
仙
薬
）
を
採
集
す
る
時
の
歩
行
法
1

諸
芝
且
先
以
開
山
却
害
符
置
上
則
不
得
復
隠
蔽
化
去
矣
徐
徐
擇
王
相
之
日
設
醮
祭
以
酒
脯
祈
而
取
之
皆
從
日
下
禹
歩
閉
氣
而
往
也

（
諸
芝

│
石
芝
・
木
芝
・
草
芝
・
肉
芝
・
菌
芝

│
を
見
つ
け
た
ら
、
ま
ず
開
山
却
害
符
と
い
う
お
符
を
そ
の
芝
の
上
に
置
く
。
そ

う
す
れ
ば
も
は
や
姿
を
消
し
た
り
、
化
け
て
逃
げ
た
り
は
で
き
な
い

│
消
え
去
る
こ
と
は
な
い

│
。
あ
ら
か
じ
め
王
相
の
日
を
選

び
、
祭
を
し
、
酒
と
乾
肉
と
で
祈
祷
を
し
て
芝
を
取
る
。
す
べ
て
太
陽
の
下
か
ら
禹
歩
し
て
息
を
と
め
て
近
づ
く
が
よ
い
）

【
資
料
3
・
B
】
芝
（
仙
薬
）
を
採
集
す
る
時
の
歩
行
法
2

菌
芝
或
生
深
山
之
中
、
或
生
大
木
之
下
、
或
生
泉
之
側
。
其
状
或
如
宮
室
、
或
如
車
馬
、
或
如
龍
虎
、
或
如
人
形
、
或
如
飛
鳥
。
五
色
無

常
。
亦
百
二
十
種
。
自
有
圖
也
。
皆
當
禹
歩
。
往
採
取
之
刻
以
骨
刀
、
陰
乾
末
。
眼
方
寸
七
令
人
昇
仙
。
中
者
數
千
歳
、
下
者
千
歳
也
。

欲
求
芝
草
入
名
山
必
以
三
月
九
月
。
此
山
開
出
神
楽
之
月
也
。

（
菌
芝
は
、
あ
る
い
は
深
山
の
中
、
あ
る
い
は
大
木
の
中
、
あ
る
い
は
泉
の
側
に
生
ず
る
。
そ
の
形
は
、
あ
る
い
は
宮
殿
に
似
て
、
あ
る

い
は
車
馬
に
似
て
、
あ
る
い
は
龍
虎
に
似
て
、
あ
る
い
は
人
の
姿
に
似
て
、
あ
る
い
は
飛
鳥
に
似
る
。
五
色
さ
ま
ざ
ま
で
一
定
で
は
な

い
。
こ
れ
も
百
二
十
種
あ
る
。
別
に
図
版
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
菌
芝
を
採
集
す
る
に
は
、
禹
歩
し
て
接
近
す
べ
き
で
あ
る
。
骨
で
作
っ

た
刀
で
切
り
刻
み
、
陰
干
し
に
し
、
粉
末
に
し
て
、
一
寸
四
方
の
匙
で
服
用
す
る
と
、
仙
人
に
な
っ
て
昇
天
で
き
る
。
中
等
の
芝
で
数

千
年
、
下
等
の
芝
で
千
年
の
寿
命
と
な
る
。
芝
草
を
求
め
て
名
山
に
入
る
場
合
は
、
必
ず
三
月
か
五
月
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
山

が
扉
を
開
い
て
仙
薬
を
出
し
て
く
れ
る
月
だ
か
ら
で
あ
る
）
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五

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

【
資
料
3
・
A
・
B
】
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
仙
薬
を
採
集
す
る
た
め
に
禹
歩
が
必
要
で
あ
っ
た
。【
資
料
3
・
A
】
に
よ
れ
ば
、
禹
歩
の
前
段

階
と
し
て
、
王
相
日
に
入
山
し
、
符
を
用
意
し
、
捧
げ
も
の
を
し
て
祈
祷
を
行
う
こ
と
が
、
仙
薬
を
入
手
す
る
た
め
の
作
法
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
な
ぜ
薬
草
を
採
る
の
に
禹
歩
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
次
の
【
資
料
3
・
C
】
が
参
考
と
な
る
。
こ
れ
は
、
薬

草
を
採
る
た
め
の
入
山
日
を
王
相
日
と
す
る
こ
と
の
理
由
付
け
を
し
た
部
分
と
な
る
が
、
ひ
い
て
は
禹
歩
の
必
要
性
を
も
窺
え
る
記
述
と
な
っ

て
い
る
。

【
資
料
3
・
C
】

又
採
芝
及
服
芝
欲
得
王
相
専
和
之
日
支
干
上
下
相
生
為
佳
。
此
諸
芝
名
山
多
有
之
但
①
凡
庸
導
士
心
不
専
精
行
穢
徳
薄
又
不
暁
入
山
之
術

雖
得
其
圖
不
知
其
状
亦
終
不
能
得
也
。
②
山
無
大
小
皆
有
鬼
神
。
其
神
鬼
不
以
芝
與
人
人
則
雖
踐
之
不
可
見
也
。

（
ま
た
、
芝
を
採
集
し
た
り
、
芝
草
を
服
用
し
た
り
す
る
場
合
、
穏
や
か
な
王
相
の
日
を
択
ぶ
の
が
よ
い
。
そ
れ
も
日
の
干
支
の
上
下
が

五
行
相
生
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
が
最
も
よ
い
。
こ
れ
ら
の
諸
芝
は
、
名
山
に
多
く
産
す
る
。
①
た
だ
、
凡
庸
な
道
士
は
心
が
専
一

で
な
く
、
素
行
も
穢
れ
、
徳
も
薄
い
。
そ
れ
に
、
山
に
入
る
術
を
知
ら
な
い
。
た
と
え
諸
芝
の
図
解
を
得
て
も
様
子
が
分
か
ら
な
い
。

だ
か
ら
結
局
、
手
に
入
る
こ
と
も
な
い
。
②
山
に
は
大
小
を
問
わ
ず
、
全
て
に
鬼
神
が
い
る
。
山
の
鬼
神
が
芝
を
人
に
与
え
よ
う
と
し

な
い
か
ぎ
り
、
足
下
に
芝
が
あ
っ
て
も
見
え
な
い
も
の
な
の
だ
）

右
の
と
お
り
、
王
相
日
は
、
日
を
表
す
干
支
の
組
み
合
わ
せ
が
五
行
相
生
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
穏
や
か
な
気
に
満
ち
た
日
と
な
る

の
で
あ
る
。）
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（

こ
の
よ
う
な
穏
や
か
な
日
な
ら
ば
、
山
に
入
る
こ
と
も
安
全
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
傍
線
②
の
よ
う
に
、
山
は
鬼
神
が
住
ま

う
場
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
傍
線
①
か
ら
は
、
未
熟
な
道
士
が
山
に
入
り
、
薬
草
を
採
集
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
入
山
術
を
身
に
つ
け
た
道



二
六

士
は
、
そ
の
道
に
熟
達
し
た
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仙
薬
を
採
集
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
高
度
な
知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
た
道

士
に
許
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
入
山
で
き
る
よ
う
な
熟
達
し
た
道
士
な
ら
、
仙
薬
を
発
見
で
き
て
、
手
に
入
れ
る
こ
と
も
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
手
に
入
れ
る
に
は
禹
歩
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
禹
歩
も
ま
た
、
熟
達
し
た
道
士
の
為

せ
る
技
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
傍
線
②
の
よ
う
に
、
仙
薬
を
採
集
す
る
際
に
は
、
鬼
神
に
よ
る
妨
害
が
つ
き
も
の
だ
と
い
う
。【
資
料
3
・
A
・
B
】
に
示
さ
れ
て

い
た
よ
う
な
、
禹
歩
を
し
て
仙
薬
の
も
と
ま
で
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
の
は
、
鬼
神
の
妨
害
を
防
ぐ
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、『
抱
朴
子
』
仙
薬
篇
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
禹
歩
と
は
、
魔
除
け
の
作
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
作
法
の
詳
細
は
、
次
の
【
資
料
3
・
D
】
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
（
カ
ッ
コ
内
の
説
明
は
深
澤
）。

【
資
料
3
・
D
】
禹
歩
の
作
法

禹
歩
法

前
舉
左　

右
過
左　

左
就
右

（
一
歩
め
：
左
足
を
踏
み
出
す
。
右
足
を
左
足
の
前
に
出
す
。
左
足
を
右
足
に
引
き
つ
け
る
）

次
舉
右　

左
過
右　

右
就
左

（
二
歩
め
：
右
足
を
踏
み
出
す
。
左
足
を
右
足
の
前
に
出
す
。
右
足
を
左
足
に
引
き
つ
け
る
）

次
舉
左　

右
過
左　

左
就
右

（
三
歩
め
：
左
足
を
踏
み
出
す
。
右
足
を
左
足
の
前
に
出
す
。
左
足
を
右
足
に
引
き
つ
け
る
）

如
此
三
歩
當
満
二
丈
一
。
後
有
九
跡
。

（
以
上
で
三
歩
と
な
り
、
そ
の
距
離
は
計
二
丈
一
尺
と
な
る
。
後
方
に
足
跡
が
九
つ
残
る
）



二
七

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
禹
歩
の
特
徴
は
、
そ
の
独
特
な
足
の
踏
み
方
に
あ
る
。
左
足
│
右
足
│
左
足
の
順
で
踏
み
出
し
て
い
く
の
が
一
歩
目
、

足
の
出
し
方
を
逆
に
し
た
の
が
2
歩
目
、
そ
し
て
一
歩
目
と
同
じ
よ
う
に
踏
む
の
が
三
歩
目
と
な
り
、
禹
歩
が
完
成
さ
れ
る
。
番
号
を
付
し
て

図
示
し
て
み
る
。

〈
三
歩
目
〉　
〈
二
歩
目
〉　
〈
一
歩
目
〉　
〈
始
め
の
構
え
〉

 

⑧ 
 

⑥ 
④ 

② 
 

○

 

⑨ 

⑦ 

⑤ 
 

③ 

① 

○

右
の
よ
う
な
足
取
り
で
、
禹
歩
が
行
わ
れ
る
。
総
移
動
距
離
は
二
丈
一
尺
（
約
6
・
3
㍍
）
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
歩
幅
は
約
1
・
05

㍍
と
な
る
。
足
の
サ
イ
ズ
を
差
し
引
い
て
も
、
か
な
り
大
股
で
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
①
か
ら
②
、
④
か
ら
⑤
、
⑦
か
ら
⑧
へ
の

移
動
に
つ
い
て
は
、
片
足
で
全
体
重
を
支
え
な
が
ら
大
き
く
踏
み
出
す
の
だ
か
ら
、
体
を
安
定
さ
せ
る
だ
け
で
も
一
苦
労
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
歩
幅
の
大
き
さ
ゆ
え
に
、
一
歩
一
歩
の
踏
み
出
し
方
に
勢
い
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
所
作
が
遅
く
な
る
の
は
、
当

然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
、
歩
行
の
不
自
然
さ
が
、
儀
式
と
し
て
の
意
味
づ
け
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
抱
朴
子
』
登
渉
篇
（
内
篇
巻
十
七
）
に
も
、
禹
歩
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
記
述
に
は
先
の
仙
薬
篇
と
違
う
箇
所
が
あ

る
。
登
渉
篇
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
資
料
4
】『
抱
朴
子
』
登
渉
篇

禹
歩
法
、
正
立
、
右
足
在
前
、
左
足
在
後
、

次
復
前
左
足
、
次
前
右
足
、
以
左
足
従
右
足
併
、
是
一
歩
也
。
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八

次
復
前
右
足
、
次
前
左
足
、
以
右
足
従
左
足
併
、
是
二
歩
也
。

次
復
前
左
足
、
次
前
右
足
、
以
左
足
従
右
足
併
、
是
三
歩
也
。

如
此
、
禹
歩
之
道
畢
矣
。
凡
作
天
下
百
術
、
皆
宜
知
禹
歩
、
不
獨
此
事
也
。

登
渉
篇
と
は
、
入
山
法
を
記
し
た
篇
で
あ
る
。【
資
料
3
】
の
仙
薬
篇
に
は
記
述
の
な
か
っ
た
、
踏
み
出
す
前
の
体
勢
も
示
さ
れ
て
い
る
。
登
渉

篇
で
は
、
右
足
を
前
に
一
歩
踏
み
出
し
た
形
が
最
初
の
体
勢
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
足
の
運
び
方
は
、
仙
薬
篇
と
同
じ
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
の
箇
所
で
、
全
て
の
術
を
行
う
た
め
に
は
、
禹
歩
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
禹
歩
は

全
て
の
術
の
基
本
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
全
て
の
術
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
、
熟
達
し
た
道
士
の
所
業
で
あ
る
と
理
解
す
る
な

ら
、
禹
歩
が
で
き
な
い
よ
う
な
道
士
に
よ
る
呪
術
行
為
を
制
限
し
た
記
述
で
あ
る
と
も
読
め
る
。

さ
ら
に
、
登
渉
篇
に
お
け
る
記
述
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
禹
歩
を
六
四
卦
の
既
済
の
卦
の
模
写
と
す
る
考
え
方
が
図
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
既
済
の
卦
の
爻
は
「
��

�
」
と
表
さ
れ
、
陽
爻
「
－
」
を
片
足
を
踏
み
出
し
た
状
態
、
陰
爻
「
--
」
を
両
足
を
揃
え
た
状
態
に
見

立
て
て
い
る
。
六
四
卦
は
八
卦
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
そ
の
八
卦
は
自
然
の
摂
理
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
既
済
の
卦
は
、〈
乾
（
�
）
+
坤

〈
�
〉〉
と
い
う
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
。
ま
た
、
乾
卦
は
五
行
の
「
水
」、
坤
卦
は
五
行
の
「
火
」
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、「
水
」
は
月
を
、「
火
」
は
日
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
の
で
、
禹
歩
を
踏
む
こ
と
は
、
地
に
お
い
て
天
を
踏
み
し
め
る
こ
と
だ
と
い
う
解
釈

に
至
る
。
す
で
に
睡
虎
地
日
書
に
示
さ
れ
て
い
た
北
斗
信
仰
と
の
関
わ
り
と
も
関
係
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

＊　

＊　

＊

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
禹
歩
と
は
、
旅
行
の
安
全
祈
願
、
病
の
治
療
法
、
魔
除
け
の
歩
行
法
あ
る
い
は
入
山
術
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
治
水
神
や
行
路
神
と
し
て
の
禹
に
因
む
も
の
も
あ
り
、
禹
歩
に
多
様
な
意
味
づ
け
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ



二
九

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

た
。
天
地
と
の
関
係
、
治
水
と
の
関
わ
り
、
そ
れ
ら
が
複
雑
に
統
合
さ
れ
て
い
る
の
が
、
中
国
に
お
け
る
禹
歩
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

二　

日
本
に
お
け
る
禹
歩

│
陰
陽
師
が
担
う
呪
術

│

こ
こ
で
は
、
日
本
に
お
け
る
状
況
を
整
理
し
て
い
く
。
禹
歩
の
目
的
は
後
述
す
る
の
で
、
ま
ず
は
定
義
を
確
認
し
て
い
く
。
禹
歩
、
あ
る
い

は
反
閇
に
つ
い
て
、
明
確
な
定
義
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
か
な
り
時
代
は
下
る
が
江
戸
期
の
『
貞
丈
雑
記
』
と
『
禹
歩
僊
決
』
の
二
書
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
記
述
を
見
て
い
く
と
、
過
去
の
ど
の
よ
う
な
情
報
が
摂
取
さ
れ
、
か
つ
、
新
た
に
ど
う
展
開
し
た
の
か
が
見
て
と
れ
る
。

で
は
、『
貞
丈
雑
記
』
か
ら
検
討
し
て
い
く
。）
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な
お
、
以
下
の
資
料
で
は
、「
反
閇
」
と
も
「
禹
歩
」
と
も
様
々
に
表
記
さ
れ
る
が
、
ほ
ぼ
同

義
で
あ
る
。
ま
た
、「
反
閇
」
は
「
反
閉
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
同
義
な
の
で
、
引
用
資
料
以
外
の
部
分
で
は
「
反
閇
」
に
統
一
し
た
。

【
資
料
5
】
伊
勢
貞
丈
『
貞
丈
雑
記
』
巻
十
六　

神
佛
類
之
部

反
閇
と
云
は
神
拜
の
時
す
る
事
也
。
陰
陽
師
の
法
也
。
三
足
の
反
閇
、
五
足
の
へ
ん
ば
い
、
九
足
の
反
閇
な
ど
ゝ
て
あ
り
。
陰
陽
師
に
尋

学
べ
し
。
又
閇
配
と
も
書
也
。
古
代
貴
人
出
御
の
前
に
必
陰
陽
師
を
し
て
反
閇
を
行
は
し
む
事
、
舊
記
に
見
へ
た
り
。（
中
略
）
小
笠
原
長

秀
記
世
ニ
三
議

一
統
ト
云
人
の
起
居
動
静
に
五
字
の
閇
配
と
て
あ
る
べ
く
候
中
畧
五
字
と
い
ふ
は
天
武
博
亡
烈
な
り
。
陰
の
か
よ
ひ
と
は
右
よ
り
二
足
、
陽

の
か
よ
ひ
と
は
左
よ
り
ふ
む
べ
し
。
是
を
天
武
平
願
の
あ
し
と
も
云
下
畧
。
我
家
傳
来
の
書
、
旗
縫
口
傳
と
い
ふ
書
に
云
、
へ
ん
ば
い
ふ
む

儀
式
、
ご
へ
い
を
も
ち
、
九
字
の
文
唱
へ
如
此
た
る
べ
し
。
唱
る
列
、
め
ぐ
る
足
の
事

前
右足
九　
　
　
　
　
　
　

皆
右足
五　
　
　
　
　
　
　

闘
右足
三　
　
　
　
　
　
　

右
足

　
　
　
　
　

烈
右足
七　
　
　
　
　
　
　

者
左足
四　
　
　
　
　
　
　

臨
右足
一

在
左足
八　
　
　
　
　
　
　

陣
左足
六　
　
　
　
　
　
　

兵
左足
二　
　
　
　
　
　
　

左
足



三
〇

右
の
如
く
見
え
た
り
。
①
臨
兵
闘
者
皆
陣
烈
在
前
と
云
九
字
の
文
を
唱
な
が
ら
、
左
右
の
足
を
踏
み
運
ぶ
事
を
云
也
。
前
の
長
秀
記
に
見

え
た
る
天
武
博
亡
烈
も
此
五
字
を
唱
へ
て
ふ
む
な
り
。
②
九
字
の
反
閇
、
七
字
の
反
閇
、
五
字
の
反
閇
な
ど
ゝ
云
事
有
と
ぞ
、
陰
陽
家
に

て
知
る
べ
し
。
東
鏡
巻
五
十
一
、
弘
長
三
年
十
二
月
廿
四
日
庚
午
、
天
晴
入
レ
夜
雨
降
今
日
評
定
衆
等
参
二
相
州
亭
一
御
産
所
并
御
方
違
等

事
有
二
其
沙
汰
一
召
二
陰
陽
師
等
一
被
レ
尋
二
面
々
異
見
一
中
畧
晴
茂
申
云
當
二
閇
坏
八
座
方
一
在
二
其
憚
一
云
々
。
按
ず
る
に
古
書
は
文
字
に
拘
ら

ず
記
す
事
多
し
。
さ
れ
ば
閇
坏
も
反
閇
も
同
事
な
る
べ
き
か
。
閇
坏
八
座
と
云
は
悪
き
方
角
と
見
え
た
り
。
③
其
悪
き
方
角
を
ふ
み
破
る

呪
禁
の
方
術
を
行
ふ
事
を
反
閇
を
ふ
む
と
云
な
る
べ
き
か
。
将
軍
家
な
ど
出
行
の
前
に
は
必
反
閇
を
行
ふ
事
は
悪
き
方
角
を
ふ
み
破
る
呪

禁
な
る
べ
き
に
や
。

ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
反
閇
の
足
取
り
に
、
従
来
の
説
と
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。『
抱
朴
子
』
仙
薬
篇
に
は
、
最
初
の
一
歩

め
が
「
左
│
右
│
左
」
の
順
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
貞
丈
雑
記
』
で
は
「
右
│
左
│
右
」
と
あ
る
。
他
に
禹
歩
の
足
取
り
を
図
示
し
た
も
の
に

は
、
後
掲
資
料
の
『
禹
歩
僊
決
』
と
若
杉
家
文
書
『
小
反
閇
作
法
并
護
身
法
』
と
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
禹
歩
の
足
取
り
は
『
抱
朴
子
』
と
同

じ
な
の
で
、『
貞
丈
雑
記
』
だ
け
が
逆
の
足
取
り
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
単
純
な
書
き
違
え
な
の
か
、
そ
れ
と
も
伊
勢
貞
丈
な
り
の
解
釈

で
あ
っ
た
の
か
、
理
由
は
分
か
ら
な
い
。

足
取
り
の
問
題
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
に
し
ろ
、『
貞
丈
雑
記
』
に
は
、
反
閇
に
対
す
る
認
識
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
有
力
な
情
報
が
提

供
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
傍
線
①
で
は
、「
九
字
の
文
を
唱
え
な
が
ら
」
反
閇
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
後
掲
資
料
の
若
杉
家
文

書
で
は
、「
次
四
縦
五
横
呪
并
印
↓
次
禹
歩
↓
次
禹
歩
立
留
呪
曰
」
と
い
う
次
第
で
行
わ
れ
る
の
で
、
段
取
り
に
差
異
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

若
杉
家
文
書
で
は
、「
四
縦
五
横
呪
并
印
」、
す
な
わ
ち
九
字
を
き
っ
た
後
に
禹
歩
を
行
う
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
が
、『
貞
丈
雑
記
』
で

は
、「
九
字
の
文
を
唱
え
な
が
ら
」
と
あ
り
、
儀
式
と
し
て
は
少
々
簡
略
化
さ
れ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

次
の
傍
線
②
に
は
、
反
閇
に
「
九
字
」「
七
字
」「
五
字
」
と
い
う
、
三
種
類
の
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
反
閇
を
し
な
が
ら
唱



三
一

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

え
る
呪
文
の
文
字
数
を
指
し
て
い
よ
う
。
最
後
の
傍
線
③
に
は
、
反
閇
の
意
義
が
明
記
さ
れ
、
そ
れ
は
「
其
悪
き
方
角
を
ふ
み
破
る
呪
禁
の
方

術
」
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。『
貞
丈
雑
記
』
で
の
理
解
と
し
て
は
、
悪
い
方
角
へ
移
動
す
る
際
の
護
身
法
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
の
資
料
は
、
同
じ
く
江
戸
期
の
青
木
北
海
に
よ
る
『
禹
歩
僊
決
』
で
あ
る
。）
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青
木
北
海
と
は
、
天
明
三
〈
一
七
八
三
〉
〜
慶
應
元
〈
一
八

六
五
〉
年
の
人
で
あ
る
。
本
書
は
江
戸
時
代
の
道
教
関
係
書
と
さ
れ
る
。『
禹
歩
僊
決
』
で
は
、『
抱
朴
子
』
を
説
明
の
軸
と
し
な
が
ら
も
、
後

半
部
分
で
は
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
前
半
部
分
に
は
、
注
目
し
た
い
箇
所
に
（
ア
）（
イ
）（
ウ
）
の
傍
線
を
付
し
た
。
後
半
部
分
は
、
便

宜
上
、【
A
】
と
【
B
】
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

【
資
料
6
】
青
木
北
海
『
禹
歩
僊
決
』

千
里
を
行
に
一
歩
よ
り
起
る
に
て
心
に
歩
行
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
脚
ま
づ
是
に
従
ふ
。
さ
て
其
欲
す
る
所
に
善
悪
の
別
あ
る
は
人
情
の
常
に

て
内
に
蔵
る
る
所
の
心
を
外
に
形
す
者
は
脚
を
以
て
最
大
な
り
と
す
。
其
心
の
正
に
従
へ
ば
善
所
に
到
り
其
心
の
邪
に
従
へ
ば
悪
所
に
到

る
人
（
ア
）
も
し
願
ひ
望
む
事
あ
り
て
其
事
の
成
就
を
得
ん
に
は
先
そ
の
心
を
正
し
く
し
て
天
然
の
数
理
に
因
て
第
一
に
其
歩
機
を
正
す

べ
き
事
な
り
。
其
歩
行
の
機
天
理
に
叶
ふ
き
に
は
天
人
合
一
と
な
り
て
邪
は
自
ら
避
け
正
は
自
ら
到
る
。
故
に
（
イ
）
人
の
祈
念
す
る
所

の
事
は
天
神
地
祇
相
感
応
し
て
其
欲
す
る
所
必
成
就
な
す
べ
き
な
り
。
旅
行
は
本
よ
り
大
川
を
渉
り
大
海
に
浮
び
深
山
に
登
り
幽
谷
に
入

な
ど
の
時
は
云
う
も
さ
ら
な
り
。（
ウ
）
勝
敗
得
失
損
益
弁
論
加
冠
婚
姻
何
事
に
付
て
も
身
の
大
事
な
る
時
に
は
先
禹
歩
を
な
し
て
心
身
を

正
す
べ
き
こ
と
な
り
。

武
備
志
に
凡
作
二
天
下
事
一
皆
宜
二
禹
歩
一
と
有
は
さ
る
事
に
て
一
時
流
行
の
邪
気
な
ど
は
決
て
身
に
中
る
事
無
る
べ
し
。
今
茲
天
保
六
、
乙

未
三
月
、
井
上
鶴
洲
先
生
の
勧
め
に
よ
り
禹
歩
の
図
解
を
著
し
好
事
の
人
に
示
す
事
と
は
な
り
ぬ
。

【
A
】
抱
朴
子
登
渉
篇
曰
、
初
│

一　

初
│

二
跡
、
不
レ
任
二
九
跡
数
一
、
然
相
因
仍
一
│

歩
七
尺
、
合
二
丈
一
尺
、
顧
レ
二
視
九
跡
一
、
禹
歩
正
立
、

右
足
在
レ
前
、
左
足
在
レ
後
、
次
復
前
二
左
足
一
、
次
前
二
右
足
一
。
以
二
左
足
一
従
二
右
足
一
、
併
是
一
歩
也
。
次
復
前
二
右
足
一
、
次
前
二
左



三
二

足
一
。
以
二
右
足
一
従
二
左
足
一
、
併
是
二
歩
也
。
次
復
前
二
左
足
一
、
次
前
二
右
足
一
、
以
二
左
足
一
従
二
右
足
一
、
併
是
三
歩
也
。
如
レ
此
禹
歩

之
道
畢
矣
。

　
　

禹
歩
正
立
図

　
　
　
　

初
│

一
在
レ
前

　
　
　
　

右　
　

足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
│

二
在
レ
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左　
　

足

此
の
如
く
足
を
踏
て
正
く
立
を
正
立
と
い
ふ
。
さ
て
右
足
在
レ
前
、
左
足
在
レ
後
と
は
、
便
ち
図
の
如
く
に
一
足
を
隔
て
踏
を
云
ふ
に
て
、

初
│

一　

初
│

二
と
あ
る
も
又
此
足
跡
の
謂
な
り
。
不
レ
任
二
九
跡
数
一
と
は
禹
歩
九
つ
の
足
跡
の
数
の
内
へ
、
此
の
二
跡
は
、
入
れ
ざ
る

と
云
ふ
こ
と
、
然
相
因
仍
一
歩
七
尺
と
は
禹
歩
の
法
三
足
踏
を
一
歩
と
云
て
、
其
一
歩
を
ば
七
尺
と
定
む
る
に
因
て
、
此
の
初
│

一　

初

│

二
の
寸
尺
は
七
尺
の
数
の
内
に
納
る
と
い
ふ
事
な
り
。
又
合
て
二
丈
一
尺
と
は
禹
歩
は
三
歩
に
て
畢
る
。
故
に
三
七
二
丈
一
尺
と
成
ば

な
り
。
一
跳
に
尺
三
寸
強
に
歩
す
る
と
き
は
三
跳
に
て
七
尺
と
な
れ
り
。
顧
二
視
九
跡
一
と
は
其
三
歩
の
跡
を
顧
る
を
云
ふ
。
武
備
志
に

挙
た
る

甲
符
応
経
見
レ
跡
禹
歩
仍
成
二
既
済
之
卦
一
也
と
云
る
、
便
是
な
り
。

　
　
　
　



三
三

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

右
の
如
に
し
て
三
歩
畢
と
き
に
は
其
跡
九
跡
と
な
る

　
　
　
　

此
の
九
跡
を
顧
視
れ
ば
即
ち
水
火
既
済
の
卦
象
な
る

　
　
　
　

【
B
】
右
の
如
く
既
済
の
卦
と
な
り
て
此
の
①
九
跡
の
指
の
数
都
て
四
十
五
と
な
れ
り
。
此
の
数
は
今
世
に
云
ふ
洛
書
の
数
な
り
。
此
の
②
四

十
五
に
初
│

一　

初
│

二
の
指
数
十
を
加
る
と
き
は
天
数
二
十
五
、
地
数
三
十
の
五
十
五
と
な
り
。
天
地
の
数
を
尽
せ
る
に
至
れ
り
。
又

③
足
の
踏
所
を
大
略
九
寸
と
定
め
既
済
の
六
交
を
以
て
倍
す
る
と
き
は
六
九
五
十
四
と
な
れ
り
。
是
に
指
数
の
四
十
五
を
合
す
る
と
き

は
、
其
数
九
十
九
と
な
る
。
是
に
又
禹
歩
す
る
人
の
一
身
を
加
え
る
と
き
は
百
と
な
り
て
原
の
一
に
復
す
。
さ
て
④
踏
所
の
九
寸
を
以

て
九
跡
を
倍
す
る
と
き
は
九
九
八
十
一
な
り
。
是
に
又
総
数
の
九
十
九
を
合
す
る
と
き
は
其
数
百
八
十
と
な
り
て
十
有
八
変
の
理
を
見

は
す
。
釈
氏
は
十
八
日
を
以
て
観
世
音
の
縁
日
と
為
こ
と
是
に
因
れ
り
。
又
⑤
観
世
音
を
三
十
三
躰
と
す
る
事
は
三
三
の
数
に
て
此
を



三
四

三
三
か
九
と
な
し
本
迹
の
二
つ
に
象
り
て
二
九
の
十
八
日
と
な
す
。
此
自
然
の
数
に
因
る
か
故
な
り
。
さ
て
⑥
水
火
の
二
卦
は
日
月
の

象
に
て
萬
物
の
化
育
を
蒙
る
事
是
に
因
ゆ
ゑ
自
然
に
既
済
の
卦
を
形
す
。
さ
て
右
の
如
く
に
歩
行
す
る
を
禹
歩
と
称
す
る
事
は
禹
の
洪

範
九
躊
は
洛
書
よ
り
起
る
と
云
ふ
説
に
よ
り
て
命
け
し
事
な
る
べ
し
。

ま
ず
、
前
半
部
分
の
傍
線
（
ア
）（
イ
）（
ウ
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
禹
歩
の
必
要
性
や
目
的
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
傍
線
（
ア
）
の
「
天
然

の
数
理
に
因
て
」
と
い
う
の
は
、
後
に
展
開
さ
れ
る
【
B
】
の
内
容
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
後
述
す
る
。
傍
線
（
イ
）
の
「
天
神
地
祇
相
感

応
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
禹
歩
に
よ
っ
て
天
と
地
が
結
び
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
【
資
料
1
】
睡
虎
地
日
書
の
記
述
に

対
す
る
指
摘
に
見
ら
れ
た
と
お
り
、
禹
歩
は
北
斗
信
仰
と
も
関
わ
り
が
あ
る
。
地
面
に
北
斗
七
星
を
象
る
足
跡
を
つ
け
、
そ
こ
を
踏
み
固
め
て

い
く
こ
と
で
、
禹
歩
が
完
成
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
傍
線
（
イ
）
の
言
葉
は
、
禹
歩
に
よ
っ
て
天
と
地
が
結
び
付
け
ら

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
傍
線
（
ウ
）
に
は
、
自
身
に
関
わ
る
大
事
を
行
う
際
に
は
禹
歩
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

次
に
【
A
】
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
『
抱
朴
子
』
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
内
容
的
に
通
じ
る
点
が
多
い
。「
禹
歩
正

立
図
」
と
し
て
示
さ
れ
た
図
も
、
前
掲
の
【
資
料
4
】『
抱
朴
子
』
登
渉
篇
に
お
い
て
、「
禹
歩
法
、
正
立
、
右
足
在
前
、
左
足
在
後
」
と
あ
っ

た
こ
と
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
禹
歩
僊
決
』
の
説
明
の
さ
れ
方
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
最
後
の
【
B
】
で
あ
る
。
禹
歩
が
既
済
の
卦
の
模
写
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
は
、『
抱
朴
子
』
登
渉
篇
に
も
見
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、
既
済
卦
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
禹
歩
の
歩
数
か
ら

は
、
自
然
と
感
応
す
る
一
八
と
い
う
数
字
が
導
け
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。【
B
】
に
は
、
こ
の
一
八
と
い
う
数
字
を
導
く
過
程
が
記
さ
れ
て

い
る
。
傍
線
番
号
に
従
っ
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



三
五

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

①
3
×
3
歩
＝
9
足
。
足
の
指
5
本
×
9
足
＝
45
↓
洛
書）

18
（

の
数
（
15
×
3
）
と
一
致
す
る
。

②
45
＋
（
初
1
・
初
2
の
指
の
数
10
）
＝
55
↓
天
数
25
＋
地
数
30
↓
天
地
の
数
を
尽
く
す
。

③
足
を
踏
む
所
を
だ
い
た
い
9
寸
と
し
、
既
成
の
卦
6
爻
を
か
け
る
。
↓
54

54
＋
指
の
数
45
（
9
歩
×
5
本
）
＝
99

99
＋
禹
歩
を
す
る
人
の
身
の
数
1
＝
100
↓
も
と
の
1
に
戻
る
。

④
踏
む
所
の
9
寸
×
9
跡
＝
81

81
＋
総
数
99
＝
180
↓
十
有
八
変
の
理
＝
観
世
音
の
縁
日
は
18
日
。

⑤
観
世
音
↓
33
体
。
3
×
3
＝
9

9
×
本
迹
の
「
2
」
＝
18
：
自
然
の
数

⑥ 

既
成
の
卦
は
、
水
と
火
の
卦
か
ら
成
る
。
水
火
の
卦
＝
日
月
の
象
＝
万
物
の
化
育
を
蒙
る
。
だ
か
ら
、
18
と
い
う
自
然
の
数
が
導
き
出

さ
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
禹
歩
の
歩
数
を
、
自
然
と
感
応
す
る
数
字
で
あ
る
と
い
う
説
明
の
さ
れ
方
が
、『
禹
歩
僊
決
』
の
特
徴
で
あ
る
。
前
半
の
傍
線

（
ア
）
に
相
当
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、『
抱
朴
子
』
登
渉
篇
の
解
釈
か
ら
、
独
自
に
応
用
し
て
導
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、

江
戸
期
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
禹
歩
の
定
義
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
次
に
、
禹
歩
の
目
的
を
整
理
し
て
い
く
。
多
様
な
意
味
づ
け
が
確
認
さ
れ
た
中
国
で
の
状
況
に
対
し
て
、
日
本
で
の
場
合
、
禹
歩
は
邪

気
を
祓
う
護
身
法
と
し
て
、
や
や
限
定
的
な
作
法
と
な
っ
て
い
る
。
最
初
に
挙
げ
た
の
は
、
若
杉
家
文
書
『
小
反
閇
作
法
并
護
身
法
』
で
あ
る
。）

19
（

こ
の
書
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
禹
歩
が
「
小
反
閇
」
の
一
作
法
と
し
て
扱
わ
れ
、
護
身
法
の
一
環
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
お
お
ま

か
な
段
取
り
を
次
に
ま
と
め
た
。



三
六

【
資
料
7
】
若
杉
家
文
書
『
小
反
閇
作
法
并
護
身
法
』

①
先
向
可
出
之
便
門
申
事
由
於
玉
女 

⑦
次
刀
禁
呪

②
次
観
五
気
三
打
天
鼓
而
臨
目
思 

⑧
次
四
縦
五
横
呪
并
印

③
次
勧
請
呪 

⑨
次
禹
歩　

④
次
天
門
呪　

 

⑩
次
禹
歩
立
留
呪
曰

⑤
次
地
戸
呪　

 

⑪
次
六
歩　

秘
説

⑥
次
玉
女
呪

①
の
傍
線
部
に
「
先
向
可
出
之
便
門
」
と
あ
る
よ
う
に
、
外
出
の
際
、
使
用
す
る
門
前
で
行
う
の
が
、
右
の
作
法
で
あ
る
。
①
は
、「
門
出
」
と

も
解
釈
で
き
る
。
禹
歩
は
、
⑨
⑩
と
い
う
最
後
の
段
階
で
行
わ
れ
る
。
禹
歩
の
足
取
り
は
前
章
の
【
資
料
3
】『
抱
朴
子
』
仙
薬
篇
に
示
さ
れ
た

も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
作
法
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
、
禹
歩
の
後
に
は
、
い
っ
た
ん
静
止
し
て
呪
を
唱
え
る
こ
と
が
、
⑩
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
掲
し
た
【
資

料
5
】『
貞
丈
雑
記
』
で
は
、
呪
を
唱
え
な
が
ら
禹
歩
を
行
う
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
、
右
の
【
資
料
7
】
の
よ
う
に
、
呪
を

唱
え
る
こ
と
と
、
禹
歩
を
行
う
こ
と
と
は
、
別
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。【
資
料
7
】
か
ら
分
か
る
の
は
、
外
出
に
際
し
て
様
々
な

神
の
名
を
挙
げ
て
祈
り
、
九
字
を
き
っ
て
禹
歩
を
し
て
、
呪
を
唱
え
る
と
い
う
、
一
連
の
作
法
を
行
う
こ
と
で
、
身
の
安
全
を
守
ろ
う
と
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
護
身
法
で
あ
る
。

禹
歩
の
目
的
は
、
や
は
り
邪
気
を
祓
い
、
護
身
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
陰
陽
道
書
か
ら
も
、
同
様
の
こ
と
が
分
か
る
。）

20
（

な
お
、【
資
料
8
】
以
降
の
文
献
で
は
、「
禹
歩
」
で
は
な
く
「
反
閇
」
と
表
記
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
以
下
で
は
「
反
閇
」
の
語
を

用
い
る
こ
と
と
す
る
。
先
述
し
た
が
、
両
者
の
意
味
は
同
じ
と
考
え
て
問
題
な
い
。



三
七

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

【
資
料
8
】『
陰
陽
博
士
安
倍
孝
重
勘
進
記
』　　
　

不
入
吉
日
例
付
四
不
出
日
例
（
御
移
徙
不
入
吉
日
の
例
）

　
　
　

長
元
六
年
八
月
十
九
日
壬
子
、
不
入
吉
日
、

四
不
出
日
、女（

上
東
門
院
藤
原
彰
子
）

院
渡
御
上
東
門
院
、
号
京
極
殿
、

有
御
反
閇

　
　
　

永
暦
二
年
四
月
十
三
日
乙
卯
、
不
入
吉
日
、

四
不
出
日
、　

太（
後
白
河
）

上
皇
渡
御
新
造
東
山
殿
、
有
水
火
・
黄
午
・
御
反
閇
事

【
資
料
9
】『
陰
陽
道
旧
記
抄
』

於
新
所
可
被
御
祈
等
事

散
位供

歟

、
反
閇
、
火
灾
祭
、
土
公
祭
、
井
霊
祭
、
但
井
未
掘

不
行
之

【
資
料
8
】
で
は
、
割
注
部
分
に
反
閇
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
東
門
院
や
太
上
皇
は
、
移
動
に
吉
と
は
さ
れ
な
い
日
に
行
動
す

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
反
閇
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
は
、
陰
陽
師
に
先
導
さ
れ
て
反
閇
を
行
う
。
先
導
す
る
陰
陽
師
の
足

跡
を
な
ぞ
る
よ
う
に
踏
む
こ
と
で
、
反
閇
を
行
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、【
資
料
9
】
で
は
、
新
居
で
の
鎮
め
の
一
環
と
し
て
、
反
閇
が
行
わ
れ
て

い
る
。
地
を
踏
み
固
め
る
こ
と
で
、
新
居
に
潜
む
悪
い
も
の
を
封
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
土
公
祭
の
よ
う
な
地
鎮
法
と
並
ぶ
必
要
不
可
欠
な
も
の

と
し
て
、
反
閇
が
行
わ
れ
て
い
る
。【
資
料
8
】【
資
料
9
】
で
は
、
ど
ち
ら
で
も
邪
気
を
祓
う
護
身
と
し
て
の
意
味
合
い
の
強
い
こ
と
が
分
か

る
。以

上
の
よ
う
な
意
味
づ
け
は
、
繁
田
信
一
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。）

21
（

繁
田
氏
は
、
反
閇
が
行
わ
れ
る
場
合
と
し
て
、
次
の
四
つ
を

挙
げ
る
。
一
つ
め
は
、
天
皇
が
新
造
内
裏
に
入
る
時
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
保
二
年
十
月
十
一
日
の
、
一
条
天
皇
に
対
す
る
安
倍
晴
明
の
反
閇

が
初
例
で
あ
る
と
い
う
。
二
つ
め
と
し
て
、
国
司
が
任
国
へ
下
向
す
る
時
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
反
閇
と

は
、
こ
れ
か
ら
踏
み
込
ん
で
行
く
未
知
の
空
間
や
危
険
の
予
想
さ
れ
る
空
間
に
お
い
て
身
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
呪
術
で
あ
っ
た
」
と
い



三
八

う
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
三
つ
目
と
し
て
、
新
築
の
邸
宅
を
使
い
始
め
る
前
の
新
宅
作
法
（
反
閇
を
含
む
諸
々
の
呪
術
の
習
合
儀
礼
）、
そ

し
て
四
つ
目
と
し
て
、
し
ば
ら
く
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
邸
宅
を
再
び
居
所
と
し
て
使
い
始
め
る
時
を
挙
げ
て
い
る
。
三
つ
目
・
四
つ
目
の
目

的
に
つ
い
て
は
、「
当
時
の
貴
族
層
の
人
々
の
認
識
に
お
い
て
、
新
築
の
も
の
に
限
ら
ず
、
家
宅
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
霊
鬼
の
住
む
危
険

な
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
後
に
は
、「
陰
陽
師
に
反
閇
を
行
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
空
家
の
危
険
性
へ
の
対
処
法
と

し
て
最
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。）

22
（

繁
田
氏
の
ご
論
考
に
よ
り
、【
資
料
7
】
以
降
に
見
出
さ
れ
る
反
閇

の
意
義
が
、
補
強
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
陰
陽
師
が
反
閇
な
ど
の
呪
術
を
担
っ
て
い
く
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
陰
陽
道
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
、
山
下
克
明
氏
が
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
。）

23
（

山
下
氏
に
よ
れ
ば
、
陰
陽
寮
に
お
い
て
、
呪
術
的
な
活
動
が
始
ま
る
の
は
、
平
安
時
代
以
降
で
あ
り
、
奈
良
時
代
で
は
、
呪
術
や
祭

祀
に
関
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
呪
術
的
な
体
系
は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
展
開
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
も
と
も
と
令
制
で
は
神
祇
官
祭
祀
や
典
薬
寮
呪
禁
博
士
な
ど
の
職
分
と
さ
れ
て
い
た
呪
術
も
、
次
第
に
陰
陽
師
が
担
っ
て
い
っ

た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
反
閇
に
つ
い
て
も
同
様
で
、「
陰
陽
師
が
刀
剣
を
用
い
て
邪
気
を
祓
う
反
閇
・
身
固
の
原
型
も
、
医
療
を
つ
か

さ
ど
る
典
薬
寮
の
呪
禁
博
士
な
ど
が
行
な
う
呪
禁
・
解
忤
・
持
禁
の
法
」
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

平
安
時
代
に
お
い
て
、
邪
気
祓
い
・
護
身
法
と
し
て
定
着
し
て
い
く
反
閇
は
、
陰
陽
道
の
展
開
に
従
っ
て
、
陰
陽
師
の
占
有
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
。
呪
術
的
な
行
為
を
陰
陽
師
が
担
っ
て
い
く
と
い
う
、
平
安
時
代
の
陰
陽
道
に
お
け
る
一
つ
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

反
閇
か
ら
身
固
め
へ
の
展
開

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
お
け
る
反
閇
は
、
陰
陽
師
の
担
う
呪
術
行
為
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
邪
気
祓
い
・
護
身
法
に
特
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
世
に
な
る
と
、
こ
の
反
閇
に
新
た
な
意
味
付
け
が
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
そ
れ
が
、
身
固
め
で
あ
る
。



三
九

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

江
戸
中
期
の
有
識
故
実
家
で
あ
る
滋
野
井
公
麗
の
『
禁
秘
御
抄
階
梯
』
に
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

【
資
料
10
】『
禁
秘
御
抄
階
梯
』

按
、
反
閉
稱
二
六
甲
術
一
、
其
作
法
、
安
賀
両
家
所
二
習
傳
一
有
二
異
同
一
歟
、
於
二
反
閉
一
者
有
二
禹
歩
一
、
史
記
夏
本
紀
禹
身
爲
レ
度
、
注
、
王
粛
曰
、
以
レ

身
爲
二
法
度
一
、
索
隠
曰
、
按
今
巫
猶
稱
二
禹
歩
一

、
身
固

者
反
閉
之
略
法
也
、
身
固
者
本
朝
之
名
目
也

右
の
傍
線
部
で
は
、
反
閇
と
い
う
大
き
な
括
り
の
中
に
禹
歩
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
や
、
身
固
が
反
閇
の
略
法
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
身
固
は
、
反
閇
の
和
名
で
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
反
閇
・
禹
歩
・
身
固
の
三
つ
が
、
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
次
に
示
す
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
の
説
話
に
、
新
た
な
読
み
が
可
能
と
な
る
。）

24
（

【
資
料
11
】『
宇
治
拾
遺
物
語
』　

巻
二
ノ
八　

晴
明
、
封
二
蔵
人
少
将
一
事

　

む
か
し
、
晴
明
、
陣
に
参
り
た
り
け
る
に
、
前
花
や
か
に
追
は
せ
て
、
殿
上
人
の
参
り
け
る
を
見
れ
ば
、
蔵
人
の
少
将
と
て
、
ま
だ
わ

か
く
花
や
か
な
る
人
の
、
み
め
、
ま
こ
と
に
清
げ
に
て
、
車
よ
り
お
り
て
、
内
に
参
り
た
り
け
る
程
に
、
①
こ
の
少
将
の
う
へ
に
、
烏
の

飛
て
と
ほ
り
け
る
が
、
ゑ
ど
を
し
か
け
け
る
を
、
晴
明
、
き
と
見
て
、「
あ
は
れ
、
世
に
も
あ
ひ
、
年
な
ど
も
わ
か
く
て
、
み
め
も
よ
き
人

に
こ
そ
あ
ん
め
れ
、
式
に
う
て
け
る
に
か
、
②
こ
の
烏
は
、
式
神
に
こ
そ
有
け
れ
」
と
思
ふ
に
、
然
べ
く
て
、
此
少
将
の
生
く
べ
き
報
や

あ
り
け
ん
、
い
と
お
し
う
、
晴
明
が
覚
て
、
少
将
の
そ
ば
へ
歩
み
よ
り
て
、「
御
前
へ
参
ら
せ
給
か
。
さ
か
し
く
申
や
う
な
れ
ど
も
、
な
に

か
参
ら
せ
た
ま
ふ
。
③
殿
は
、
今
夜
え
す
ぐ
さ
せ
給
は
じ
と
見
奉
る
ぞ
。
然
べ
く
て
、
を
の
れ
に
は
見
え
さ
せ
給
へ
る
な
り
。
い
ざ
さ
せ

給
へ
。
物
心
み
ん
」
と
て
、
ひ
と
つ
車
に
乗
り
け
れ
ば
、
少
将
わ
な
ゝ
き
て
、「
あ
さ
ま
し
き
事
哉
。
さ
ら
ば
、
た
す
け
給
へ
」
と
て
、
ひ

と
つ
車
に
乗
て
、
少
将
の
里
へ
い
で
ぬ
。
申
の
時
斗
の
事
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
か
く
、
出
で
な
ど
し
つ
る
程
に
、
日
も
暮
ぬ
。



四
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④
晴
明
、
少
将
を
つ
と
い
だ
き
て
、
身
か
た
め
を
し
、
又
、
な
に
事
か
、
つ
ふ
〳
〵
と
、
夜
一
夜
い
も
寝
ず
、
声
だ
え
も
せ
ず
、
読
き

か
せ
、
加
持
し
け
り
。
秋
の
夜
の
長
に
、
よ
く
〳
〵
し
た
り
け
れ
ば
、
暁
が
た
に
、
戸
を
は
た
〳
〵
と
た
ゝ
き
け
る
に
、「
あ
れ
、
人
出
し

て
、
き
か
せ
給
へ
」
と
て
、
聞
か
せ
け
れ
ば
、
こ
の
少
将
の
あ
ひ
聟
に
て
、
蔵
人
の
五
位
の
あ
り
け
る
も
、
お
な
じ
家
に
、
あ
な
た
こ
な

た
に
す
へ
た
り
け
る
が
、
此
少
将
を
ば
、
よ
き
聟
と
て
、
か
し
づ
き
、
今
ひ
と
り
を
ば
、
事
の
外
に
思
お
と
し
た
り
け
れ
ば
、
ね
た
が
り

て
、
陰
陽
師
を
か
た
ら
ひ
て
、
式
を
ふ
せ
た
り
け
る
也
。

　

さ
て
、
⑤
そ
の
少
将
は
死
な
ん
と
し
け
る
を
、
晴
明
が
見
付
て
、
夜
一
夜
、
祈
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
ふ
せ
け
る
陰
陽
師
の
も
と
よ
り
、

人
の
来
て
、
た
か
や
か
に
、「
心
の
ま
ど
ひ
け
る
ま
ゝ
に
、
よ
し
な
く
、
ま
も
り
つ
よ
か
り
け
る
人
の
御
た
め
に
、
仰
を
そ
む
か
じ
と
て
、

式
ふ
せ
て
、
す
で
に
式
神
か
へ
り
て
、
お
の
れ
、
た
ゞ
い
ま
、
式
に
う
て
て
、
死
侍
ぬ
。
す
ま
じ
か
り
け
る
事
を
し
て
」
と
い
ひ
け
る
を
、

晴
明
、「
こ
れ
、
聞
か
せ
給
へ
。
夜
部
、
見
付
参
ら
せ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
か
や
う
に
こ
そ
候
は
ま
し
」
と
い
ひ
て
、
そ
の
使
に
人
を
そ
へ

て
、
や
り
て
聞
き
け
れ
ば
、「
⑥
陰
陽
師
は
や
が
て
死
け
り
」
と
ぞ
い
ひ
け
る
。

　

式
ふ
せ
さ
せ
け
る
聟
を
ば
、
し
う
と
、
や
が
て
追
い
す
て
け
る
と
ぞ
。
晴
明
に
は
泣
く
〳
〵
悦
て
、
お
ほ
く
の
事
ど
も
し
て
も
あ
か
ず

ぞ
よ
ろ
こ
び
け
る
。

　

た
れ
と
は
お
ぼ
え
ず
、
大
納
言
ま
で
な
り
給
け
る
と
ぞ
。

右
の
説
話
は
、
安
倍
晴
明
の
活
躍
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
傍
線
①
「
こ
の
少
将
の
う
へ
に
、
烏
の
飛
て
と
ほ
り
け
る
が
、
ゑ
ど
を
し
か
け
け

る
」
と
し
て
、
蔵
人
少
将
に
糞
を
落
と
し
た
鳥
を
、
晴
明
が
、
傍
線
②
「
こ
の
烏
は
、
式
神
」
と
見
抜
く
。
そ
し
て
、
傍
線
③
「
殿
は
、
今
夜

え
す
ぐ
さ
せ
給
は
じ
と
見
奉
る
ぞ
」
の
よ
う
に
、
こ
の
式
神
の
呪
に
触
れ
た
こ
と
で
蔵
人
少
将
の
命
が
危
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
晴
明
は
、
傍
線

④
「
晴
明
、
少
将
を
つ
と
い
だ
き
て
、
身
か
た
め
を
し
、
又
、
な
に
事
か
、
つ
ふ
〳
〵
と
、
夜
一
夜
い
も
寝
ず
、
声
だ
え
も
せ
ず
、
読
き
か
せ
、

加
持
し
け
り
」
と
し
て
、
蔵
人
少
将
の
体
を
抱
き
、
一
晩
中
呪
文
を
唱
え
続
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
身
固
め
の
呪
法
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
傍
線
⑤
「
そ
の
少
将
は
死
な
ん
と
し
け
る
を
、
晴
明
が
見
付
て
、
夜
一
夜
、
祈
た
り
け
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
式
神
の
呪
に
触
れ

た
蔵
人
少
将
は
、
晴
明
に
身
固
め
を
施
さ
れ
た
こ
と
で
生
命
の
危
機
を
回
避
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
蔵
人
少
将
へ
の
呪
い
に
失
敗

し
た
陰
陽
師
は
、
傍
線
⑥
と
あ
る
よ
う
に
、
呪
い
を
跳
ね
返
さ
れ
た
こ
と
で
命
を
落
と
し
て
い
る
。

こ
の
説
話
は
こ
れ
ま
で
、
安
倍
晴
明
が
蔵
人
少
将
に
身
固
め
を
し
た
、
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
時
代
は
下
る
が
、【
資
料
10
】『
禁

秘
御
抄
階
梯
』
を
参
照
す
れ
ば
、
身
固
め
が
反
閇
に
も
通
じ
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
反
閇
か
ら
派
生
、
も

し
く
は
発
展
し
た
も
の
が
、
身
固
め
の
呪
法
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
反
閇
は
地
面
を
踏
み
固
め
て
邪
気
を
祓
う
も
の
で
あ
り
、
身
固
め

は
対
象
者
の
体
を
強
く
抱
く
こ
と
で
邪
気
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
行
為
に
は
、
何
か
を
固
め
て
邪
気
を
祓
う
と
い
う
共

通
点
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
受
容
さ
れ
た
禹
歩
は
、
身
固
め
と
い
う
新
た
な
呪
法
と
し
て
応
用
さ
れ
、
独
自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に　
　
　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
古
代
中
国
に
淵
源
を
も
つ
禹
歩
は
、
日
本
に
伝
来
し
、
日
本
流
に
解
釈
さ
れ
な
が
ら
変
容
し
て
い
た
。
中
国

と
日
本
と
の
相
違
点
と
し
て
は
、
ま
ず
主
催
者
の
相
違
が
指
摘
で
き
た
。
中
国
で
の
禹
歩
は
、
旅
人
あ
る
い
は
患
者
本
人
が
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
陰
陽
師
が
先
導
し
、
対
象
者
は
陰
陽
師
の
足
跡
を
な
ぞ
っ
て
い
く
こ
と
で
呪
術
を
完
成
さ
せ
て
い
た
。
対
象
者

は
受
身
に
徹
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
反
閇
（
禹
歩
）
は
、
陰
陽
師
の
行
な
う
呪
術
作
法
と
し
て
占
有
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

も
う
一
つ
の
相
違
点
と
し
て
は
、
目
的
の
限
定
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
国
で
は
病
の
治
療
法
や
入
山
術
と
し
て
も
禹
歩
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
こ
と
は
日
本
に
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
旅
の
安
全
祈
願
や
新
居
な
ど
へ
の
引
越
し
に
際
し
て
行
な
わ
れ
る
邪
気

祓
い
・
護
身
法
に
徹
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
た
な
展
開
と
し
て
、
身
固
め
と
い
う
呪
術
作
法
が
見
出
せ
た
。
身
固
め
は
人
体
に



四
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対
す
る
邪
気
祓
い
で
あ
り
、
反
閇
（
禹
歩
）
の
応
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

禹
歩
と
い
う
中
国
の
思
想
的
作
法
を
受
け
容
れ
た
日
本
は
、
そ
の
意
義
を
取
捨
選
択
し
て
摂
取
し
、
さ
ら
に
は
独
自
の
新
展
開
を
も
見
せ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
中
国
思
想
受
容
の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
陰
陽
思
想
や
道
教
思
想
の
摂
取
の
様
相
を
知
る
一
端
と
な
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）　

禹
歩
と
反
閇
に
つ
い
て
、
辞
書
的
な
説
明
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 

◆
【
禹
歩
】（『
中
国
神
話
伝
説
大
事
典
』
大
修
館
書
店
）

 
 

巫
師
が
祈
祷
の
さ
い
行
う
独
特
の
足
の
運
び
方
。
明
代
の
『
広
博
物
志
』
巻
二
五
に
引
く
西
晋
代
の
皇こ

う

甫ほ

謐ひ
つ

〔
215
〜
282
〕
の
『
帝
王
世
紀
』
に
「
俗

に
、
禹
が
病
気
に
な
っ
て
半
身
が
麻
痺
し
た
た
め
、
歩
く
と
き
に
後
ろ
の
足
が
前
の
足
の
よ
り
も
前
に
出
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
巫
師

が
禹
歩
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
」、
前
漢
代
の
揚
雄
〔
前
53
〜
後
18
〕
の
『
法
言
』「
重

ち
ょ
う

黎れ
い

」
に
「
巫
の
歩
き
方
に
は
禹
歩
が
多
い
」
と
あ
り
、

晋
代
の
李
軌
が
「
禹
は
治
水
を
行
い
土
地
を
切
り
開
き
、
山
川
を
渡
り
歩
い
た
た
め
に
足
を
病
ん
だ
。
そ
れ
ゆ
え
跛

あ
し
な
えに

な
っ
た
。（
中
略
）
し
か
し
な
が

ら
、
俗
っ
ぽ
い
巫
師
に
は
禹
の
歩
き
方
を
ま
ね
る
者
が
多
い
」
と
注
を
付
し
て
い
る
。

 

◆
【
反
閉
】（『
角
川
古
語
大
辞
典
』）

 

護
身
法
と
と
も
に
、
陰
陽
師
の
行
う
代
表
的
な
呪
法
。
中
国
の
反
閉
局
法
（

甲
式
占
）
の
影
響
を
も
ち
つ
つ
独
自
に
成
立
し
た
、
結
界
の
構
成
法

で
、
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
特
異
な
足
取
り
で
大
地
を
踏
み
鎮
め
る
。
こ
れ
を
「
反
閉
を
踏
む
」
と
い
っ
た
。
陰
陽
師
の
持
ち
物
に
よ
っ
て
、
大
・
中
・

小
に
分
れ
、
五
足
（
五
字
）・
七
足
・
九
足
、
ま
た
三
足
の
踏
み
方
が
あ
る
。

（
2
）　

禹
王
伝
説　
『
帝
王
世
紀
』（『
芸
文
類
聚
』
帝
王
部
一
帝
夏
禹
）

 

帝
王
世
紀
曰
、
伯
禹
夏
后
氏
、
姒
姓
也
、
生
於
石

、
虎
鼻
大
口
、
両
耳
参
漏
、
首
戴
鉤
鈐
、
胸
有
玉
斗
、
足
文
履
巳
、
故
名
文
命
、
字
高
密
、
身
長

九
尺
二
寸
、
長
於
西
羌
、
西
羌
夷
人
也
、
其
父
既
放
、
降
在
疋
庶
、
有
聖
徳
、
夢
目
洗
於
河
西
、
四
岳
師
挙
之
、
舜
進
之
堯
、
堯
命
以
為
司
空
、
継
二

絃
　

治
水
一
、
乃
労
レ
身
渉
勤
、
不
レ
重
二
径
尺
之
璧
一
、
而
愛
二
日
之
寸
陰
一
、
手
足
胼
胝
。
故
世
伝
下
禹
病
二
偏
枯
一
、
足
不
中
相
過
上
、
至
レ
今
巫
称
二
禹
歩
一

是
也
、
又
納
礼
賢
人
、
一
沐
三
握
髪
、 

一
食
三
起
、
堯
美
其
績
、
乃
賜
姓
姒
氏
、
封
為
夏
伯
、
故
謂
之
伯
禹
、
天
下
宗
之
、
謂
之
大
禹
、
年
百
歳
、
崩

子
会
稽
、
因
葬
会
稽
山
陰
県
之
南
、
今
山
上
有
禹
塚
并
祠
、
下
有
群
鳥
芸
田 
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傍
線
部
の
よ
う
に
、
禹
は
、
父
絃
の
成
し
得
な
か
っ
た
九
州
開
き
を
達
成
し
た
も
の
の
、
各
地
を
巡
行
し
た
過
労
に
よ
り
足
腰
を
悪
く
し
、
偏
枯
を
引

い
て
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
禹
歩
と
い
う
名
称
の
由
来
で
あ
る
。
こ
の
歩
き
方
を
巫
女
ら
が
真
似
て
、
そ
の
行
為
に
呪
術
的
な
意
味
を
加
え

た
の
で
あ
る
。

（
3
）　

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
九
月
）

（
4
）　

工
藤
元
男
氏
「
埋
も
れ
て
い
た
行
神

│
主
と
し
て
秦
簡
『
日
書
』
に
よ
る

│
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
六
、
一
九
八
八
年
三
月
）

（
5
）　

工
藤
元
男
氏　

注
4
前
掲
論
文
。

（
6
）　

天
水
秦
簡
と
は
、
甘
粛
省
天
水
市
放
馬
灘
よ
り
、
一
九
八
六
年
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
時
期
的
に
は
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
と
ほ
ぼ
同
時
期
と
さ
れ
る
。

そ
の
天
水
秦
簡
の
「
日
書
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

・
天
水
秦
簡
「
日
書
」

 

　
　

禹
須
臾
行

 

　
　

得
擇
日
出
邑
門
。
禹
歩
三
、
郷
北
斗
、
質
畫
地
視
之
日
、

 

　
　

禹
有
直
五
横
、
今
利
行
。

 

　
　

行
母
爲
、
禹
前
除
、
得
。　
　
　

 

傍
線
部
の
よ
う
に
、
禹
歩
を
す
る
時
に
は
、「
北
斗
に
郷む

か

」
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
右
は
、
禹
歩
と
北
斗
信
仰
と
を
結
び
つ
け
る
資
料
と
な
っ
て

い
る
。

（
7
） 

工
藤
元
男
氏
「
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹

『
日
書
』
と
道
教
的
習
俗
」（『
東
方
宗
教
』
七
六
、
一
九
九
〇
年
十
一
月
）

（
8
） 

坂
出
祥
伸
氏
「
馬
王
堆
漢
墓
出
土
『
五
十
二
病
方
』
に
お
け
る
呪
術
的
治
療
の
一
側
面

│
「
禹
歩
」「
睡
」「
噴
」
に
よ
る
治
療
の
意
味

│
」（『
東

方
宗
教
』
一
〇
六
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
）

（
9
）　

工
藤
元
男
氏
注
4
前
掲
論
文
。

（
10
）　

酒
井
忠
夫
氏
「
反
閇
に
つ
い
て

│
日
・
中
宗
教
文
化
交
流
史
に
関
す
る
一
研
究
」（『
立
正
史
学
』
六
六
、
一
九
八
九
年
九
月
）

（
11
）　

本
文
お
よ
び
訳
文
は
小
曽
戸
洋
氏
・
長
谷
部
英
一
氏
・
町
泉
寿
郎
氏
編
『
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書　

五
十
二
病
方
』（
東
方
書
店
、
二
〇
一
〇
年

六
月
）
に
拠
る
。
ま
た
、
山
田
慶
児
氏
編
『
新
発
現
中
国
科
学
史
資
料
の
研
究
』
訳
注
篇
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
五
年
三
月
）
も
参

照
し
て
い
る
。



四
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（
12
）　
『
抱
朴
子
』
本
文
は
四
部
叢
刊
に
よ
る
。

（
13
）　

村
上
嘉
実
氏
「
道
教
医
学
か
ら
見
た
禹
歩
」（『
道
観
』
一
巻
四
号
、
一
九
八
一
年
六
月
。
同
タ
イ
ト
ル
で
、
同
書
一
巻
二
号
〈
同
年
四
月
〉、
同
一
巻

三
号
〈
同
年
五
月
〉
か
ら
の
連
続
シ
リ
ー
ズ
。
こ
の
論
考
は
四
号
で
完
結
）

（
14
）　
『
抱
朴
子
』
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
は
東
洋
文
庫
と
中
国
古
典
文
学
大
系
を
参
照
し
た
。

（
15
）　

王
相
日
と
は
、
王
日
（
春
は
寅
、
夏
は
巳
、
秋
は
申
、
冬
は
亥
）
と
、
相
日
（
春
は
巳
、
夏
は
申
、
秋
は
亥
、
冬
は
寅
）
の
組
み
合
わ
せ
が
、
五
行
相

生
の
関
係
に
あ
る
日
の
こ
と
を
い
う
。

（
16
）　
『
貞
丈
雑
記
』（
新
訂
増
補 

故
実
叢
書
一
六
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
）

（
17
）　

青
木
北
海
『
禹
歩
僊
決
』。
本
文
は
、
国
会
図
書
館
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
資
料
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
高
瀬
重
雄
氏
「
青
木
北
海
と
そ
の
『
禹
歩
僊
訣
』
に

つ
い
て
」（『
東
方
宗
教
』
三
九
、
一
九
七
二
年
四
月
）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
18
）　

洛
書
と
は
、
禹
の
時
代
に
、
洛
水
の
中
か
ら
現
れ
た
神
亀
の
甲
羅
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
図
で
あ
る
。
禹
は
こ
の
図
か
ら
政
の
九
つ
の
道
理
を
導
き
出
し

た
と
さ
れ
る
。『
河
図
』（
伏
義
の
時
代
に
黄
河
か
ら
現
れ
た
龍
馬
の
背
に
あ
っ
た
図
）
と
と
も
に
、
易
の
成
立
に
関
わ
っ
て
い
る
（『
周
易
繋
辞
伝
』）。

2 

│ 

7 

│  

6 

縦
横
対
角
の
和
が
十
五
に
な
る
、
九
宮
魔
方
陣

─  

─ 
 

─

9 

│ 

5 

│ 

1

─  

─ 
 

─

4 

│ 

3 

│ 

8

 

右
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
一
馨
氏
『
陰
陽
道　

呪
術
と
鬼
人
の
世
界
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
七
月
）、
金
谷
治
氏
『
易
の
話
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年

九
月
）
を
参
照
し
た
。

（
19
）　

本
文
お
よ
び
図
版
は
、
村
山
修
一
氏
編
著
『
陰
陽
道
基
礎
資
料
集
成
』（
東
京
美
術
、
一
九
八
七
年
）
に
拠
る
。
ま
た
、
本
資
料
と
は
別
の
資
料
を
紹

介
し
た
も
の
と
し
て
、
山
下
克
明
氏
「
若
杉
家
文
書
『
反
閇
作
法
并
作
法
』『
反
閇
部
類
記
』」（『
東
洋
研
究
』
一
六
四
、
二
〇
〇
七
年
七
月
）
も
重
要

で
あ
る
。

（
20
）　

本
文
は
、
詫
間
直
樹
氏
・
高
田
義
人
氏
編
『
陰
陽
道
関
係
史
料
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
七
月
）
に
拠
る
。
な
お
、『
陰
陽
博
士
安
倍
孝
重
勘
進
記
』

と
は
、
安
倍
孝
重
に
よ
る
も
の
で
、
後
鳥
羽
上
皇
の
命
に
よ
り
、
承
元
四
年
〈
一
二
一
〇
〉
に
作
成
さ
れ
た
陰
陽
道
書
で
あ
る
。
ま
た
、『
陰
陽
道
旧
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五

禹
歩
・
反
閇
か
ら
身
固
め
へ

記
抄
』
は
鎌
倉
時
代
前
期
頃
の
成
立
と
さ
れ
、
筆
者
に
は
安
倍
氏
に
属
す
る
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）　

繁
田
信
一
氏
『
陰
陽
師
と
貴
族
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）

（
22
）　

繁
田
信
一
氏
『
平
安
貴
族
と
陰
陽
師　

安
倍
晴
明
の
歴
史
民
俗
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
六
月
）

（
23
）　

山
下
克
明
氏
『
陰
陽
道
の
発
見
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）

（
24
）　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。


