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七

「
簠
簋
」
神
吉
日
の
説
話

―
―
中
世
末
陰
陽
道
に
お
け
る
伝
承
動
態
―
―

小　

池　

淳　

一

は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在

　

陰
陽
道
の
歴
史
的
研
究
に
お
い
て
、
中
近
世
移
行
期
の
解
明
は
多
角
的
な
視
点
か
ら
行
な
わ
れ
る
べ
き
課
題

で
あ
る
。
近
年
の
陰
陽
道
研
究
は
、
古
代
に
お
け
る
成
立
と
展
開
、
中
世
に
お
け
る
拡
大
と
変
容
、
近
世
に
お

け
る
組
織
化
お
よ
び
浸
透
と
い
っ
た
様
相
に
つ
い
て
の
進
展
が
著
し
い（

1
）。
こ
う
し
た
時
代
ご
と
の
研
究
が
深
化

し
て
い
く
な
か
で
、
陰
陽
道
に
ま
つ
わ
る
詳
細
な
事
実
や
事
象
が
対
象
化
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
ら
の
起
点
や
発

生
、
展
開
や
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
時
代
を
ま
た
が
る
考
究
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
特
に
民
俗
事

象
と
陰
陽
道
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
土
御
門
家
を
中
心
に
組
織
化
さ
れ
て
い
く
過
程
や
出
版
文

化
の
進
展
に
よ
る
「
陰
陽
道
の
知
」
の
展
開
、
類
似
・
近
接
す
る
宗
教
行
為
の
社
会
的
な
位
相
と
い
っ
た
諸

問
題（

2
）を
意
識
す
る
こ
と
で
、
歴
史
研
究
と
の
接
点
を
探
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
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か
け
て
地
域
社
会
や
多
様
な
階
層
へ
と
浸
透
し
た
陰
陽
道
の
動
向
は
、
近
現
代
の
民
俗
の
淵
源
と
見
な
す
こ
と

で
き
る
と
い
う
見
通
し
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　

本
稿
で
は
そ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
陰
陽
道
と
そ
の
周
辺
の
知
識
が
、
中
近
世
移
行
期
に
ど
の
よ
う

に
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
陰
陽
道
書
に
収
録
さ
れ
た
説
話
を
糸
口
に
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
中
近
世
に
広
く
利
用
さ
れ
た
陰
陽
道
書
『
三
國
相
傳
陰
陽
輨
轄
簠
簋
内
傳
金
烏
玉
兎
集
』（
以
下
、「
簠

簋
」
と
略
記
す
る（

3
））
に
収
め
ら
れ
た
説
話
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
注
釈
と
位
相
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
様
態

を
取
り
上
げ
な
が
ら
考
察
す
る
。
最
初
に
「
簠
簋
」
に
収
録
さ
れ
た
説
話
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
を
検
討
し
、
明

ら
か
に
す
べ
き
課
題
を
確
認
す
る
。
次
い
で
「
簠
簋
」
巻
三
の
神
吉
日
の
項
の
説
話
群
を
そ
の
注
釈
、
変
転
に

留
意
し
、
そ
の
位
相
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
説
話
が
中
世
末
の
「
簠
簋
」
と
そ
の
注
釈
の
記
録
に
お

い
て
、
ど
の
よ
う
な
動
態
を
具
体
的
に
示
す
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
見
出
せ
る
課
題
を
と
ら
え
て
い

く
。
全
体
と
し
て
、
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
陰
陽
道
書
の
編
成
の
な
か
で
の
説
話
の
位
置
づ
け
と
そ
の
特
徴

に
つ
い
て
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
い
。

一
　
研
究
史
と
本
稿
の
視
点

　

中
世
社
会
に
お
い
て
、
文
学
や
芸
能
、
宗
教
あ
る
い
は
法
律
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
注
釈
と
い
う
か

た
ち
の
説
話
の
引
用
、
想
起
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
世
と
い
う
社
会
を
貫
き
、
時
代
を
特
徴
づ
け
る
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思
考
と
表
現
の
様
式
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
中
心
は
説
話
文
学
研
究
で
あ
り
、
中
世
文
学
に
お
い
て
は

そ
う
し
た
視
点
が
浸
透
し
て
い
る（

4
）。

　

そ
の
こ
と
は
、
民
俗
研
究
に
お
い
て
も
、
眼
前
の
伝
承
行
為
を
対
象
と
し
て
き
た
民
俗
研
究
の
知
見
を
活
か

し
つ
つ
、
過
去
の
伝
承
と
そ
の
様
態
、
史
的
な
位
相
を
探
る
こ
と
を
可
能
に
す
る（

5
）。

本
稿
は
中
世
の
「
簠
簋
」

と
そ
の
類
書
に
収
録
さ
れ
て
い
く
説
話
を
扱
い
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
注
釈
の
営
み
、
す
な
わ
ち
伝
承
を
意
識

し
、
そ
れ
を
史
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
い
う
点
で
、
民
俗
研
究
の
一
端
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
「
簠
簋
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
お
お
ま
か
に
中
世
と
さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
「
神
吉
日
」
の
乙
巳
の
記

述
か
ら
、
西
田
長
男
は
「
そ
の
実
質
的
成
立
が
鎌
倉
時
代
に
あ
る（

6
）」

と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、「
簠
簋
」
が
中

世
末
に
は
五
巻
本
と
な
り
、
近
世
に
は
、
そ
の
か
た
ち
で
版
行
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
そ
の

「
実
質
的
」
と
い
う
語
に
包
含
さ
れ
る
振
れ
幅
を
勘
案
し
て
も
、
い
さ
さ
か
部
分
的
な
見
解
に
と
ど
ま
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
神
吉
日
の
項
が
、
西
田
の
い
う
「
簠
簋
」
の
実
質
的
成
立
を
う
か
が
う
た
め
に
も
重

要
な
箇
所
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

　
「
簠
簋
」
は
中
世
か
ら
近
世
の
初
め
に
か
け
て
、
密
教
と
の
交
渉
の
な
か
で
徐
々
に
か
た
ち
を
整
え
、
五
巻

本
へ
の
道
筋
を
た
ど
っ
た
と
筆
者
は
推
測
し
て
き
た（

7
）。

た
だ
し
、
書
写
年
次
が
明
記
さ
れ
る
中
世
期
の
写
本
の

奥
書
等
か
ら
う
か
が
う
と
、
そ
の
様
相
に
つ
い
て
は
戦
国
期
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
い（

8
）。
そ
し
て
、
中

世
末
ま
で
「
簠
簋
」
は
書
写
に
よ
る
書
物
の
継
承
と
い
う
常
識
的
な
動
態
を
い
さ
さ
か
超
え
る
大
き
な
振
れ
幅
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を
経
て
お
り
、
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
簠
簋
抄
』
が
独
立
し
て
い
く
の
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。「
簠
簋
」
か
ら
近
世
の
整
版
に
よ
る
『
簠
簋
抄
』
の
刊
行
に
至
る
過
程
を
広
く
と
ら
え
、
そ
う
し
た

様
相
を
具
体
的
に
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
説
話
と
そ
の
記
載
お
よ
び
様
式
に
着
目
す
る
こ

と
が
必
要
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
簠
簋
」
お
よ
び
「
簠
簋
抄
」
の
説
話
に
つ
い
て
は
渡
辺
守
邦
の
「『
簠
簋
抄
』
以
前
―
狐
の
子
安
倍
童
子
の

物
語
―（

9
）」
で
包
括
的
に
検
討
さ
れ
、
清
明
（
晴
明
）
伝
承
の
形
成
、
法
華
経
注
釈
と
の
交
渉
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
説
話
お
よ
び
そ
れ
を
用
い
た
注
釈
と
い
う
観
点
か
ら
は
、「
簠
簋
」
が
ど
の
よ
う
な
説
話
を
取
り
込

ん
で
い
る
か
、
そ
れ
ら
の
説
話
が
「
簠
簋
」
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
が
ど
う
い
っ
た
素
姓
を
持
つ
の
か
、
と
い
っ
た
追
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
特
に
い
わ
ゆ
る
〈
由
来
〉
の
章

の
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
議
論
は
綿
密
で
、
古
浄
瑠
璃
や
仮
名
草
子
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
時
期
の
さ
ま
ざ
ま

な
領
域
に
目
配
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
大
き
な
達
成
と
い
え
る（
10
）。

　

ま
た
渡
辺
は
後
年
、
古
活
字
本
か
ら
整
版
本
へ
の
移
行
を
凝
視
し
、「
簠
簋
抄
」
の
初
期
の
姿
を
探
ろ
う
と

す
る
検
討
を
進
め
た（
11
）。
こ
う
し
た
な
か
で
渡
辺
は
『
簠
簋
抄
』
に
お
け
る
説
話
が
仏
法
神
道
に
関
わ
り
を
持
つ

も
の
が
多
く
、
と
く
に
巻
三
の
三
宝
吉
日
と
神
吉
日
の
項
に
集
中
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る（
12
）。

　

近
年
で
は
中
野
瑛
介
が
「
簠
簋
抄
」
の
な
か
に
見
出
せ
る
五
〇
話
前
後
の
説
話
を
見
渡
し
、
そ
の
な
か
で
も

金
烏
、
蛇
毒
鬼
、
魚
養
、
宇
布
絹
の
鎧
を
め
ぐ
る
説
話
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
に
関
す
る
検
討
を
加
え
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て
い
る（

13
）。
さ
ら
に
中
野
は
『
簠
簋
抄
』
の
説
話
と
禅
宗
と
の
関
係
を
説
話
の
内
部
構
造
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
分

析
を
進
め
て
い
る（
14
）。

こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
説
話
の
内
部
構
造
と
そ
れ
を
も
た
ら
す
宗
教
環
境
へ
の
ま
な
ざ
し

は
、
陰
陽
道
の
移
行
期
に
光
を
あ
て
る
上
で
も
示
唆
に
満
ち
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
説
話
そ
の
も
の
と
文
学
史
研
究
と
の
双
方
に
ま
た
が
る
優
れ
た
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
冒

頭
に
述
べ
た
よ
う
に
陰
陽
道
の
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
、「
簠
簋
」

の
説
話
を
と
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
渡
辺
、
中
野
の
驥
尾
に
付
し
て
、
特
に
神
吉
日
の
説
話
を
取
り
上

げ
、
そ
の
位
相
と
動
態
と
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
　「
簠
簋
」
注
釈
の
諸
本
と
神
吉
日
の
説
話
の
位
相

　

中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
「
簠
簋
」
お
よ
び
そ
の
類
書
の
形
成
を
考
え
る
た
め
に
、
巻
三
の
神
吉
日
の
項
に

お
け
る
説
話
の
記
述
に
着
目
し
て
い
こ
う
。
対
象
と
す
る
の
は
、
以
下
の
書
写
年
次
が
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
と

奥
書
等
か
ら
判
明
す
る
「
簠
簋
」
の
類
書
と
そ
の
注
釈
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
永
禄
二
年
の
東
北
大
学
本
は
、
三
巻
あ
る
い
は
五
巻
と
い
う
「
簠
簋
」
の
諸
伝
本
の
な
か
で
は
異
例

の
八
巻
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
奥
書
等
か
ら
、
福
島
県
田
村
市
に
あ
っ
た
真
言
宗
寺
院
、
宝
舩
寺
・
般
若
寺
で

書
写
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
般
若
寺
は
真
言
宗
に
お
け
る
田
舎
檀
林
で
あ
り
、
こ
の
地
方
に
お
け
る

教
相
学
習
の
中
核
を
な
す
寺
院
で
あ
っ
た（
15
）。
三
巻
か
ら
五
巻
へ
と
成
長
し
て
い
く
「
簠
簋
」
の
な
か
で
は
異
例
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の
構
成
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
「
簠
簋
」
が
包
含
し
て
い
た
知
識
の
広
が
り
を
考
え
る
上
で
は
逸
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
伝
本
と
い
え
よ
う
。

　

次
の
阪
本
龍
門
文
庫
の
『
簠
簋
袖
裡
傳
』
は
、
渡
辺
守
邦
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た
「
簠
簋
」
の
講
釈
（
注

釈
）
が
反
映
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
。
中
世
の
注
釈
活
動
の
記
録
ら
し
く
、
本
文
を
掲
げ
ず
に
注
解
の
み
が
綴
ら

れ
る
形
式
を
と
る
た
め
、
い
さ
さ
か
難
解
で
は
あ
る
が
、「
簠
簋
」
を
め
ぐ
る
知
識
や
説
話
を
記
載
し
た
も
の

と
し
て
は
無
視
で
き
な
い
貴
重
な
写
本
と
い
え
る
。
は
っ
き
り
と
し
た
書
写
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
室
町
末

期
と
推
定
さ
れ
て
い
る（
16
）。

　
『
安
部
懐
中
傳
暦
』
は
福
島
県
南
会
津
町
下
山
の
観
音
寺
に
伝
来
し
た
本
で
、
書
写
年
次
は
不
明
で
、
お
そ

ら
く
近
世
中
期
に
下
る
写
本
で
は
あ
る
が
、
本
文
中
に
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
降
、

そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
に
は
成
立
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る（
17
）。
内
容
は
「
簠
簋
」
の
注
釈
、
そ
れ
も
か
な
り

仏
教
色
の
強
い
も
の
で
、
渡
辺
守
邦
が
予
想
し
た（
18
）『

簠
簋
袖
裡
傳
』
と
同
種
の
別
本
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
ら
に
寛
永
六
年
菊
屋
勝
太
夫
刊
の
整
版
本
『
簠
簋
抄
』
を
も
参
照
し
て
、
神
吉
日
の
説
話
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
て
い
く
。
な
お
、「
簠
簋
」
の
本
文
は
中
村
璋
八
の
校
訂
作
業
を
経
た
も
の（
19
）を
参
照
、
引
用
す
る
こ

と
と
す
る
。

　
「
簠
簋
」
巻
三
の
三
宝
吉
日
と
神
吉
日
の
記
事
は
「
簠
簋
」
の
な
か
で
も
説
話
が
集
中
し
て
い
る
箇
所
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
三
宝
吉
日
の
説
話
群
は
、
法
華
経
注
釈
書
と
の
類
似
近
縁
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
20
）。
一
方
、
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神
吉
日
の
説
話
も
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
も
の
の
、
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
が
未

だ
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
先
に
掲
げ
た
中
近
世
の
「
簠
簋
」
の
諸
本
に
即
し
て
、
神
吉
日
の
説
話
を
対

象
と
し
て
検
討
を
行
な
い
た
い
。

　

た
だ
し
、
同
じ
神
吉
日
に
配
さ
れ
た
説
話
と
は
い
え
、
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
諸
写
本
の
間
に
は
異
同
が
あ

り
、
そ
の
位
置
づ
け
な
ど
も
微
妙
に
異
な
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
西
田
長
男
が
注
目
し
、「
簠

簋
」
成
立
の
内
部
徴
証
と
し
た
乙
巳
の
項
に
掲
げ
ら
れ
た
説
話
を
確
認
し
よ
う
。

　
「
簠
簋
」
に
は
神
中
吉
日
の
項
に
「
乙
巳　

二
所
三
嶋
若
宮
八
旛
造
立
日
也
。
同
富
士
権
現
自
藝
旦
國
來
此

國
垂
迹
日
也
。」
と
あ
る
。
ご
く
短
い
記
述
で
は
あ
る
が
、
二
所
（
伊
豆
・
箱
根
）
権
現
と
三
嶋
明
神
、
若
宮

八
幡
お
よ
び
富
士
権
現
の
造
立
・
垂
迹
を
言
い
、
そ
の
神
格
の
類
似
近
縁
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
説
話
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
項
目
が
『
簠
簋
抄
』
に
至
る
ま
で
は
ど
の
よ
う
な
推
移
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
東
北
大
学
本
「
簠

簋
」
は
第
四
冊
「
宣
明
暦
経
第
八
」
に
「
簠
簋
」
と
同
じ
記
述
が
あ
り
、
一
方
で
『
安
部
懐
中
傳
暦
』
に
は
こ

の
項
を
欠
く
が
、『
簠
簋
袖
裡
傳
』
に
は
、「
二
処
三
嶋
若
宮
八
幡
又
冨
士
権
現
モ
ケ
イ
旦
國
ヨ
リ
飛
来
リ
給

也
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
「
簠
簋
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
簠
簋
抄
』
で
は
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先
二
所
三
嶋
ノ
事
也
。
箱
根
ハ
三
所
権
現
僧
形
〔
文
殊
〕、
俗
躰
〔
弥
勒
〕、
女
体
〔
観
音
〕、
伊
豆
湯
殿

金
堂
中
台
〔
薬
師
〕、
講
堂
〔
千
手
〕、
三
嶋
〔
薬
師
〕
見
ル
目
烏
沙
摩
飯
ノ
王
子
〔
毘
沙
門
也
〕、
酒
ノ
王

子
〔
不
動
〕
此
外
何
モ
菩
薩
明
王
ノ
変
化
也
。
何
モ
等
妙
二
器
ノ
内
証
ヲ
出
テ
生
死
権
難
ノ
人
ヲ
済
度
ノ

為
也
。
此
ノ
三
所
ヘ
ノ
道
者
ノ
出
立
ハ
白
装
束
也
。
冥
途
ヘ
行
有
様
也
。」（
句
読
点
を
補
い
、
文
字
は
通

用
の
も
の
に
改
め
た
。〔　

〕
内
は
割
注
）

と
い
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
本
地
仏
を
挙
げ
、
生
死
に
ま
つ
わ
る
不
安
を
抱
く
人
び

と
を
済
度
す
る
と
述
べ
る
。
現
世
と
他
界
と
の
往
還
を
超
越
す
る
神
格
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の

は
、
伊
豆
箱
根
三
嶋
の
三
社
の
道
者
の
装
束
が
冥
途
へ
と
赴
く
さ
ま
を
示
し
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
実
際

の
道
者
の
姿
を
ふ
ま
え
て
の
注
釈
で
あ
ろ
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
『
安
部
懐
中
傳
暦
』
で
は
、
出
羽
の
湯
殿
山
に
ま
つ
わ
っ
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

法
身
大
日
垂
迹
和
光
シ
テ
、
出
羽
ノ
國
湯
殿
ノ
権
現
ト
顕
レ
玉
フ
。
弘
法
大
師
渡
天
有
ル
時
、
大
ニ
モ

文
殊
モ
惣
別
ノ
二
ツ
ア
リ
ト
申
ス
間
、
相
奉
リ
度
由
、
大
聖
文
殊
王
御
申
有
ケ
レ
ハ
、
夫
レ
ハ
日
本
ニ
御

座
候
間
ア
ハ
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ト
候
得
ハ
、
何
ク
テ
ア
リ
ケ
レ
ハ
出
羽
国
エ
ト
ノ
ハ
胎
ノ
大
日
也
。
又
紀
ノ
国

大
峯
ハ
金
ノ
大
日
也
。
御
帰
リ
候
テ
拝
シ
候
得
ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
御
帰
朝
ノ
後
チ
、
乙
丑
ノ
日
此
山
ヨ
リ
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出
ル
大
川
ニ
五
点
具
足
ノ
阿
〔
梵
字
〕
字
流
ル
ヽ
也
。
是
ヲ
シ
ル
ベ
ニ
尋
ネ
ツ
キ
玉
フ
ト
云
々
。（
句
読
点

を
私
的
に
施
し
、
漢
字
は
通
用
の
も
の
に
改
め
た
。〔　

〕
は
引
用
者
注
。
以
下
、『
安
部
懐
中
傳
暦
』
に

つ
い
て
は
同
じ
）

　

湯
殿
権
現
と
弘
法
大
師
、
そ
し
て
大
峯
山
に
ま
た
が
る
説
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
大
師
の
帰
朝
後
の
足
取
り

を
説
く
な
か
で
乙
丑
の
日
と
述
べ
る
点
が
注
意
を
ひ
く
。
後
述
す
る
鎌
足
説
話
が
、
戊
午
に
語
る
べ
き
と
さ
れ

る
こ
と
と
と
も
に
陰
陽
道
に
お
け
る
注
釈
の
特
色
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
さ
さ
い
に
見
え
る
語
句
に
よ
っ
て
、
干
支
と
説
話
と
を
結
び
つ
け
て
い
く
注
釈
の
痕
跡
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
注
釈
が
ど
の
よ
う
な
場
で
行
な
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
考
え
て

お
き
た
い
。「
簠
簋
」
に
は
神
吉
日
の
末
尾
に
「
右
三
宝
・
神
吉
両
篇
深
意
、
於
灌
頂
壇
明
之
。
穴
賢
云
云
。」

と
あ
る
。
東
北
大
学
本
で
は
巻
八
に
「
右
此
三
宝
神
吉
両
篇
深
意
於
神
祇
灌
頂
壇
可
明
之
也
」
と
あ
る
。
こ
の

記
述
か
ら
は
灌
頂
儀
礼
と
い
う
場
を
想
定
し
て
の
言
説
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
東
北
大
学
本
で
は
神

祇
灌
頂
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
簠
簋
」
で
は
神
祇
の
二
字
が
な
く
な
っ
て
い
る
。『
簠
簋
抄
』
や
『
簠
簋
袖
裡

傳
』、『
安
部
懐
中
傳
暦
』
で
は
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
示
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
三
宝
吉
日
・
神
吉
日
と
い
う

説
話
の
集
成
全
体
に
か
か
わ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
北
大
学
本
に
お
け
る
「
神
祇
」
灌
頂
と
い
う
記

述
が
、
直
前
の
神
吉
日
の
印
象
に
よ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
に
わ
か
に
判
断
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
説
話
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が
灌
頂
壇
と
い
う
儀
礼
の
場
を
意
識
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
に
灌
頂
儀
礼
の
現
場
に
お
い
て
こ
う
し
た
説
話
が
口
頭
で
語
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
聖
教
と
し
て
形
式

で
文
字
化
さ
れ
た
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
を
想
定
し
て
の
説
話
の
注

記
や
吟
味
、
集
成
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る（
21
）。

さ
ら
に
陰
陽
道
か
ら
見
た
灌
頂
儀
礼

の
位
置
と
意
味
に
つ
い
て
の
考
究
が
必
要
だ
と
言
え
よ
う
。

三
　
神
吉
日
の
説
話
の
動
態
と
背
景

　
「
簠
簋
」
の
神
吉
日
の
項
に
お
け
る
説
話
は
「
簠
簋
」
だ
け
を
見
る
限
り
で
は
数
行
の
ご
く
短
い
も
の
で
、

上
吉
日
と
し
て
、
己
巳
・
壬
申
・
癸
酉
・
壬
午
・
甲
申
・
甲
午
の
七
話
、
神
中
吉
日
と
し
て
、
庚
午
・
乙
酉
・

甲
辰
・
乙
巳
・
戊
申
の
五
話
、
神
下
吉
日
と
し
て
、
丁
丑
・
丙
午
・
戊
午
の
三
話
が
掲
げ
ら
れ
る
。
合
計
十
五

の
説
話
が
干
支
ご
と
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
節
で
も
見
た
よ
う
に
、
永
禄
二
年
写
で
、
八
巻
に
お
よ

ぶ
東
北
大
学
本
の
「
簠
簋
」
や
お
そ
ら
く
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
注
釈
の
記
録
で
あ
る
『
簠
簋
袖
裡
傳
』
や
『
安

部
懐
中
傳
暦
』
を
併
せ
見
る
と
そ
れ
ら
は
決
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
動
き
が
あ
り
、
説
話
と
し
て
安

定
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
本
節
で
は
こ
う
し
た
神
吉
日
の
説
話
の
動
態
を
探
る
た
め
に
、
い
く

つ
か
の
具
体
的
な
記
述
を
比
較
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。



八
七

「簠簋」神吉日の説話

（
一
）
鎌
足
説
話

　

ま
ず
、
戊
午
の
説
話
に
つ
い
て
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。「
簠
簋
」
の
戊
午
条
に
は
「
鎌
足
大
臣
、
多
武
峰
建

立
、
天
上
大
神
宮
日
也
。」
と
あ
る
が
、『
安
部
懐
中
傳
暦
』
で
は

藤
原
ノ
大
政
大
臣
ノ
事
、
タ
イ
シ
ヨ
ク
ワ
ン
ノ
事
也
。
此
人
懐
妊
シ
テ
生
レ
玉
フ
時
、
藤
ノ
エ
ダ
ニ
鎌
一

句
加
ヘ
テ
来
ル
ト
云
。
而
ル
時
イ
カ
ル
大
臣
、
其
時
ノ
大
王
ム
ホ
ン
ス
ル
也
。
彼
ノ
カ
マ
タ
リ
大
臣
防
キ

給
フ
故
ニ
、
今
ノ
藤
ヲ
形
ト
リ
テ
藤
原
氏
ト
云
也
。
戊
午
ト
云
処
ニ
引
キ
合
テ
語
ル
ヘ
キ
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
末
尾
の
戊
午
に
あ
わ
せ
て
語
る
、
と
い
う
記
述
が
、
こ
の
説
話
の
陰
陽
道
に
お
け
る
位
置

を
示
し
て
い
る
こ
と
は
前
節
で
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
ど
う
い
っ
た
説
話
を
ど
の
干
支
に
配
す
る
か
は
、
三

宝
吉
日
、
神
吉
日
と
い
う
項
の
骨
格
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
論
理
は
明
ら
か
に
で
き

な
い
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。

　

ま
た
こ
の
説
話
で
は
、「
イ
ル
カ
（
入
鹿
）」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
「
イ
カ
ル
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
重
要
な
敵
役
の
名
前
が
不
明
確
と
な
り
、
説
話
の
伝
承
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
れ
が
『
安
部
懐
中
傳
暦
』
の
も
と
と
な
る
注
釈
の
段
階
で
の
錯
誤
な
の
か
、
書
写
の
過
程
で
生
じ
た
誤
り
な

の
か
は
判
断
で
き
な
い
。
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『
簠
簋
袖
裡
傳
』
で
は
「
戊
午　

鎌
足
大
臣
天
智
天
王
ノ
御
時
ニ
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
て
、
注
釈
が
途
中

で
終
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
戊
申
に
は

藤
原
大
政
大
臣
ト
ハ
大
職
官
ノ
事
也
妃
ヲ
二
人
御
持
ア
ル
時
大
唐
梁
ノ
武
帝
ヨ
リ
聞
給
テ
后
ニ
迎
給
也
日

本
ニ
テ
聖
武
天
皇
ヲ
聟
ニ
取
ル
ナ
リ

と
あ
っ
て
、
鎌
足
を
め
ぐ
る
説
話
へ
の
関
心
は
『
簠
簋
袖
裡
傳
』
に
お
い
て
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

鎌
足
説
話
が
「
簠
簋
」
の
注
釈
の
場
に
お
い
て
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
別
々
の
干
支
の
条
に
分
割
さ
れ
て
記

載
さ
れ
る
に
至
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　
『
簠
簋
抄
』
で
は
戊
午
日
の
項
で
、

鎌
足
〔
カ
マ
タ
リ
〕
大
臣
ト
者
、
此
ノ
時
代
ニ
、
カ
マ
ヲ
狐
〔
ク
ツ
ネ
〕
ク
ワ
ヱ
テ
来
ル
。
或
時
、
大
臣
、

王
ノ
踏
〔
ク
ツ
〕
を
著
〔
ハ
〕
キ
、
鞠
〔
マ
リ
〕
ヲ
ケ
ル
時
、
大
臣
彼
ノ
カ
マ
ニ
テ
足
ヲ
切
給
。
故
ニ
カ

マ
タ
リ
ノ
大
臣
ト
云
也
。
此
ノ
大
臣
ノ
御
子
四
人
有
也
。
近
五
二
一
也
。
此
ノ
時
代
ニ
、
多
武
峰
建
立
シ

テ
、
大
神
宮
ニ
天
上
シ
給
也
。（
句
読
点
を
補
い
、
文
字
は
通
用
の
も
の
に
改
め
た
。〔　

〕
内
は
フ
リ
ガ

ナ
）
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と
な
っ
て
お
り
、
説
話
と
し
て
大
き
な
脱
落
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
大
臣
の
四
人
の
子
へ
の
言
及
も
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
く
み
取
り
難
い
。
ま
た
末
尾
の
大
神
宮
に
天
上
す
る
、
と
い
う
箇
所
に
も
意
味
が
と
り
づ
ら

く
、
あ
る
い
は
欠
落
が
こ
こ
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
細
部
に
お
い
て
伝
承
が
途
切
れ
、
破
片
の
よ
う
な

記
述
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
口
頭
で
の
注
釈
と
そ
の
享
受
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
内
容
は
藤
原
鎌
足
の
出
生
に
鎌
が
関
わ
る
説
話
と
、
そ
の
鎌
足
が
成
し
遂
げ
る
入
鹿
の
誅
殺
の
説

話
の
摘
記
と
い
う
趣
を
持
つ
。
中
世
に
お
け
る
古
代
認
識
の
変
奏
、
王
権
を
め
ぐ
る
説
話
で
あ
る
が
、
特
に
藤

原
摂
関
家
と
王
権
と
を
め
ぐ
る
宗
教
的
な
説
話
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
末
尾
の
大
神
宮
へ
の
言
及
も
何

ら
か
の
説
話
が
あ
っ
た
可
能
性
と
と
も
に
そ
う
し
た
説
話
が
示
唆
す
る
地
下
水
脈
を
意
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う（
22
）。

こ
の
説
話
が
「
簠
簋
」
か
ら
『
簠
簋
抄
』
へ
と
展
開
す
る
な
か
で
多
武
峰
縁
起
と
し
て
記
さ
れ
る
の
は
、
藤
原

氏
と
の
結
び
つ
き
を
微
か
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
熊
野
縁
起

　

神
吉
日
の
説
話
の
う
ち
、「
簠
簋
」
の
甲
午
に
は
「
熊
野
三
所
権
現
、
自
藝
旦
國
來
我
朝
、
紀
伊
國
牟
漏
郡

音
無
川
源
、
屏
風
岡
玉
寶
殿
建
立
給
日
也
。」
と
あ
る
。
藝
旦
國
か
ら
我
が
国
へ
の
移
動
が
述
べ
ら
れ
、
併
せ

て
玉
寶
殿
の
建
立
の
日
の
干
支
と
示
さ
れ
る
。
こ
の
甲
午
の
条
は
『
簠
簋
袖
裡
傳
』
で
は
、
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甲
午　

熊
野
ハ
父
ハ
摩
訶
陀
國
ノ
主
也　

キ
サ
キ
ヲ
九
十
九
人
御
持
ア
ル
時
其
内
ニ
只
一
人
懐
妊
ア
ル
故

ニ
九
十
八
人
ノ
一
人
ヲ
セ
メ
給
故
ニ
其
ノ
一
人
ノ
キ
サ
キ
ハ
ケ
イ
旦
国
ヘ
飛
給
テ
ケ
イ
タ
ン
國
ニ
テ
生
給

シ
熊
野
ノ
又
ケ
イ
タ
ン
國
ヨ
リ
此
國
ヘ
飛
出
玉
也

と
、
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
流
布
し
た
「
熊
野
の
本
地
」
譚
を
縮
約
し
た
ら
し
き
説
話
が
記
さ
れ
て

い
る（
23
）。
た
だ
し
、
妃
の
懐
妊
を
言
う
箇
所
と
ケ
イ
タ
ン
國
か
ら
の
飛
来
を
述
べ
る
箇
所
と
の
間
に
は
省
筆
が
あ

る
よ
う
で
「
熊
野
の
本
地
」
譚
を
念
頭
に
読
む
の
で
な
け
れ
ば
理
解
が
難
し
い
。
ま
た
「
熊
野
の
本
地
」
譚
、

別
名
「
五
衰
殿
」
の
物
語
に
お
い
て
は
ラ
イ
バ
ル
の
妃
の
数
は
九
百
九
十
九
人
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
こ
で
は

九
十
九
人
に
な
っ
て
い
る
の
も
気
に
か
か
る
点
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
疑
念
を
抱
い
て
、『
安
部
懐
中
傳
暦
』
の
類
似
の
記
事
を
見
る
と
、
干
支
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
説
話
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一　

熊
野
権
現
我
朝
エ
渡
玉
フ
日
ノ
事
。
藝
旦
国
ノ
大
王
ニ
テ
御
座
カ
一
千
人
ノ
キ
サ
キ
ヲ
持
チ
玉
フ
也
。

而
ニ
其
内
一
人
懐
妊
ス
ル
時
、
ノ
コ
リ
ノ
キ
サ
キ
タ
チ
カ
□
シ
カ
ネ
ユ
ク
此
国
ノ
王
ト
ハ
成
給
ベ
キ
ト
テ
、

懐
妊
シ
タ
ル
腹
ヲ
サ
キ
有
ル
山
ニ
ス
テ
ケ
レ
ハ
、
母
ハ
死
玉
フ
。
御
子
ハ
狐
狼
野
干
ホ
カ
ヤ
シ
ナ
ヒ
、
七

歳
ノ
御
歳
出
家
有
。
此
太
子
ヲ
見
付
玉
フ
テ
尋
ケ
レ
ト
モ
、
其
身
モ
子
細
ハ
智
リ
玉
ス
。
而
ニ
大
王
聞
召
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七
年
以
前
ニ
山
ニ
捨
シ
キ
サ
キ
ノ
御
子
ニ
テ
カ
有
ラ
ン
ト
思
召
処
ニ
、
ミ
メ
カ
タ
チ
美
ク
シ
テ
、
更
ニ
是

非
ニ
及
バ
ズ
大
子
也
。
其
時
、
其
山
ニ
人
ヲ
指
越
テ
見
サ
セ
給
エ
ハ
、
死
骨
計
有
。
誠
ニ
ア
サ
マ
シ
キ
御

事
ト
思
召
、
大
王
ハ
日
本
ハ
五
常
堅
固
ナ
ル
ヨ
ル
聞
召
我
カ
朝
ヘ
飛
玉
フ
。
先
、
ツ
ク
シ
黒
カ
ミ
山
ニ
テ

カ
ミ
ヲ
ソ
リ
、
其
後
又
豊
前
ノ
国
ヒ
コ
サ
ン
エ
飛
、
其
後
紀
州
熊
野
エ
垂
迹
シ
玉
フ
也
ト
云
々

　

こ
こ
で
は
「
熊
野
の
本
地
」
譚
の
九
百
九
十
九
人
の
后
た
ち
の
嫉
妬
、
山
中
で
の
王
子
の
誕
生
と
生
育
、
王

と
王
子
の
日
本
へ
の
飛
来
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
よ
く
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
細
部
に
お
い
て
は
説
話
と

し
て
不
完
全
な
印
象
が
、
ま
た
否
め
な
い
。
特
に
日
本
へ
と
飛
来
し
よ
う
と
す
る
理
由
と
し
て
「
五
常
堅
固
ナ

ル
ヨ
ル
（
シ
）
聞
召
」
と
い
う
点
は
飛
躍
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
書
写
の
過
程
で
の
脱
落
と
い
う
よ

り
も
口
頭
で
の
注
釈
を
記
述
し
き
れ
て
い
な
い
箇
所
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
欠
落
や
省
筆
そ
の
も
の
も
問
題
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
不
完
全
な
記
述
を
許
容
し
て
し
ま

う
記
述
姿
勢
に
注
釈
書
、
そ
し
て
注
釈
そ
の
も
の
の
動
態
を
看
取
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。『
簠
簋
抄
』
の
こ

の
説
話
が
あ
る
べ
き
甲
午
の
条
で
は
「
文
叚
ノ
任
成
依
不
書
也
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
説
話
は
記
さ
れ
な
い
。『
簠

簋
抄
』
の
段
階
に
至
っ
て
、
注
釈
が
完
成
す
る
の
で
は
な
く
、
説
話
は
書
物
の
外
部
に
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
注
釈
、
講
説
か
ら
生
じ
る
動
態
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　
『
簠
簋
抄
』
が
「
簠
簋
」
注
釈
の
完
成
形
、
固
定
さ
れ
た
姿
で
は
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
比
較
検
討
か
ら
明
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ら
か
で
あ
る
。
中
世
後
期
か
ら
、
お
そ
ら
く
近
世
の
初
期
に
至
る
長
い
時
間
の
な
か
で
、
神
吉
日
の
項
の
説
話

は
完
全
に
固
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
神
吉
日
と
い
う
日
取
り
の
注
釈
自
体
が
流
動
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
と
結
び
つ
き
、
ま
た
省
略
や
付
加
な
ど
が
自
在
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
実
態
が
、
以
上
の
検
討
か
ら
お
ぼ
ろ
げ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
小
括
と
今
後
の
課
題

　

中
野
瑛
介
は
『
簠
簋
抄
』
の
説
話
の
淵
源
の
ひ
と
つ
に
禅
宗
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
24
）。
も
ち
ろ
ん

『
簠
簋
抄
』
あ
る
い
は
「
簠
簋
」
の
注
釈
活
動
に
関
わ
っ
た
の
は
禅
宗
の
み
で
は
な
い
が
、
こ
の
指
摘
は
陰
陽

道
書
と
し
て
の
「
簠
簋
」
と
そ
の
注
釈
が
、
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
中
世
文
化
の
知
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
中
野
が
指
摘
す
る
渡
唐
天
神
の
説
話
に
つ
い
て
は
『
簠
簋
抄
』
丁
丑
日
に

文
菅
承
相
六
十
六
代
一
条
院
ノ
時
、
北
野
ヘ
遷
ス
。
大
聖
威
徳
ト
成
給
時
歟
。
菅
承
相
、
鬼
類
五
百
人
仕

給
故
ニ
、
梅
ノ
有
処
ヘ
ハ
、
鬼
類
ヲ
遣
シ
守
護
シ
テ
障
リ
ヲ
不
成
也
。
仍
テ
正
月
子
共
ニ
モ
専
ラ
頭
ニ
ム

メ
花
ヲ
挿
祭
ヲ
成
ス
也
云
々
。
御
詠
歌
ニ
云
、
梅
有
バ
賤
ガ
臥
屋
ニ
至
ル
迄
、
我
レ
立
寄
テ
悪
魔
フ
セ
ガ

ン
。
大
唐
ノ
無
春
禅
師
日
本
ノ
ム
メ
ノ
勢
来
ル
ト
夢
ヲ
見
則
天
神
渡
唐
有
ル
也
。
無
春
見
レ
バ
天
神
ノ
肩

ヨ
リ
ム
メ
生
タ
リ
。
無
春
曰
ク
汝
扶
桑
ノ
ム
メ
ノ
セ
イ
歟
ト
云
給
。
手
ニ
持
ハ
絵
虚
言
也
ト
云
也
。
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と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
後
半
は
中
野
が
注
目
す
る
よ
う
に
渡
唐
天
神
の
説
話
で
あ
る
と
と
も
に
、
前
半
は
天

神
と
し
て
の
北
野
へ
の
移
動
、
梅
の
花
の
呪
術
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
陰
陽
道
に
お
け
る
注
釈
の
説

話
と
注
釈
そ
の
も
の
が
、
中
世
に
お
け
る
他
の
説
話
と
同
じ
く
、
幾
重
に
も
文
字
の
文
化
と
口
頭
で
の
伝
承
と

が
積
み
重
な
り
、
自
在
に
伸
び
て
い
く
様
相
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
説
話
そ
の
も
の
の
広

が
り
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
の
陰
陽
道
に
接
す
る
中
世
文
化
の
広
が
り
を
も
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
見
通
し
得
た
こ
と
を
最
後
に
確
認
し
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
述
べ
て
、
結
び
と
し
た
い
。

　

第
一
に
中
世
段
階
の
「
簠
簋
」
や
そ
の
注
釈
書
に
お
け
る
神
吉
日
の
説
話
を
通
覧
す
る
と
、
口
頭
で
の
伝
承

が
、
そ
の
ま
ま
細
述
、
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
伝
承
の
核
と
な
る
単
語
や
表
現
が

い
さ
さ
か
大
雑
把
に
取
り
込
ま
れ
て
、
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
読
む
た
め
の
テ
ク

ス
ト
と
い
う
よ
り
も
、
い
く
つ
か
の
単
語
や
表
現
の
覚
書
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
注
釈
が
行
な
わ

れ
て
き
た
と
解
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
か
た
ち
で
陰
陽
道
の
知
識
と
説
話
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
、
注

釈
あ
る
い
は
唱
導
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
様
相
が
確
認
で
き
る
。

　

第
二
に
こ
う
し
た
説
話
の
集
成
に
は
灌
頂
儀
礼
と
い
う
場
が
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
、

そ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
神
吉
日
の
項
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
を
よ
り
鮮
明
な
も
の
に
し
て
い
く
可
能
性
が
ひ
ら

け
る
と
い
え
よ
う
。
神
吉
日
の
説
話
全
体
を
検
討
し
て
も
西
田
長
男
の
言
う
よ
う
な
鎌
倉
期
に
「
簠
簋
」
が
成

立
し
た
と
い
う
徴
証
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
多
様
な
説
話
が
神
吉
日
の
項
に
集
成
さ
れ
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て
い
く
動
態
は
中
世
を
こ
え
て
近
世
初
期
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
第
三
に
、
こ
う
し
た
説
話
の
自
在
な
変
容
は
陰
陽
道
の
み
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
中

世
の
宗
教
文
化
全
体
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た（

25
）。

陰
陽
道
の
知
識
と
そ
れ
を
支
え

る
説
話
は
中
世
の
諸
宗
教
に
お
け
る
説
話
と
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
い
、
変
転
を
重
ね
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
の
考
察
が
及
ば
ず
残
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
つ
は
神
吉
日
の
説
話
が
ま

と
ま
っ
て
他
の
唱
導
や
注
釈
活
動
か
ら
影
響
を
受
け
た
痕
跡
や
原
拠
と
目
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
簠
簋
」
の
な
か
で
も
三
宝
吉
日
の
説
話
が
法
華
経
注
釈
と
密
接
な
関
係
を

持
つ
こ
と（
26
）を

ふ
ま
え
る
と
、
神
吉
日
の
説
話
も
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
も
し
く
は
注
釈
の
場
を
想
定
す
る
こ
と
は

容
易
で
あ
る
。
こ
の
点
は
諸
賢
の
御
教
示
を
得
て
考
究
を
さ
ら
に
進
め
た
い
と
念
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
三
宝
吉
日
・
神
吉
日
に
お
け
る
説
話
記
述
の
最
大
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
説
話
が
干
支
と
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
個
々
の
説
話
の
内
容
は
必
ず
し
も
干
支
と
の
結
び
つ
き
を
必
要
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
干
支
と
説
話
と
を
結
び
つ
け
る
理
由
や
原
則
を
見
出
す
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
説
話
の

陰
陽
道
書
の
な
か
の
位
置
づ
け
、
記
載
理
由
の
発
見
の
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
う
し

た
発
想
そ
れ
自
体
と
と
も
に
再
考
し
、
検
討
を
重
ね
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
は
少
な
く
、
ま
た
漠
然
と
し
た
見
通
し
に
と
ど
ま
る
部
分
も
多
い
が
、
中
近

世
移
行
期
の
陰
陽
道
と
説
話
と
の
関
係
、
動
態
を
考
え
る
礎
石
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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【
注
記
】

（
1
）　

時
代
ご
と
の
陰
陽
道
研
究
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
は
林
淳
ほ
か
編
『
新
陰
陽
道
叢
書
』（
全
五
巻
、
名
著
出
版
、

二
〇
二
〇
～
二
〇
二
一
年
）
の
う
ち
、
各
時
代
に
配
さ
れ
た
一
～
三
巻
（
古
代
・
中
世
・
近
世
）
を
参
照
。

（
2
）　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
林
淳
『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
梅
田
千
尋
『
近
世
陰
陽
道

組
織
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
で
基
本
的
な
課
題
が
整
理
、
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　
「
簠
簋
」
を
陰
陽
道
書
と
み
な
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
鈴
木
一
馨
「『
簠
簋
内
伝
』
の
陰
陽
道
書
と
し
て
の
位
置
付

け
に
関
す
る
検
討
」（『
文
化
』
二
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
―
四
一
頁
）
に
お
け
る
厳
密
な
議
論
が
注
目
さ
れ
る
。
筆

者
は
鈴
木
の
指
摘
を
認
め
つ
つ
、
一
方
で
中
近
世
に
広
範
に
「
簠
簋
」
を
陰
陽
道
に
ま
つ
わ
る
知
識
を
集
成
、
記
述
し
た

も
の
と
す
る
広
義
の
理
解
も
無
視
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
4
）　

黒
田
彰
「
中
世
注
釈
史
一
班
―
見
聞
系
朗
詠
注
に
つ
い
て
―
」（『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
』、
和
泉
書
院
、

一
九
九
五
年
、
五
五
五
―
五
七
七
頁
）、
鈴
木
元
「
中
世
注
釈
史
の
た
め
に
」（『
室
町
連
環
―
中
世
日
本
の
「
知
」
と
空

間
―
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
七
六
―
一
九
五
頁
）、
阿
部
泰
郎
「
中
世
的
知
の
形
態
―
説
話
の
位
相
―
」（『
中

世
日
本
の
世
界
像
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
八
六
―
二
一
一
頁
）
な
ど
を
参
照
。

（
5
）　

拙
稿
「
伝
承
史
論
へ
の
展
望
―
口
承
文
芸
の
む
か
し
・
民
俗
研
究
の
こ
れ
か
ら
―
」（『
日
本
民
俗
学
』
二
一
六
号
、

一
九
九
八
年
、
八
八
―
一
〇
一
頁
）
を
参
照
。
伝
承
行
為
の
遡
源
的
追
究
は
民
俗
研
究
に
お
け
る
時
間
お
よ
び
歴
史
の
問

題
へ
と
展
開
し
得
る
。

（
6
）　

西
田
長
男
「『
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
』
の
成
立
」（
初
出
一
九
六
六
年
、
柴
田
実
編
『
御
霊
信
仰
』、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
八
四
年
再
収
、
一
二
九
―
二
〇
六
頁
）、
一
六
一
頁
。

（
7
）　

拙
稿
「
簠
簋
と
は
何
か
―
陰
陽
道
の
由
来
と
行
方
―
」（『
現
代
思
想
』
四
九
巻
五
号
、
二
〇
二
一
年
、
一
一
二
―

一
二
一
頁
）



九
六

（
8
）　

拙
稿
「「
簠
簋
」
攷
―
中
世
写
本
を
中
心
に
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
四
七
集
、
二
〇
二
四
年
、

六
九
―
一
一
六
頁
）

（
9
）　

渡
辺
守
邦
「『
簠
簋
抄
』
以
前
―
狐
の
子
安
倍
童
子
の
物
語
―
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
一
四
号
、
一
九
八
八

年
、
六
三
―
一
一
三
頁
）

（
10
）　

な
お
、
渡
辺
守
邦
の
「
簠
簋
」
お
よ
び
『
簠
簋
抄
』
に
関
す
る
研
究
は
、
前
掲
注
（
9
）
以
外
に
次
の
よ
う
な
論
考

が
あ
る
。「
清
明
伝
承
の
展
開
―『
安
倍
晴
明
物
語
』
を
軸
と
し
て
―
」、「
清
明
伝
承
の
成
立
―『
簠
簋
抄
』
の
「
由
来
」

の
章
を
中
心
に
―
」（
と
も
に
『
仮
名
草
子
の
基
底
』
勉
誠
社
、
一
九
八
六
年
、
所
収
）、「『
簠
簋
抄
』
の
諸
本
」（『
実
践

女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
五
号
、
一
九
九
三
年
）、「『
簠
簋
抄
』
の
諸
本
・
補
遺
」（『
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』

三
六
号
、
一
九
九
四
年
）、「『
簠
簋
抄
』
以
前
・
補
注
」（『
説
話
論
集
（
第
四
巻
）』、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
）「
仮

名
草
子
『
枯
杭
集
』
に
載
る
算
木
占
い
二
種
」（『
実
践
国
文
学
』
七
五
号
、
一
九
九
五
年
）、「『
簠
簋
抄
』
を
修
訂
す
る
」

（『
実
践
国
文
学
』
九
八
号
、
二
〇
〇
九
年
）、「『
簠
簋
抄
』
を
修
訂
す
る
・
続
考
」（『
実
践
国
文
学
』
一
〇
〇
号
、

二
〇
二
一
年
）。

（
11
）　

前
掲
注
（
10
）
の
「『
簠
簋
抄
』
を
修
訂
す
る
」
お
よ
び
「『
簠
簋
抄
』
を
修
訂
す
る
・
続
考
」
を
参
照
。

（
12
）　

前
掲
注
（
9
）「『
簠
簋
抄
』
以
前
」、
九
六
頁
。

（
13
）　

中
野
瑛
介
「『
簠
簋
抄
』
の
説
話
世
界
」（『
青
山
語
文
』
五
二
号
、
二
〇
二
二
年
、
五
〇
―
六
三
頁
）

（
14
）　

中
野
瑛
介
「『
簠
簋
抄
』
の
説
話
―
阿
難
入
滅
譚
に
つ
い
て
―
」（『
汲
古
』
八
五
号
、
二
〇
二
四
年
、
二
九
―
三
四

頁
）

（
15
）　

前
掲
注
（
8
）「『
簠
簋
』
攷
」、
七
六
頁
。

（
16
）　
『
簠
簋
袖
裡
傳
』
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
9
）
の
「『
簠
簋
抄
』
以
前
」、
八
二
―
九
〇
頁
を
参
照
。

（
17
）　

拙
稿
「
中
世
末
真
言
宗
に
お
け
る
陰
陽
道
―『
安
部
懐
中
傳
暦
』
と
そ
の
周
辺
―
」（『
説
話
文
学
研
究
』
五
九
号
、



九
七

「簠簋」神吉日の説話

二
〇
二
四
年
、
七
八
―
八
五
頁
）、
参
照
。

（
18
）　

前
掲
注
（
9
）「『
簠
簋
抄
』
以
前
」、
九
〇
頁
。

（
19
）　

中
村
璋
八
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
〔
増
補
版
〕』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
二
三
七
―
三
二
九
頁
、
所
収
。

（
20
）　

前
掲
注
（
9
）「『
簠
簋
抄
』
以
前
」、
九
六
―
一
〇
九
頁
。

（
21
）　

説
話
と
灌
頂
儀
礼
と
の
関
わ
り
、
そ
の
宗
教
的
な
広
が
り
に
つ
い
て
は
阿
部
泰
郎
「
灌
頂
儀
礼
と
宗
教
テ
ク
ス
ト
―

儀
礼
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
中
世
密
教
聖
教
―
」（『
中
世
日
本
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
体
系
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三

年
、
二
一
六
―
二
三
七
頁
）
を
参
照
。

（
22
）　

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
阿
部
泰
郎
「
辰
狐
と
王
権
―『
入
鹿
』
の
成
立
―
」（『
中
世
日
本
の
王
権
神
話
』、
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
、
一
五
六
―
一
八
八
頁
）、
参
照
。

（
23
）　
「
熊
野
の
本
地
」
譚
に
つ
い
て
は
松
本
隆
信
「
熊
野
本
地
譚
成
立
考
―
民
俗
文
学
と
し
て
見
た
室
町
時
代
物
語
―
」

（『
中
世
庶
民
文
学
―
物
語
草
子
の
ゆ
く
え
―
』、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
、
三
五
―
六
六
頁
）、
萩
原
龍
夫
『
巫
女
と
仏

教
史
―
熊
野
比
丘
尼
の
使
命
と
展
開
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
24
）　

前
掲
注
（
14
）「『
簠
簋
抄
』
の
説
話
」、
三
三
頁
参
照
。

（
25
）　

仏
教
の
な
か
で
も
密
教
や
禅
以
外
に
も
修
験
や
法
華
と
も
重
な
り
、
そ
う
し
た
教
義
や
実
践
と
も
融
合
し
、
相
互
に

浸
透
し
て
い
く
可
能
性
を
意
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
室
町
時
代
物
語
の
「
貴
船
の
本
地
」
を
分
析
し

た
三
浦
俊
介
「
地
鎮
の
呪
法
―
家
を
七
七
に
造
る
こ
と
―
」（『
神
話
文
学
の
展
開
―
貴
船
神
話
研
究
序
説
―
』、
思
文
閣

出
版
、
二
〇
一
九
年
、
二
八
一
―
三
〇
七
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
26
）　

前
掲
注
（
9
）「『
簠
簋
抄
』
以
前
」、
九
九
―
一
〇
三
頁
を
参
照
。




