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朕
麟
考
日
本
篇

l
i

－
－
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
麟
麟
表
象
の
基
礎
的
研
究
会
己
｜
｜

和
泉

雅
人

序

日
本
に
お
け
る
一
角
獣
表
象
概
観

プ
ロ
ト
一
角
獣
と
い
う
存
在
が
想
定
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
各
文
化
圏
に
お
い
て
「
生
息
す

る

一
角
獣
が
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
亜
種
で
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
、
全
世
界
に
散
ら
ば
る
一
角
獣
種
は
お
そ
ら
く
す
べ
て
オ

リ
エ
ン
ト
の
幻
／
原
種
か
ら
発
し
た
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、

一
角
獣
表
象
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
女
性
に
誘
惑
さ
れ
、
解
毒
あ
る
い
は
災
厄
の
除
去
を
お
こ
な
う
一
角
獣
表
象
と
、
「
現

実
に
」
一
角
を
も
っ
た
獣
と
し
て
の
一
角
獣
表
象
と
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
表

象
位
相
は
分
か
ち
が
た
く
結
合
し
て
お
り
、
容
易
に
分
離
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
分
離
に
は
さ
ほ
ど
意
義
が
認
め
ら
れ
な

い
。
お
そ
ら
く
は
一
角
を
も
っ
た
想
像
上
の
獣
的
存
在
が
ヌl
メ
ン
的
機
能
を
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
女
性
か
ら
の
誘
惑
モ
チ
ー
フ
と
災
厄
の

除
去
モ
チ
ー
フ
と
の
混
合
形
態
を
生
成
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
誕
生
し
た
の
が
「
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
」
の
エ
ン
キ
ド
ゥ
、
イ
ン
ド
の
リ

-59ー(310) 



シ
ュ
ヤ
・
シ
ュ
リ
ン
ガ
／
エ
l

カ
・
シ
ュ
リ
ン
ガ
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。オ

リ
エ
ン
ト
に
あ
っ

(2
) 

た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ウ
ル
出
土
の
紀
元
前
三
五
O
O
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
遊
戯
盤
に
示
き
れ
た
獅
子
と
一
角
獣
の
争
闘
図
が

こ
れ
ら
の
表
象
の
起
源
は
拙
論
「
麟
麟
考
試
論
」
に
お
い
てi
l

不
十
分
で
は
あ
っ
た
が
｜
｜
展
開
し
た
よ
う
に
、

(309) 

現
在
の
時
点
で
最
古
の
一
角
獣
表
象
で
あ
る
と
す
れ
ば

一
角
獣
表
象
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
、お
そ
ら
く
『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
」
な
ど

を
経
て
、
イ
ン
ド
に
伝
播
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
東
西
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
方
に
関
し
て
い
え
ば
、

セ
プ
ト
ウ
ア
ギ
ン
タ
の
う
し

ド
か
ら
お
そ
ら
く
は
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
を
経
由
し
、
『
七
十
人
訳
聖
書
」
に
お
け
る
「
野
牛
／
一
角
獣
」
の
・
誤
訳
、
さ
ら
に

7

イ
シ
オ
ロ
グ
ス

は
『
博
物
学
者
』
な
ど
を
経
て
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
流
入
し
、
後
代
に
い
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い

一
角
獣
表
象
は
イ
ン

っ
た
。
そ
し
て
東
方
に
関
し
て
は
、
主
に
仏
典
や
ジ
ャl
タ
カ
類
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
な
が
ら
、
中
国
経
由
で
日
本
に
伝
播
し
、
そ
こ
で
一
角

-60-

仙
人
な
ど
の
独
自
の
表
象
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

オ
リ
エ
ン
ト
を
淵
源
と
し
て
、
東
西
世
界
に
伝
播
し
て
い

っ
た
一
角
獣
表
象
は
そ
れ
ぞ
れ
西
方
の
ア
メ
リ
カ
と
東
方
の
日
本
を
そ
の
最
終
到
着
点
と
し
て
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
あ
た
か
も
世
界
的
連
関
か
ら
独
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
一
角
獣
表
象
が
存
在
し
た
。
蝦
麟
で
あ
る
。

(3
) 

表
象
の
世
界
的
布
置
に
お
け
る
娯
麟
表
象
の
位
置
価
値
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
お
お
よ
そ
の
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。
蝦
麟
表

一
角
獣

象
が
中
国
か
ら
伝
来
し
た
こ
と
で

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
端
に
位
置
す
る
日
本
に
は
、
イ
ン
ド
系
の
一
角
仙
人
を
主
人
公
と
す
る
芸
術
的

展
開
と
な
ら
ん
で
、
南
蛮
船
交
易
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
毒
消
し
（
災
厄
の
除
去
）
の
機
能
を
も
っ
た
薬
と
し
て
の
一
角
（
粉
末
）
の
文
化

(4
) 

的
定
着
、
そ
し
て
賦
麟
と
い
う
仁
獣
・
瑞
獣
の
三
種
が
並
列
的
に
、
相
互
に
ま
っ
た
く
無
関
係
に
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
を
紡
い
で
い

く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
一
角
獣
表
象
の
う
ち
、
前
二
者
の
関
連
性
は
と
も
か
く
、
三
種
す
べ
て
の
関
連
性
を
主
張
す

る
こ
と
は
、
現
在
の
資
料
水
準
か
ら
い
っ
て
大
胆
に
す
ぎ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
仮
説
も
、
研
究
遂
行
上
の
大



き
な
枠
組
み
と
し
て
は
き
わ
め
て
魅
力
に
富
む
だ
け
で
な
く
、
事
物
に
即
し
た
説
得
性
を
持
つ
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
古
代
中
国
か
ら
渡
来
し
た
蝦
麟
表
象
が
日
本
に
お
い
て
い
か
な
る
展
開
を
み
た
か
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
足
跡
を
辿
る
こ

と
に
あ
る
。
こ
の
調
査
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
本
テ
！
マ
に
関
し
て
い
か
な
る
本
格
的
な
先
行
研
究
も
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
賦
麟
表
象
を
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
逐
次
追
跡
す
る
基
礎
的
な
研
究
が
ま
ず
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と

て
も
い
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
未
成
熟
な
段
階
に
お
い
て
、
中
間
的
な
調
査
結
果
で
あ
る
本

稿
を
公
に
す
る
意
義
は
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
麟
麟
研
究
上
必
要
な
情
報
収
集
が
促
進
き
れ
、
あ
る
い
は
同
種
の
問
題
圏
に
お

い
て
他
の
研
究
の
登
場
が
期
待
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
日
本
に
お
け
る
戯
麟
表
象
の
完
全
な
カ
タ
ロ
グ
的
記
述

｜
｜
そ
れ
は
い
ず
れ
な
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
ー
ー
な
ど
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
あ
く

ま
で
本
格
的
な
棋
麟
表
象
研
究
、
日
本
に
お
け
る
一
角
獣
表
象
研
究
の
た
め
の
基
礎
的
一
歩
に
す
ぎ
な
い
。

第
一
章

中
国
文
化
と
し
て
の
蝦
麟
表
象

第
一
節

『
日
本
書
紀
』
と
『
延
喜
式
』

古
代
日
本
に
お
い
て
祥
瑞
を
示
す
事
物
の
発
見
は
国
家
的
関
心
事
で
あ
っ
た
。
呪
術
的
な
心
性
を
も
っ
た
国
家
指
導
者
た
ち
に
と
っ
て
祥

瑞
の
出
現
は
み
ず
か
ら
の
統
治
の
正
統
性
を
保
障
し
て
く
れ
る
も
の
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。
中
国
渡
来
の
幻
獣
・
蝦
麟
は
そ
れ
ら
祥
瑞
を

示
す
瑞
獣
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
現
在
の
資
料
か
ら
判
断
し
て
、日本
の
歴
史
に
お
い
て
麟
麟
の
存
在
が
初
め
て
言
及

き
れ
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
書
紀
』
第
二
十
九
巻
天
武
九
年
（
西
暦
六
八O
年
）
二
月
二
十
六
日
の
箇
所
に
、

葛
城
山
に
お
い
て
奇
妙
な
鹿
角
が
発
見
さ
れ
た
記
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
辛
未
、
有
人
云
、
得
鹿
角
珍
葛
城
山
。
其
角
本
二
枝
而
末
合 -61ー(308) 



有
宍
。
々
上
有
毛
。
々
長
一
寸
。
則
異
以
献
之
。
蓋
麟
角
歎
」
こ
の
記
事
の
描
写
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
れ
は
二
本
の
鹿
角
の
末
端
が
な
ん

(307) 

ら
か
の
原
因
で
一
本
に
結
合
し
た
奇
形
の
角
で
あ
る
と
推
測
き
れ
る
。
し
か
し
麟
麟
表
象
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
結
合
し
た
二

本
の
角
の
先
端
が
肉
で
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
形
態
か
ら
『
日
本
書
紀
』
の
書
き
手
が
「
お
そ
ら
く
麟
角
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

つ
ま
り
す
で
に
こ
の
時
点
に
お
い
て
ー
ー
と
り
わ
け
、
中
国
的
文
化
原
理
の
古
代
日
本
最
大
の
移
植
者
で
あ
っ
た
天
武
天
皇
の

治
世
に
お
い
て
｜
｜
蝦
麟
が
い
か
な
る
形
態
を
も
っ
た
獣
で
あ
る
か
の
認
識
が
日
本
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

翌
日
の
項
に
新
羅
の
仕
丁
八
人
が
本
国
に
帰
る
こ
と
に
な
り
禄
を
賜
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
四
世
紀
以
来
の
百
済
を
は
じ
め
と
す
る

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
半
島
と
日
本
と
の
活
発
な
交
流
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、お
そ
ら
く
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
蝦
麟
表
象
が
伝
来
し
て
い
た
と

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
七
年
（
五
二
二
年
）

の
継
体
天
皇
十
年
九
月
の
項
に
「
別
貢
五
経
博
士
漢
高
安
茂
、
請
代
博
士
段
楊
爾
。
依
請
代
」

だ
ん
よ
う
に
あ
や
の
こ
う
あ
ん
も

に
百
済
が
日
本
の
請
い
を
受
け
五
経
博
士
段
楊
爾
を
派
し
て
い
た
の
を
漢
高
安
茂
と
交
代
さ
せ

考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
『
日
本
書
紀
』

て
く
れ
と
頼
み
、
そ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
六
世
紀
前
半
に
は
五
経
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
-62-

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
知
識
の
な
か
に
は
、
陰
陽
五
行
思
想
と
と
も
に
祥
瑞
に
か
ん
す
る
知
識
が
当
然
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。’

レ
喧
つ
’
レ
》
デ
シ
』

ま
さ
に
国
造
り
の
段
階
に
あ
っ
た
大
和
朝
廷
と
し
て
は
吉
祥
を
表
象
す
る
事
物
は
す
べ
て
歓
迎
し
て
い
た
。
周
年
三
月
に
は
白
星
鳥
が
献

上
さ
れ
た
こ
と
や
、
前
年
十
二
月
に
「
吉
祥
の
稲
」
が
発
見
さ
れ
た
た
め
、
諸
王
を
は
じ
め
百
官
に
賜
禄
が
あ
り
、死
罪
人
ら
が
赦
免
を
受

け
た
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
方
向
を
き
す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
麟
麟
が
聖
王
の
御
世
を
寿
ぐ
た
め
に
出
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で

(5
) 

に
拙
稿
に
お
い
て
述
べ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
国
造
り
の
明
る
い
未
来
を
示
す
吉
祥
と
し
て
、
あ
る
い
は
現
王
権
が
天
意
に
即
し
た
正
統
性
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
麟
麟
が
言
及
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
中
国
文
化
か
ら
の
強
い
影
響
下
に
日
本
で
成
立
し
た
祥
瑞
思
想
は
、
か
な
り
早
い
段
階
に
お
い
て
国
家
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と



考
え
ら
れ
る
。
祥
瑞
に
つ
い
て
説
明
し
た
古
文
献
の
数
の
多
き
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
祥
瑞
の
大
略
を
総
集
し
、
規
定
し
た
の

が
、
『
延
喜
式
』
治
部
省
巻
第
二
十
一
祥
瑞
条
で
あ
っ
た
。
「
延
喜
式
』
自
体
は
十
世
紀
に
成
立
し
、
律
令
政
治
の
末
期
に
あ
っ
て
き
ほ
ど
実

効
力
は
も
た
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
文
化
に
対
す
る
規
定
力
は
保
持
し
て
い
た
。
祥
瑞
条
に
は
棋
麟
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
瑞
の
存

在
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
祥
瑞
そ
の
も
の
を
「
大
瑞
」
「
上
瑞
」
「
中
瑞
」
「
下
瑞
」
に
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
中
図
式
の
シ
ス
テ
ム
の
存
在

を
背
後
に
感
じ
き
せ
る
。
「
大
瑞
」
に
は
六O
種
、
「
上
瑞
」
に
は
三
八
種
、
「
中
瑞
」
に
は
三
十
三
種
、
そ
し
て
「
下
瑞
」
に
は
十
五
種
の

祥
瑞
を
あ
ら
わ
す
生
物
・
事
物
が
分
類
さ
れ
て
い
（

μ。
こ
れ
ら
祥
瑞
品
目
は
法
制
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
法
制
の
変

遷
に
伴
っ
て
増
減
し
て
い
っ
た
。

戯
麟
の
場
合
は
中
国
に
お
い
て
す
で
に
祥
瑞
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
四
霊
獣
の
な
か
に
も
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然

「
大
瑞
」
に
属
し
て
い
る
。
蝦
麟
は
「
麟
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
漢
代
以
前
の
伝
統
に
則
っ
た
呼
称
で
あ
る
。
麟
の
項
目
に

は
「
仁
獣
也
、
密
身
羊
頭
、
牛
尾
一
角
」
と
あ
り
、
南
北
朝
（
四
二
O
｜
五
八
九
年
）
中
国
に
成
立
し
た
『
瑞
謄
図
』
の
記
載
の
影
響
を
う

か
が
わ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
気
に
な
る
こ
と
は
、
蝦
麟
の
仁
性
を
示
す
そ
の
ほ
か
の
諸
特
長
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

角
の
先
端
が
肉
で
覆
わ
れ
、
生
命
あ
る
も
の
を
絶
対
に
殺
傷
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
歩
み
が
礼
に
か
な
っ
て
お
り
、
鳴
き
声
は
音
楽

で
あ
る
こ
と
な
ど
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
中
国
か
ら
の
棋
麟
の
諸
特
長
に
関
す
る
情
報
の
伝
来
が
こ
の
段
階
に

お
い
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。
『
瑞
慮
図
』
な
ど
が
伝
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
メ
ル
ク

マ
l

ル
も
｜
｜
日
本
文
化
に
定
着
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
｜
｜
当
然
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
「
仁
獣
」
と

い
う
記
載
に
す
べ
て
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
大
瑞
」
の
項
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
戯
麟
の
ほ
か
に
も
一
角
の
生
物
が
祥
瑞
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
麟
麟
を
除 -63-(306) 



か
い
ち

き
、
こ
の
項
の
な
か
で
明
確
に
一
角
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
天
鹿
」
と
「
解
毒
」
の
み
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
「
白
津
」
「
角
端
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ
と
の
二
者
の
説
明
に
一
角
と
い
う
文
字
は
見
え
な
い
が
、
『
抱
朴
子
」
の
図
に
は
一
角
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
な
に
よ
り
も
驚
く
の
は
「
大
瑞
」
の
項
に
「
一
角
獣
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
説
明
に
は
「
麟
首
鹿
形
鴛
共
色
」

と
あ
る
か
ら
朕
麟
の
頭
に
鹿
の
体
型
を
も
ち
、
体
色
は
鷺
に
通
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
非
常
に
紛
ら
わ
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

そ
ら
く
中
図
書
に
お
け
る
「
一
角
獣
」
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
麟
麟
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
一
角
獣
」
や
そ
の
他
の
一
角
獣
の
併
記
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
賦
麟
の
特
性
で
あ
る
「
仁
性
」
が

(7
) 

際
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

祥
瑞
発
見
か
ら
そ
の
奉
献
ま
で
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
関
心
事
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
儀
制
令
祥
瑞
条
が
形
を
な

し
て
以
後
は
、
祥
瑞
ら
し
き
も
の
の
発
見
が
行
わ
れ
る
と
、
宮
司
が
図
書
を
参
照
し
、
そ
れ
が
大
端
で
あ
っ
た
な
ら
ば
た
だ
ち
に
中
央
に
報

(8
) 

告
・
進
献
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
葛
城
山
で
発
見
さ
れ
た
奇
妙
な
角
が
た
だ
ち
に
朝
廷
に
報
告

さ
れ
た
と
あ
る
の
も
、

お
そ
ら
く
は
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
祥
瑞

は
ま
さ
に
国
家
の
主
要
関
心
事
で
あ
っ
た
。

七
世
紀
後
半
の
日
本
に
お
い
て
す
で
に
安
定
的
な
蝦
麟
表
象
が
存
在
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
た
き
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
古
代
日
本
社
会
に
お
い
て
五
行
思
想
、
陰
陽
思
想
は
き
わ
め
て
根
深
く
存
在
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
方
向
性
を
決
定
す
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
大
は
遷
都
か
ら
小
は
神
社
の
位
置
ま
で
が
中
国
伝
来
の
こ
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
た
。
と
り
わ
け
空
間
的
表
象
に
お
い
て
著

し
く
発
現
す
る
こ
の
陰
陽
思
想
、
五
行
思
想
は
当
然
、
麟
麟
表
象
の
招
来
の
際
に
も
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
前
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
神
的
な
随
伴
獣
で
あ
る
四
霊
獣
を
選
択
す
る
際
、
麟
鳳
龍
亀
が
通
常
の
選
択
で
あ
っ
た

(305) 

お

-64-



の
だ
が
、
そ
れ
は
一
般
化
せ
ず
、
五
行
思
想
の
影
響
の
も
と
漢
代
に
成
立
し
た
四
神
獣
の
ほ
う
が
広
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
麟
の
代
わ
り
と

し
て
虎
が
尊
ば
れ
た
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
中
国
人
の
現
実
志
向
を
見
ょ
う
と
し
て
も
、
鳳
に
せ
よ
龍
に
せ
よ
、

ま
た
玄
武
と
し
て
描
か
れ
た
亀
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
空
想
上
の
生
物
で
あ
る
。
な
ぜ
賦
麟
だ
け
が
排
除
さ
れ
、
現
実
的
な
虎
が
登
場

し
て
き
た
の
か
。
そ
の
過
程
に
対
す
る
説
明
は
現
在
の
段
階
で
は
憶
測
の
域
を
出
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
四
霊
獣
か
ら
四
神
獣
へ
の
過
程
は

中
国
に
お
い
て
も
原
因
の
唆
昧
な
ま
ま
進
行
し
て
い
る
。
太
上
老
君
に
随
伴
す
る
神
獣
と
し
て
、
漢
代
に
お
い
て
は
四
霊
獣
が
選
択
さ
れ
、

『
抱
朴
子
』
な
ど
で
は
四
神
獣
（
青
龍
、
白
虎
、
朱
雀
、
玄
武
）
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
関
し
て
も
理
由
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い

（
叩
）

な
い
。
た
だ
『
五
行
大
義
』
巻
第
五
に
「
『
大
載
礼
記
』
で
は
、
戯
麟
を
獣
と
し
て
い
て
、
五
行
の
金
気
に
配
当
し
て
い
る
。
蝦
麟
を
金
気

（
日
）

に
配
当
す
る
と
、
虎
は
無
用
の
も
の
と
な
る
」
と
あ
る
か
ら
、
五
行
の
不
安
定
な
配
当
に
よ
る
混
乱
が
原
因
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
に
お
い
て
は
、
四
霊
獣
と
四
神
獣
と
は
混
在
し
た
ま
ま
並
列
的
に
展
開
し
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
理
念
的
整
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合
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
続
い
て
勅
撰
さ
れ
た
歴
史
書
『
続
日
本
紀
」
は
六
九
七
年
か
ら
七
九
一
年
ま
で
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
も
蝦
麟
に

（
臼
）
み
な
も
と
の
し
た
ご
う

か
か
わ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
中
国
に
お
け
る
朕
麟
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い
る
。
源
順
に
よ
っ
て
九
＝
二
年
か
ら

わ
み
よ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
よ
う

九
三
八
年
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
漢
和
辞
典
『
和
名
類
緊
抄
』
に
は
中
国
の
『
瑞
麿
図
』
に
あ
る
「
戯
麟
仁
獣
也

（
日
）

牝
日
麟
」
と
い
う
記
載
が
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

牡
日

麟第
三
節

高
御
座
の
宇
宙
論
的
構
造

(304) 

た
か
み
く
ら

こ
こ
で
若
干
、
図
像
的
側
面
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
イ
コ
ノ
ロ
ジ
i

的
に
興
味
深
い
の
は
、
大
極
殿
の
中
に
お
か
れ
る
高
御
座
で
あ



る
。
大
極
殿
は
唐
制
の
条
坊
制
に
従
っ
て
建
設
き
れ
た
藤
原
京
以
降
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
室
町
時
代
に
後
柏
原
天
皇
（
一
四
六
四

ー
一
五
二
六
年
）
が
紫
震
殿
で
即
位
式
を
お
こ
な
い
、
高
御
座
は
紫
震
殿
に
移
き
れ
た
。
以
後
高
御
座
は
紫
震
殿
に
あ
る
。
現
存
す
る
高
御
(303) 

座
は
平
安
時
代
末
期
の
絵
図
「
文
安
御
即
位
調
度
図
」
を
参
考
に
古
式
に
則
っ
て
制
作
さ
れ
、
大
正
天
皇
以
後
三
回
の
即
位
式
に
使
用
さ
れ

て
凡ω。
現
存
の
高
御
座
は
平
安
末
期
の
様
式
を
継
承
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
よ
り
数
世
紀
き
か
の
ぼ
っ
た
高
御
座
の
様
式
が
本
質
的

に
異
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
形
式
は
意
味
論
的
連
関
の
な
か
で
規
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
即
位
式
の
意
味
に
重
大
な
変
更

が
な
い
か
ぎ
り
、
高
御
座
が
決
定
的
な
形
式
変
化
を
平
安
時
代
末
期
ま
で
に
蒙
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
大
極
殿
あ
る

い
は
紫
震
殿
に
お
い
て
は
即
位
の
大
礼
や
朝
賀
の
儀
な
ど
の
大
き
な
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
が
、わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
引
く
の
は
宮
殿

の
中
央
に
高
御
座
が
し
つ
ら
え
ら
れ
、
そ
の
基
壇
に
麟
麟
の
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
御
座
と
は
天
皇
が
即
位
式
や
朝
賀
の

在
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
大
極
殿
以
前
に
も
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
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儀
礼
の
際
に
位
置
す
る
場
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
は
い
わ
ば
宇
宙
論
的
な
中
心
を
な
す
場
で
も
あ
っ
た
。
高
御
座
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
存

そ
れ
は
お
そ
ら
く
方
位
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
吉
野
裕
子
に
よ
れ
ば
天
武
天
皇
は
そ
の
死
後
も

（
日
）

「
八
方
位
の
宇
宙
を
象
ど
る
八
角
形
の
陵
墓
の
中
央
に
位
し
て
、
普
遍
か
つ
永
遠
の
王
者
を
意
図
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
八
は
森
羅
万

高
御
座
は
八
角
屋
形
を
し
て
い
る
が
、

象
を
あ
ら
わ
す
八
卦
に
通
じ
1

主
要
方
位
の
す
べ
て
を
指
す
か
ら
、
こ
の
天
武
・
持
統
天
皇
の
合
葬
陵
墓
で
あ
る
「
八
角
墳
」
は
陰
陽
五
行

思
想
か
ら
み
れ
ば
全
宇
宙
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
高
御
座
が
八
角
形
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
の
も
宇
宙
論
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で

（
日
）

あ
ろ
う
。
高
御
座
を
支
え
る
基
壇
も
ま
た
特
長
的
で
あ
る
。
こ
の
基
壇
を
浜
床
と
呼
称
す
る
が
、
こ
の
浜
床
は
正
方
形
で
あ
り
、
各
側
面
が

束
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
三
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
分
割
さ
れ
た
区
画
の
な
か
に
雲
形
の
格
狭
間
形
を
と
り
、
十
種
の
麟
麟
像
が
色
調
を
ひ
と

つ
ひ
と
つ
変
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
正
面
の
南
面
の
中
央
区
分
の
み
に
鳳
風
が
、
残
り
の
す
べ
て
の
面
は
さ
ま
ざ
ま
な
麟
麟
が
描
か
れ
て
い



き
ぎ
は
し

る
の
で
あ
る
。
北
面
の
中
央
部
は
階
段
を
な
し
、
天
皇
が
高
御
座
に
登
壇
す
る
際
に
使
用
さ
れ
る
。

高
御
座
は
南
が
正
面
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
京
都
御
所
の
建
造
物
配
置
図
を
み
て
も
、
高
御
座
は
現
在
紫
寮
殿
に
お
か
れ
、
そ
の
紫
震

殿
は
南
面
し
て
い
る
。
こ
れ
は
吉
野
裕
子
の
仮
説
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、

天
皇
家
の
皇
祖
神
で
あ
る
天
照
大
神

日
本
古
来
の
主
神
で
あ
り
、

が
密
か
に
中
国
の
「
太
こ
思
想
と
習
合
し
、
そ
れ
ま
で
は
お
そ
ら
く
東
面
し
て
い
た
諸
施
設
や
調
度
も
ま
た
、
こ
の
習
合
過
程
に
と
も
な

（
口
）

っ
て
南
面
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
「
太
こ
と
は
北
極
星
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
代
中
国
思
想
に
お
け
る
始
原
で
あ
る

こ
ん
ぺ
ん

「
太
極
」
の
神
格
化
で
あ
っ
た
。
孝
明
天
皇
礼
服
（
衰
蒐
）
の
背
の
襟
の
下
に
く
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
北
斗
七
星
が
そ
の
証
左
の
ひ
と

つ
で
あ
ろ
う
。
天
皇
は
「
太
こ
を
背
後
に
し
て
百
官
に
向
か
い
諸
儀
式
を
執
り
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
諸
家
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
な
古
代
日
本
の
宇
宙
観
に
お
け
る
ω

凶
ぽ
自
己
ロ
色
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
東
西
に
枇
の
園
、
常
世
あ
る
い
は
神
界
な
ど

を
設
定
し
、
東
西
軸
を
重
ん
じ
て
い
た
古
代
日
本
が
、天
武
天
皇
の
時
代
に
お
け
る
激
し
い
中
国
化
の
結
果
、

天
と
地
の
垂
直
軸
が
重
要
視

き
れ
て
い
く
過
程
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

八
角
屋
形
の
高
御
座
の
屋
根
中
央
に
は
含
綬
鳳
風
が
、
ま
た
八
つ
の
蕨
手
先
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
小
鳳
が
と
ま
っ
て
い
る
。
屋
根
の
軒
先
に

は
日
月
を
模
し
た
鏡
と
白
玉
が
交
互
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
孝
明
天
皇
の
礼
服
・
衰
龍
の
御
衣
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
両
袖
の

表
裏
に
は
そ
れ
ぞ
れ
龍
の
刺
繍
が
施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
衰
見
の
正
面
両
肩
に
は
向
か
っ
て
右
に
太
陽
が
、
左
に
月
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
裏
面
の
襟
下
に
は
北
斗
七
星
の
図
案
が
く
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
吉
野
裕
子
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
祭
組
者
で
あ
る
と
同
時
に

被
祭
肥
者
で
も
あ
る
天
皇
は
「
自
身
が
宇
宙
神
、
北
極
星
の
化
身
で
あ
る
と
の
自
覚
の
故
に
、
・
北
極
星
と
相
即
不
離
の
宰
相
・
帝
車
・
神
棋

の
容
れ
も
の
と
し
て
の
北
斗
を
（
中
略
）
直
接
に
背
に
負
う
の
で
あ
る
」
が
、
御
衣
に
描
か
れ
た
日
月
、
高
御
座
に
垂
れ
下
が
る
日
月
と
あ

わ
せ
考
え
る
と
、
高
御
座
に
位
置
し
た
天
皇
は
ま
さ
に
宇
宙
論
的
空
間
の
な
か
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

-67-(302) 



高
御
座
を
め
ぐ
る
空
間
が
こ
の
よ
う
に
宇
宙
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
古
代
中
国
思
想
の
強
力
な
影
響
下
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、

奇
妙
な
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
古
代
中
国
思
想
に
お
い
て
四
霊
獣
と
称
さ
れ
た
麟
鳳
龍
亀
の
う
ち
、
こ
こ
に
は
一
頭
だ
け

神
獣
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
麟
は
浜
床
に
、
鳳
は
浜
床
と
屋
根
に
、
そ
し
て
龍
は
天
皇
の
着
用
す
る
礼
服
に
、
あ
る
い
は
天
皇
自
身
と

し
て
そ
の
姿
を
見
せ
て
い
る
が
、
亀
だ
け
が
登
場
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
宇
宙
の
は
じ
め
に
位
置
し
水
を
支
配
す
る
強
大
な
魅
は
亀
類
の

総
称
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
中
国
思
想
の
深
甚
な
影
響
下
に
あ
っ
た
七
・
八
世
紀
に
は
、
亀
に
対
す
る
尊
崇
は
異
常
な
ま
で
に
篤
く
、
霊
亀
・

（
凹
）

そ
の
改
元
は
神
与
の
亀
の
出
現
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
の
だ
が
、
そ
の
重
要

神
亀
な
ど
八
世
紀
初
頭
か
ら
や
や
降
っ
て
宝
亀
に
至
る
ま
で
、

な
亀
の
姿
が
明
確
な
形
で
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
不
思
議
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
き
ら
に
も
し
、
こ
の
天
皇
の
座
る
高
御
座
と
浜
床

全
体
が
古
代
中
国
思
想
の
四
霊
獣
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
亀
の
存
在
は
不
可
欠
の
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
確
か
に
荒
唐
無
稽
な
推
測
で
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
考
察
の
対
象
外
に
置
か
れ
て
い
た
、
高
御
座
を
支
え
る
基
壇

で
あ
る
浜
床
全
体
と
亀
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
が
、
浜
床
側
面
が
各
々
三
分

割
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
分
割
さ
れ
た
側
面
を
高
御
座
を
奉
戴
す
る
台
座
表
面
へ
そ
れ
ぞ
れ
延
長
す
る
な
ら
ば
、

辺
が
三
等
分
さ
れ
た
正
方
形
の
九
つ
の
桝
目
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
浜
床
上
面
に
想
定
さ
れ
る
九
つ
の
桝
目
と
、
全
部
で
十
二
分
割
さ
れ

て
い
る
浜
床
側
面
は
、
全
体
と
し
て
亀
甲
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

浜
床
が
亀
の
表
象
で
あ
る
と
い
う
推
測
を
さ
ら
に
検
証
し
て
み
る
た
め
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
蓬
莱
神
話
の
伝
統
に
も
目
を
向
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
蓬
莱
は
春
秋
戦
国
時
代
に
お
い
て
燕
（
前
三
世
紀
頃
）
や
斉
（
前
三
八
六
ム
型
ゴ
二
年
）
の
方

士
た
ち
に
よ
っ
て
溺
海
中
に
存
在
す
る
と
い
わ
れ
た
三
つ
の
神
仙
郷
・
神
山
（
楕
族
・
方
丈
・
議
洲
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝

が
不
老
長
寿
の
薬
を
求
め
よ
う
と
前
一
二
九
年
と
一
二
O
年
に
方
士
の
徐
福
を
派
遣
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
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大
亀
に
の
っ
て
こ
れ
ら
の
神
山
が
浮
か
び
、
そ
こ
に
は
不
老
長
寿
の
妙
薬
が
自
生
し
、
神
仙
た
ち
が
住
む
と
い
う
も
の
が
典
型
的
で
あ
る
。

こ
の
蓬
莱
信
仰
も
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
て
い
た
。
岡
本
健
一
に
よ
れ
ば
「
日
本
の
古
墳
文
化
は
、
蓬
莱
山
と
と
も
に

始
ま
り
、
蓬
莱
山
と
と
も
に
終
わ
っ
（
出
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
に
も
蓬
莱
山
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
古

墳
文
化
に
蓬
莱
信
仰
が
根
強
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
て
興
味
深
い
。
岡
本
は
さ
ら
に
前
方
後
円
墳
が
壷
の
形
象
を
表
現
し
て

（
幻
）

そ
れ
は
壷
中
天
と
し
て
の
蓬
莱
山
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
を
唱
え
て
い
る
。
楽
園
・
不
死
・
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
が
折
り

お
り
、

重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
た
陵
墓
が
、
蓬
莱
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
岡
本
説
に
依
拠
す
る
な
ら
、
そ
の
現
世
に
お
け

る
連
想
的
形
式
を
高
御
座
が
採
用
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
天
武
帝
の
陵
墓
が
、
高
御
座
と

同
様
の
八
角
形
を
し
て
い
る
こ
と
も
、
間
接
的
に
こ
の
連
関
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
蓬
莱
図
の
伝
統
に
目
を

-69-

向
け
れ
ば
、
蓬
莱
を
描
く
表
現
形
式
の
な
か
に
、
蓬
莱
山
が
亀
や
魅
の
背
中
の
上
に
置
か
れ
る
と
い
う
形
式
が
多
数
存
在
す
る
。
た
と
え
ば

時
代
は
か
な
り
下
る
が
江
戸
時
代
の
『
蓬
莱
山
紘
一
群
』
は
六
匹
の
巨
大
な
亀
が
蓬
莱
山
を
背
負
っ
て
い
る
様
子
を
示
し
て
い
る
。
蓬
莱
山
の

中
央
に
は
仙
簡
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
に
富
岡
鉄
斎
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
『
魅
負
蓬

（
お
）

莱
図
』
な
ど
は
、
ま
き
に
階
を
背
後
に
も
つ
浜
床
の
上
に
設
え
ら
れ
た
高
御
座
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
仙
閣
を
、
一
匹
の
魅
が
背
負
う
図
柄

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
蓬
莱
山
の
図
像
伝
統
が
亀
に
背
負
わ
れ
た
構
図
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

四
霊
獣
（
麟
鳳
龍
亀
）
の
な
か
の
霊
亀
を
も
し
浜
床
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
高
御
座
と
浜
床
、
そ
し
て
天
皇
の
着
用
す
る
礼

服
で
あ
る
衰
蒐
は
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
四
霊
獣
を
表
現
し
、
ま
さ
に
四
霊
獣
を
従
え
た
中
国
の
太
上
老
君
の
姿
と
天
皇
の
姿
が
重
な
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
天
皇
の
礼
服
の
背
中
に
刺
繍
さ
れ
た
北
斗
七
星
に
視
座
を
据
え
れ
ば
、
古
代
中
国
思
想
の
最
高
神
で
あ
る(300) 

「
太
こ
と
も
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
蓬
莱
山
へ
の
連
想
を
内
包
し
た
神
仙
思
想
と
の
連
関
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
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い
だ
ろ
う
。
高
御
座
が
蓬
莱
山
表
象
の
意
味
連
関
の
な
か
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
皇
は
自

(299) 

ら
を
不
死
あ
る
い
は
不
老
長
寿
の
神
仙
に
擬
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ

が
前
方
後
円
墳
な
ど
の
陵
墓
と
の
関
連
性
を
も
つ
な
ら
ば
、
壷
中
天
と
し
て
王
権
再
生
の

南

（図 1)

意
義
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

既
述
の
ご
と
く
、
浜
床
の
側
面
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
割
さ
れ
全
部
で
九
面
を
も
つ
こ
と

は
、
同
時
に
浜
床
の
上
面
で
あ
る
高
御
座
と
接
す
る
面
も
ま
た
九
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
。
こ
れ
を
五
行
思
想
と
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、
浜
床
の
上
面
は
い
わ
ゆ
る
九
宮
図

を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
春
秋
戦
国
時
代
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
五
行
思-70ー

想
が
文
献
上
初
出
す
る
『
尚
書
』
中
の
一
編
「
洪
範
」
は
、
「
洪
範
九
時
」
と
称
さ
れ
る
天
下
統
治
の
大
法
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
五
行
、

五
事
、
八
政
、
五
紀
、
皇
極
、
三
徳
、
稽
疑
、
庶
徴
、
五
福
・
六
極
の
九
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
殿
の
箕
士
が
作
成
し
、
周
の
武
王
が
授
け

ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
「
洪
範
九
曙
」
を
九
宮
図
に
並
べ
替
え
る
と
図
の
よ
う
に
な
る
。
天
人
相
関
説
に
基
づ
い
て
天
皇
は
こ
れ
ら
の
洪
範
の

(M
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法
を
満
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
一
は
陰
陽
の
数
に
の
っ
と
っ
て
一
年
の
間
に
九
宮
の
す
べ
て
を
巡
行
し
、
太
一
で
あ
る
天
皇

は
、
九
つ
の
宮
に
指
定
さ
れ
た
大
法
を
次
々
に
手
順
に
従
っ
て
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、

（
お
）

る
の
で
あ
る
。

天
の
要
求
す
る
秩
序
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

高
御
座
に
登
壇
し
た
天
皇
は
み
ず
か
ら
の
龍
体
を
魅
に
擬
せ
ら
れ
た
基
壇
に
載
せ
、
十
頭
の
棋
麟
と
十
羽
の
鳳
風
に
固
ま
れ
て
い
る
。
す

ら
も
そ
の
一
部
と
化
し
た
宇
宙
軸
を
構
成
し
、

な
わ
ち
、
即
位
や
朝
賀
の
儀
に
お
け
る
天
皇
は
四
霊
獣
を
し
た
が
え
つ
つ
、
不
動
の
北
極
星
（
太
極
星
川
「
太
一
」
）
を
背
負
い
、

つ
ま
り
新
帝

み
ず
か

さ
ら
に
は
蓬
莱
山
表
象
と
の
意
味
関
連
の
な
か
で
不
老
不
死
の
神
仙
と
し
て
、



と
し
て
、
あ
る
い
は
新
た
に
生
ま
れ
か
わ
る
年
と
と
も
に
、
再
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

王
朝
時
代
に
お
け
る
賦
麟
表
象

い
わ
ゆ
る
雅
の
風
が
支
配
的
と
な
る
王
朝
時
代
に
お
い
て
、
賦
麟
は
中
国
文
化
の
ひ
と
つ
の
規
範
的
輸
入
品
か
ら
、日
本
独
自
の
色
彩
を

帯
び
て
い
く
に
い
た
る
。
飯
麟
の
も
つ
異
界
性
を
保
持
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
文
化
的
日
常
の
な
か
に
徐
々
に
浸
透
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

第
一
節

ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

絵
巻
の
世
界
｜
｜
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』

十
二
世
紀
、
中
国
か
ら
の
文
化
的
影
響
を
徐
々
に
脱
し
な
が
ら
国
風
を
築
き
上
げ
て
い
た
日
本
に
お
い
て
、
棋
麟
の
登
場
す
る
美
し
い
絵

巻
が
成
立
し
た
。
絵
巻
と
い
う
形
式
は
そ
も
そ
も
中
国
の
「
画
巻
」
か
ら
発
達
し
た
が
、
日
本
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
洗

練
を
示
す
ま
で
に
な
っ
た
の
は
、
王
朝
絵
師
た
ち
の
努
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
麟
麟
の
登
場
す
る
の
は
十
二
世
紀
に
成
立
し
た
と
い

わ
れ
る
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
」
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
『
古
事
記
」
『
日
本
書
紀
」
に
そ
の
原
型
が
求
め
ら
れ
る
「
海
幸
彦
、
山
幸
彦
」

の
物
語
で
あ
る
。
娯
麟
が
登
場
す
る
の
は
、
釣
り
針
を
求
め
に
龍
宮
へ
赴
い
た
山
幸
彦
／
彦
火
々
出
見
尊
が
本
土
に
帰
還
す
る
場
面
で

ふ
泌
。
山
幸
彦
／
彦
火
々
出
見
尊
を
護
衛
す
る
龍
宮
の
武
士
た
ち
が
乗
っ
て
い
る
眠
麟
は
、
馬
に
一
角
が
生
え
た
ご
と
き
存
在
で
あ
る
。
彦

火
々
出
見
尊
の
座
乗
す
る
龍
船
を
警
護
す
る
た
め
、
そ
の
ほ
か
に
も
犀
や
霊
亀
に
乗
っ
た
魔
的
な
龍
宮
の
武
士
た
ち
の
姿
が
見
え
る
。
犀
も

ま
た
一
角
で
あ
り
、
厳
麟
と
紛
ら
わ
し
い
が
、
そ
の
鼻
頭
に
小
き
な
角
を
も
ち
、
体
躯
が
巨
大
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
棋
麟
の
特
長
で
あ
る

両
胸
部
か
ら
の
炎
状
の
翼
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
犀
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
。
第
八
紙
に
登
場
す
る
畝
麟
は
そ
の
全
体
像
が
描
か
れ
て
い

る
の
で
仔
細
に
検
討
で
き
る
。
外
見
は
馬
体
を
基
礎
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
尻
尾
も
中
国
朕
麟
特
有
の
渦
巻
く
よ
う
な
太
い
そ
れ
で
は
な

-71ー(298) 



く
、
馬
の
尻
尾
に
近
い
。
蹄
は
偶
蹄
で
あ
る
。
前
足
の
付
け
根
か
ら
上
方
へ
向
か
っ
て
炎
状
の
翼
が
伸
び
て
い
る
。
頭
部
に
は
蝦
麟
の
最
大

の
特
徴
で
あ
る
一
角
が
生
え
て
い
る
。
長
き
は
一
尺
程
度
に
見
え
る
。
先
端
が
肉
で
覆
わ
れ
て
お
ら
ず
、
剥
き
出
し
で
あ
る
。
（
第
八
紙
、
(297) 

周
囲
O
頁
）
本
文
に
よ
れ
ば
龍
宮
の
高
官
の
乗
り
物
で
あ
っ
た
。

棋
麟
、
犀
、
霊
亀
は
い
ず
れ
も
異
国
の
動
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
霊
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

龍
宮
か
ら
の
使
者
の
騎
乗
動
物
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
娯
麟
は
こ
こ
で
は
仁
獣
と
い
う
よ
り
は
、
異
界
の
獣
と

し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
騎
乗
動
物
と
し
て
同
じ
く
選
択
さ
れ
て
い
る
犀
や
霊
亀
、
あ
る
い
は
龍
船
も
ま
た
同
じ
理
由
か
ら
登
場

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
単
に
怪
物
の
類
で
は
な
く
娯
麟
や
霊
亀
や
龍
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
龍
宮
の
異

界
性
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
神
聖
性
も
ま
た
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大
林
太
良
に
よ
れ
ば
、

-72-

こ
の
物
語
は
そ
も
そ
も
異
郷
訪
問
謂
で
あ
り
、
宇
宙
領
域
の
分
離
か
ら
始
ま
り
、
龍
宮
（
海
宮
）
に
お
け
る
結
婚
を
転
回
点
と
し
て
物
語
の

（
幻
）

筋
が
逆
行
し
、
最
終
的
に
は
同
じ
く
宇
宙
領
域
の
分
離
に
終
わ
る
構
造
を
も
っ
と
い
う
。
宇
宙
領
域
の
分
離
と
は
天
孫
ニ
ニ
ギ
と
結
婚
し
た

コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
生
ん
だ
三
人
の
子
供
の
う
ち
海
幸
彦
と
山
幸
彦
に
よ
っ
て
海
陸
が
分
離
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
大

林
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
異
郷
訪
問
諌
が
一
連
の
出
来
事
が
継
起
的
に
描
写
さ
れ
た
あ
と
、
中
心
的
な
事
象
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
折
り
返

し
、
そ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
一
連
の
出
来
事
を
今
度
は
逆
の
順
序
で
辿
り
か
え
し
、
出
発
点
に
戻
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
す

（
犯
）

る
と
、
海
宮
と
地
上
の
聞
の
交
通
も
本
来
は
往
路
と
復
路
で
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
古
事
記
」
で
は
陸
か
ら
海
宮
へ
は
聞
な

か
た

し
勝
聞
の
小
船
に
乗
せ
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
海
宮
か
ら
陸
へ
は
一
尋
鰐
の
背
に
乗
せ
ら
れ
て
帰
還
す
る
。
こ
れ
を
前
者
は
文
化
、
後
者
は

（
却
）
ひ
こ

自
然
が
そ
の
交
通
手
段
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
あ
る
い
は
此
岸
的
・
彼
岸
的
と
呼
ん
で
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
『
彦

ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

火
々
出
見
尊
絵
巻
』
の
作
者
は
陸
か
ら
海
宮
へ
の
往
路
の
交
通
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
形
で
、
瞬
時
に
到
着
し
た
よ
う
に
描
き
（
尊
が
老



あ
じ
か

人
の
貨
の
中
に
入
る
と
着
い
て
し
ま
う
）
、
復
路
の
一
尋
鰐
を
さ
ま
ざ
ま
な
幻
獣
に
変
え
て
い
る
。

こ
の
意
味
連
関
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
神
仙
思
想
と
の
関
連
性
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
明
ら
か
に
龍
宮
世
界
を
表
現
す
る
た
め
に
神
仙
世

（
却
）

界
の
表
象
を
利
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
補
陀
落
渡
海
蔓
茶
羅
図
」
に
お
い
て
は
、
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
」
に
登
場
す
る
龍
船
や
霊
亀
、

（
担
）

磨
喝
魚
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
が
登
場
し
、
そ
の
他
に
も
龍
、
鳳
風
な
ど
が
姿
を
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
幻
獣
は
補
陀
落
山
を
守
護
す
る
役
割

（
担
）

を
果
た
し
、
こ
の
意
味
で
も
龍
船
を
守
護
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
幻
獣
と
同
様
の
機
能
を
も
っ
。
周
知
の
ご
と
く
、
補
陀
落
渡
海
は
南
イ
ン
ド
に

あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
霊
地
司
。
s
z
w
ω

（
補
陀
落
）
を
目
指
す
宗
教
的
な
航
海
で
あ
っ
て
、
「
那
智
補
陀
落
渡
海
憂
茶
羅
図
」
な
ど
に
よ
れ

ば

一
枚
帆
の
船
に
渡
海
者
が
乗
り
込
み
、
外
か
ら
板
な
ど
を
打
ち
付
け
て
密
閉
し
、
出
航
し
た
と
い
う
。
八
世
紀
頃
か
ら
す
で
に
渡
海
の

風
習
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
後
世
に
い
た
る
と
こ
れ
に
死
者
を
乗
せ
て
海
に
流
し
た
。

補
陀
落
思
想
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
記
紀
で
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
常
世
思
想
の
仏
教
版
で
あ
る
が
、
し
か
し
む
し
ろ
こ
こ
で
は
荒
川
紘
の-73ー

論
考
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
記
紀
で
い
わ
れ
る
海
の
国
の
イ
メ
ー
ジ
は
異
国
風
の
華
や
か
な
王
宮
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
う
え
で
、
荒
川
は
龍
宮
が
「
海
坂
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
想
像
さ
れ
て
い
た
大
陸
の
王
宮
」
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
そ
れ
は
「
「
父
祖
の

口
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
本
つ
国
」
と
は
、
こ
の
陸
の
西
の
は
て
、
出
雲
よ
り
も
き
ら
に
西
の
水
平
線
の
か
な
た
に
想
像
き
れ
て
い
た
祖
先
の

（
犯
）

故
国
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
結
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
枇
の
国
で
あ
る
。
図
2

か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
、
古
代
日
本
の
コ
ス
モ

ロ
ジ
l

は
縦
軸
の
高
天
原
｜
中
つ
国
（
大
和
）
l

黄
泉
園
、
そ
し
て
水
平
軸
の
伊
勢
｜
中
つ
国
（
大
和
）
｜
出
雲
か
ら
な
っ
て
い
た
。
そ
し

て
高
天
原
と
伊
勢
が
融
合
し
、
黄
泉
国
と
出
雲
が
融
合
し
た
結
果
、
水
平
軸
的
世
界
観
が
優
勢
と
な
り
、
い
わ
ば
垂
直
軸
の
宇
宙
観
が
水
平

軸
の
次
元
で
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
き
ら
に
中
つ
国
を
中
心
と
す
る
東
西
圏
の
東
端
に
位
置
す
る
神
界
の
伊
勢
か

ら
東
に
は
不
老
不
死
の
国
常
世
が
、
死
者
の
国
で
あ
る
西
端
の
出
雲
の
西
に
は
枇
の
国
が
設
定
さ
れ
る
。
批
の
国
は
魂
の
ふ
る
き
と
で
あ
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り
、
死
者
の
国
で
あ
る
黄
泉
国
と
通
じ
て
い
る
。

で
あ
る
と
す
る
と
龍
宮
は
出
雲
の
西
の

(295) 

枇
の
国
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

紘『古代日本人の宇宙観』より

山
幸
彦
に
と
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
産
屋
に
お
い
て
、

タ
マ
ヨ
リ
姫
は
醜
悪
極

ま
り
な
い
八
尋
鰐
の
姿
に
「
戻
っ
て
」
子
供
を
生
む
。
こ
の
醜
怪
き
は
安
穏
と
し
た
常
世

の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
醜
悪
な
タ
マ
ヨ
リ
姫
の
姿
は
む
し
ろ
黄
泉
国
の
織
れ
を
連
想

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
そ
こ
か
ら
来
る
は
ず
の
枇
の
図
的
な
始

原
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
龍
宮
が
華
や
か
で
豊
か
な
側
面
を
も
っ

て
い
る
一
方
で
、
古
代
人
の
忌
避
す
る
死
者
に
か
か
わ
る
械
れ
を
も
連
想
き
せ
る
の
は
な
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ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
古
代
日
本
人
の
意
識
の
な
か
で
は
、
常
世
と
枇
の
国
が
習
合

荒川

し
、
海
の
か
な
た
に
あ
る
特
別
な
場
所
と
い
う
漠
然
と
し
た
表
象
が
支
配
的
で
あ
っ
た
の

図2

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
そ
こ
は
死
の
国
で
あ
り
、
ま

た
楽
土
で
あ
っ
た
。
伊
勢
・
出
雲
の
外
部
空
間
を
形
成
す
る
こ
れ
ら
の
諸
空
間
を
大
き
く

異
界
と
い
う
概
念
で
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら

つ
ま
り
、
補
陀
落
、
龍
宮
、

枇
の
園
、
常
世
を
同
一
の
表
象
的
次
元
で
考
え
る
こ
と
が
許
き
れ
る
な
ら
ば
、
彦
火
々
出

見
尊
の
龍
宮
へ
の
出
帆
と
そ
の
帰
還
は
、
本
来
的
に
は
死
と
再
生
の
意
味
連
関
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
麟
麟
を
は
じ

め
と
す
る
幻
獣
の
存
在
は
古
代
中
国
の
神
仙
思
想
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
界
の
要
素
が
日
本
的
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
の
な
か
で
溶
融
し
た
結
果
、
補
陀
落
、
龍
宮
、
批
の
園
、
常
世
の
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
的
諸
特
性
を
喪
失
し
て
い
っ
た
か
わ
り
に
、そ



日
本
独
自
の
異
界
表
象
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

れ
ら
す
べ
て
の
要
素
を
混
在
さ
せ
た
、

い
わ
ば
中
国
伝
来
の
蝦
麟
表
象
が
こ
こ
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
国
風
の
華
を
結
晶
さ
せ
た
美
し
い
成
果
が
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
」
で
あ

る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
色
彩
感
覚
は
、
模
本
と
は
い
い
な
が
ら
圧
倒
的
な
華
や
か
さ
を
誇
っ
て
い
る
。
朕
麟
表
象
か
ら
み
て
も
、

（
お
）

日
本
文
化
が
独
自
の
道
を
歩
き
出
し
た
時
期
の
貴
重
な
証
言
と
も
な
っ
て
い
る
。
（
こ
の
稿
続
く
）

注
(1
) 

本
論
考
は
義
文
研
究
第
八
十
一
号
（
二
O
O

一
年
）
に
発
表
し
た
「
麟
麟
考
ー
ー
ム
果
ア
ジ
ア
に
お
け
る
棋
麟
表
象
の
基
礎
的
研
究
こ
）
」
、

お
よ
び
日
吉
ド
イ
ツ
語
ド
イ
ツ
文
学
紀
要
第
三
十
四
号
（
二

O
O
二
年
）
に
発
表
し
た
「
棋
麟
考
試
論
｜
｜
棋
麟
表
象
の
淵
源
を
め
ぐ
る
考

察
」
の
続
編
と
し
て
、
第
三
篇
（
麟
麟
考
l
l

京
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戯
麟
表
象
の
基
礎
的
研
究
会
一
）
）
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

。
可
ロ
の
・
開
・
回
ロ
ロ
同
一
同
，

v
o
亡
。
ロ
g
a
p
o
C
E
g
g

－
〉
ロ
昨
日
開
巳

q
p
s
ω
0
・
p
n
E
m司
・
お
印
・
き
ら
に
「
賦
麟
考
試
論
」
九
十
六
頁

和
泉
雅
人
「
蝦
麟
考
試
論
」
第
二
章
参
照

こ
れ
ら
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
し
て
は
拙
稿
「
一
角
獣
研
究
H

｜
｜
江
戸
期
の
一
角
獣
表
象
」
義
文
六
O
号
、
一
九
九
二
年
参
照

和
泉
雅
人
「
蝦
麟
考
（
1

）
」
二
十
七
頁
以
下
参
照

『
神
道
体
系
古
典
編
十
二
、
延
喜
式
（
下
）
』
神
道
体
系
編
纂
会
一
九
九
三
年
、
三
頁

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
「
上
瑞
」
の
項
に
「
三
角
獣
」
の
名
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
瑞
獣
也
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

一
角
が
大
瑞
で
三
角
が
格
下
の
上
端
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
角
の
聖
性
を
初
御
き
せ
て
面
白
い
。

福
原
栄
太
郎
「
祥
瑞
考
」
に
は
三
種
の
可
能
性
が
勘
案
さ
れ
て
い
る
。
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
大
阪
歴
史
学
会
、

一
一
頁

吉
野
裕
子
『
隠
き
れ
た
神
々
！
i

古
代
信
仰
と
陰
陽
五
行
』
人
文
書
院
、
一
九
九
四
年
、

福
永
光
司
「
道
教
思
想
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
O
八
頁
参
照

中
村
環
八
、
古
藤
友
子
著
『
五
行
大
義
」
（
下
）
（
新
編
漢
文
選
七
）
明
治
書
院
、
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(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 
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(8
) 

日
号
、
一
九
七
四
年
、

一
O
1

(9
) 

（
叩
）

（
日
）

四
十
六
l

四
十
七
頁
参
照

平
成
十
年
、
二
四
二
頁



12 （
日
）

続
日
本
紀
、
構
徳
天
皇
（
天
平
神
譲
二
年
十
月
）

巻
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
二
年
、
三
三
七
頁

倭
名
類
緊
抄
十
八
、
毛
群
名
。
狩
谷
被
斎
が
『
筆
注
倭
名
類
衆
抄
』
に
さ
ま
ざ
ま
な
棋
麟
の
記
述
を
中
国
の
諸
書
か
ら
集
め
て
記
載
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
一
九
世
紀
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。

毎
日
新
聞
社
至
宝
委
員
会
事
務
局
編
『
御
物
｜
障
扉
・
調
度
1

』
（
皇
室
の
至
宝6
）
、
毎
日
新
聞
社
、
平
成
六
年
（
第
二
版
）
、
二O八
頁

吉
野
裕
子
『
大
嘗
祭
｜
｜
天
皇
即
位
式
の
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
、
一
O
九
頁

現
存
す
る
高
御
座
は
皇
后
の
座
す
御
帳
台
と
並
び
、
高
御
座
に
向
か
っ
て
左
に
高
御
座
、
右
に
御
帳
台
が
あ
る
。

伊
勢
神
宮
が
南
に
正
面
を
向
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
神
が
北
天
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
必
然
的
に
南
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

私
は
推
測
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
吉
野
裕
子
、
同
書
、
一
O
九
頁

吉
野
裕
子
、
『
大
嘗
祭
』
、
一
五
八
頁

吉
野
裕
子
、
『
大
嘗
祭
』
、
七
五
頁

岡
本
健
一
「
蓬
莱
山
へ
の
憧
僚
｜
｜
前
方
後
円
墳
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
｜
｜
」
『
長
岡
京
古
文
化
論
叢H
』
所
収
、
三
星
出
版
、
一
九
九
二
年
、

四
O
三
頁

岡
本
健
一
、
同
書
、
四
O
O
頁

紙
本
著
色
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
。
（
『
蓬
莱
山
｜
鶴
・
亀
・
松
｜
』
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
、
平
成
十
年
度
特
別
展
、
平
成
十
年
、

二
一
頁

絹
本
著
色
、
清
荒
神
清
澄
寺
、
同
上
書
、
八
四
頁

中
村
埠
八
、
古
藤
友
子
著
「
五
行
大
義
』
（
上
）
、
二
ゴ
一
頁

司
五
行
大
義
』
（
中
村
理
八
、
古
藤
友
子
著
「
五
行
大
義
』
（
上
）
＝
二
頁
以
下
）
に
よ
れ
ば
九
つ
の
大
法
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
「
第
一

は
根
本
の
行
で
あ
る
。
第
二
は
、
身
を
修
め
る
の
に
五
事
を
つ
つ
し
ん
で
用
い
る
こ
と
。
第
三
は
、
民
の
生
活
を
厚
く
す
る
た
め
に
八
政
を

用
い
る
こ
と
。
第
四
は
、
天
の
運
行
や
人
事
に
五
紀
を
調
整
し
て
使
う
こ
と
。
第
五
は
、
政
治
を
行
う
の
に
、
皇
極
を
用
い
る
こ
と
。
第
六

は
、
民
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
三
徳
を
働
か
せ
る
こ
と
。
第
七
は
、
卜
と
盤
を
き
っ
ぱ
り
使
っ
て
疑
問
な
点
を
考
え
る
こ
と
。
第
八

は
、
天
の
気
候
に
あ
ら
わ
れ
る
休
徴
と
磐
徴
と
を
考
え
用
い
る
こ
と
。
第
九
は
、
五
つ
の
賞
に
よ
っ
て
人
を
奨
励
し
、
六
つ
の
罰
に
よ
っ
て

-76-

の
項
。
「
麟
風
龍
亀
、

至
徳
之
世
」
と
あ
る
。
『
新
訂
増
補
圏
史
体
系
」
第
二

王
者
嘉
瑞
、

(293) 

(U
) 

（
日
）

（
日
）

（
口
）

（
四
）

（
日
）

（
初
）

（
幻
）

(n
) 

（
お
）

(M
) 

（
お
）



人
を
脅
か
し
て
民
を
善
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
」
。
一
年
は
二
十
四
節
気
で
あ
り
、
春
夏
秋
冬
は
一
時
で
あ
り
、
一
時
は
そ
れ
そ
れ
九
十
日
で

あ
り
、
二
節
気
で
あ
る
。
一
節
は
四
十
五
で
あ
る
。
一
気
は
十
五
で
あ
り
、
こ
れ
は
三
つ
の
宮
を
縦
横
斜
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
足
し
た

数
で
あ
る
。

小
松
茂
美
編
『
続
日
本
の
絵
巻
目

l
l

彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
、
浦
島
明
神
縁
起
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
三
八
頁
（
第
六
紙
）

大
林
太
良
「
東
ア
ジ
ア
の
王
権
神
話
｜
日
本
・
朝
鮮
・
琉
球
｜
』
弘
文
堂
、
昭
和
五
九
年
、
一
七
三
頁
以
下
。
大
林
の
呈
示
し
た
海
幸
彦
山

幸
彦
神
話
の
構
造
は
次
の
通
り
。
1

宇
宙
領
域
の
分
離

2

出
産

3

兄
弟
と
交
換

4

奇
跡
の
物
体
と
海
陸
交
通
5

奇
跡
の
物
体
6

愛

7

結
婚

8

愛

9

奇
跡
の
物
体
叩
奇
跡
の
物
体
と
海
陸
交
通
日
兄
弟
と
交
換
ロ
出
産
日
宇
宙
領
域
の
分
離
。
こ
こ
で
い
う

4

と
叩
が
二
つ
の
領
域
聞
の
交
通
を
指
す
が
、
『
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
に
お
い
て4
は
一
瞬
の
う
ち
に
移
動
が
お
こ
な
わ
れ
、
日
に
お
い

て
初
め
て
異
界
の
幻
獣
た
ち
が
登
場
し
、
尊
を
警
護
す
る
の
で
あ
る
。

大
林
、
同
書
、
一
七
O
頁

大
林
、
同
書
、
一
七
四
頁

「
続
・
日
本
の
意
匠l
！
文
様
の
歳
時
記

U

吉
祥
」
京
都
書
院
、
一
九
九
五
年
、
二
頁

麟
麟
ら
し
き
動
物
の
姿
も
登
場
し
て
い
る
が
、
筆
者
が
所
持
す
る
コ
ピ
ー
に
よ
る
画
像
が
小
き
い
た
め
断
定
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
獅
子

カ蓬
莱
島
と
い
い
、
補
陀
落
山
と
い
い
絶
海
の
孤
島
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
現
象
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
島
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
相
当
す
る
楽
園
表
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
島
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
異
な
る
の
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
そ
れ
が
楽
園
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
は
そ
れ
が
楽
園
で
あ
り
、
ま
た
常
世
の
国
、
き
ら
に
転
じ
て
死
の

国
と
し
て
も
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
垂
直
的
な
天
国
・
現
世
・
地
獄
の
表
象
を
も
つ
が
、
日
本
で
は
、
補
陀
落
渡

海
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
三
者
の
水
平
的
な
区
分
を
お
こ
な
う
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
の
空
間
に
存
在
す
る
楽

園
・
死
の
国
は
ま
さ
に
異
界
と
し
て
顕
示
的
に
示
き
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
異
界
に
棲
息
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た

幻
獣
た
ち
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
姿
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
補
陀
落
山
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
さ
ら
に
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
述
べ

た
禍
々
し
い
幻
獣
た
ち
で
あ
る
。

荒
川
紘
『
古
代
日
本
人
の
宇
宙
観
』
海
鳴
社
、

（
お
）

（
幻
）

（
お
）

（
却
）

（
初
）

（
但
）

（
犯
）

（
お
）

一
九
八
一
年
、

-77-

一
三
五
頁
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こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
「
周
遊
奇
談
』
に
お
け
る
以
下
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
「
大
東
洋
の
北
に
よ
り
、
賓
岳
島
と
い
ふ
あ
り
、
こ
の

島
の
島
人
、
長
け
高
く
、
柔
和
に
し
て
、
か
り
に
も
高
声
せ
ず
、
い
た
っ
て
静
か
な
る
島
な
り
。
常
に
島
人
麟
麟
を
愛
し
、
童
な
ど
こ
れ
に

乗
り
て
遊
び
歩
く
、
他
国
の
馬
に
等
し
き
な
り
、
麟
此
の
島
の
山
に
仔
を
な
す
な
り
、
こ
の
山
中
に
四
方
切
岸
の
ご
と
く
扉
風
を
引
き
廻
し

建
て
た
る
や
う
な
所
あ
り
、
そ
こ
に
子
を
生
む
な
り
、
其
の
形
は
龍
頭
馬
体
、
四
足
は
牛
の
如
し
、
二
角
大
方
俣
あ
り
、
三
俣
、
四
俣
、
あ

る
ひ
は
八
俣
も
あ
り
。
陽
火
を
生
じ
、
雲
中
に
飛
行
し
て
、
此
の
国
の
雷
獣
の
大
な
る
が
知
き
か
（
輿
欠
）
」
。
こ
の
記
述
に
は
明
ら
か
に
補

陀
落
山
や
蓬
莱
島
の
思
想
、
戯
麟
送
子
の
風
習
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

姫
君
の
出
産
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
絵
巻
の
希
少
性
を
高
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
で
は
、
「
ト
ヨ
タ
マ
ピ
メ
は
山

幸
彦
に
産
屋
を
覗
か
ぬ
よ
う
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
幸
彦
は
禁
を
破
っ
て
覗
い
て
し
ま
う
。
す
る
と
そ
こ
に
は
八
尋
鰐
が
這
い
ま
わ

っ
て
い
る
。
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
は
恥
じ
て
龍
宮
に
帰
る
が
、
の
ち
に
子
供
の
養
育
の
た
め
に
妹
を
送
っ
て
よ
こ
す
」
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い

る
が
、
こ
の
絵
巻
で
は
尊
が
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
産
屋
を
覗
く
と
こ
ろ
ま
で
で
描
写
が
終
わ
っ
て
い
る
。
醜
悪
な
姿
を
描
か
ず
に
お
い
た
作

者
の
心
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
話
を
「
異
郷
訪
問
謂
」
に
位
置
付
け
た
の
は
大
林
太
良
で
あ
る
（
向
上
書
、
一
七
二
頁
以
下
参
照
）
。
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