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禅

譲

と

太

平

国

家

ロ之官

尚
三玄

中
侯
b 

に
お
け
る
禅
譲
神
話
1

1

は
し
が
き

わ
た
し
は
か
つ
て
、
弓
尚
書
中
候
』
に
お
け
る
太
平
神
話
と
太
平

国
家
」
(
日
本
中
国
学
会
報
、
第
四
五
築
、
一
九
九
一
一
一
年
)
と
い
う
一
文
を

お
お
や
け
に
し
た
。
後
漢
末
の
大
儒
、
郷
玄
の
経
書
解
釈
学
の
モ
デ

ル
は
、
吉
川
書
中
候
』
〈
以
下
、
明
中
候
』
と
略
す
)
が
太
平
神
話
の
な

か
で
主
張
す
る
太
平
悶
家
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
た

だ
こ
の
大
一
半
額
家
は
連
続
し
、
ま
た
終
駕
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ

れ
て
い
る
。
吋
中
投
』
の
禅
譲
神
話
に
、
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
太
平
調
家
の
構
想
も
、
じ
つ
は
鄭
玄
の

経
番
解
釈
学
の
木
質
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
小
稿
に
お
い
て
、
標
題
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
も
う
け
、

発
か
ら
舜
へ
の
禅
穣
、
界
か
ら
爵
へ
の
そ
れ
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る

(
1
)
 

町
中
候
』
の
禅
譲
神
話
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
鄭
玄
の
経
醤
解
釈
学

の
全
貌
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
の
予
備
約
考
察
な
の
で
あ
る
。

間

向患

潤

葉
の
首
山
登
山
と
五
老
の
顕
現

義
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
神
話
は
、
「
連
衡
」
と
い
う
一
篇
で

そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
か
ら
は
じ
ま
る
よ
う
で
あ

さ
て
、

、止の
Y
Q
O

ハ
2
U

る。

( 12 ) 

帰
功
於
舜
、
将
以
天
下
禅
之
。
(
清
河
郡
本
)

禅
譲
衿
誌
と
し
て
は
ま
ず
、
舜
が
禅
譲
を
う
け
る
理
由
が
示
さ
れ
て

然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
叙
述
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
舜
は
尭
の
天
下
統
治
を
輔
佐
し
て
功
績
が
あ
っ
た
と
い
う
一

点
が
、
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
そ
の
禅
譲

神
話
は
は
じ
ま
り
、
以
下
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。

乃
潔
斎
、
修
壊
子
河
諮
之
問
。
択
良
司
、
率
舜
等
、
升
首
山
。

ハ
向
上
〉

禅

譲

を

決

意

し

て

、

こ

の

こ

と

の

神

意

を

問

う

こ

と

に
す
る
。
黄
河
と
治
水
の
あ
い
だ
に
祭
壇
を
築
く
の
で
あ
る
。
そ
こ



は
か
つ
て
太
平
到
来
の
と
き
、
資
帝
の
た
め
に
、
ま
た
葉
自
身
の
た

め
に
も
最
高
神
の
啓
示

l
「
河
図
」
「
洛
番
」
が
顕
現
し
た
よ
う
に
、

最
高
神
に
連
な
っ
て
い
る
随
一
一
な
る
刈
の
ほ
と
り
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

と
き
と
具
に
し
て
、
最
高
村
の
啓
示
を
う
け
る
た
め
の
祭
儀
、
す
な

わ
ち
沈
撲
の
礼
は
、
そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
は

ハ
3
〉

な
っ
て
い
な
い
。
祭
壇
の
修
築
の
の
ち
、
発
は
ん
一
問
自
在
選
び
、
皮
下

を
ひ
き
い
首
山
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
明
中
候
』

の
文
脈
に
お
い
て
、
発
の
首
山
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
え
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
首
山
と
い
う
山
に
注
目
し
よ

う
。
そ
れ
は
、
寅
帝
の
い
わ
ゆ
る
「
衆
龍
升
天
」
神
話
に
し
か
み
え

な
い
山
で
あ
る
。
読
ん
の
首
山
登
山
は
、
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
構
想

さ
れ
た
も
の
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
史
記
b

「
封
禅
醤
」

な
ど
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
そ
れ
を
、
つ
ぎ
に
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
し

レム
λ

ノ。
寅
帝
は
中
国
の
五
山
に
い
つ
も
で
か
け
祭
胞
を
お
こ
な
い
、
神
々

と
接
会
し
て
い
た
。
そ
の
五
山
と
は
、
華
山
・
首
山
・
太
室
山
ハ
掲

山
)
・
一
本
山
・
東
京
山
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
山
の
な
か
で
も
、

と
く
に
首
山
か
ら
寅
帝
は
銅
を
と
っ
て
鼎
を
端
山
の
ふ
も
と
で
鋳
造

す
る
。
鼎
が
完
成
す
る
と
、
龍
、
が
降
臨
す
る
。
そ
れ
に
乗
っ
た
寅
帝

は
天
空
に
飛
関
す
る
。
演
帝
は
登
倍
し
た
の
で
あ
る
。

首
山
は
、
こ
の
よ
う
な
寅
帝
の
「
乗
龍
升
天
」
に
深
く
か
か
わ
っ

て
い
る
神
山
な
の
で
あ
る
。
ウ
中
侠
』
は
、
そ
こ
へ
の
登
山
を
桑
の

禅
譲
神
話
の
な
か
に
装
置
す
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
実
の
登
俸
を

考
え
て
で
は
な
い
。
た
だ
演
帝
が
登
怨
し
た
こ
と
は
、
支
配
者
・
寅

帝
が
地
上
世
界
か
ら
そ
の
姿
を
け
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
震
の

首
山
登
山
は
発
の
退
位
、
す
な
わ
ち
禅
譲
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
登
山
に
す
日
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
禅
譲
に
な
ん
ら
か
の
宗
教
的
表
徴
を
あ
た
え
る
犠
礼
と
考
え
て

よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
首
山
の
銅
で
鼎
を
寅
帝

が
鋳
造
し
た
と
い
う
点
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
。
問
問
は
神
聖
な

換
器
と
さ
れ
、
神
意
を
問
う
器
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
糞
帝
に
よ
る
そ
の
鋳
造
は
、
神
使
の
龍
が
降

臨
す
る
契
機
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
『
中
侯
』
は
、
こ
の
よ
う
な

神
意
を
う
か
が
い
う
る
鼎
の
錦
を
産
出
す
る
神
山
の
首
山
に
発
を
の

ぼ
ら
せ
る
。
莞
の
太
平
神
話
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
『
中
侯
』

は
そ
り
禅
譲
神
話
に
お
わ
て
も
寅
帝
神
話
を
模
範
と
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
す
ぐ
れ
て
自
己
の
文
脈
の
な
か
に
お
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

尭
の
首
山
登
山
は
、
禅
譲
に
つ
い
て
最
高
神
に
問
い
か
け
、
そ
の
神

意
を
う
か
が
い
う
る
神
的
資
格
を
棄
に
措
定
す
る
儀
礼
と
と
ら
え
う

る
の
で
あ
る
。

( 13 ) 

桑
の
首
山
登
山
を
、
以
上
の
よ
う
に
認
め
る
こ
と
に
大
過
が
な
い

こ
と
は
、
ウ
中
侯
』
の
つ
づ
く
叙
述
に
よ
っ
て
証
明
で
き
る
だ
ろ
う
。



最
高
神
に
対
す
る
尭
の
働
き
か
け
に
応
じ
る
よ
う
に
、
天
啓
伝
達
者

の
顕
現
が
つ
ぎ
に
装
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
G

遵
一
件
渚
、
有
五
老
遊
江
戸
畑
。
蓋
五
星
之
精
也
。
棺
謂
日
、
河
図
将
来
。

告
帝
以
期
。
知
我
者
、
重
撞
寅
挑
。
五
老
図
飛
為
流
星
、
上
入

間
卯
。
ハ
向
上
〉

首
山
登
山
の
の
ち
舞
は
、
神
意
を
う
け
る
べ
く
袈
な
る
黄
河
の
み
ぎ

わ
を
め
ぐ
る
。
す
る
と
五
星
〈
五
惑
星
〉

i
木
星
(
木
星

γ
姥
惑
〈
火
星
)

.
慣
例
星
〈
土
忠
一

γ
太
白
(
金
星

γ
一
反
星
ハ
水
産
)
の
化
身
で
あ
る
五

老
、
す
な
わ
ち
五
人
の
老
人
に
あ
う
。
棄
の
帝
期
を
つ
げ
る
「
湾

図
」
が
顕
現
す
る
こ
と
、
「
我
」
を
知
る
も
の
は
寅
挑
の
舜
で
あ
る

こ
と
を
五
老
は
く
ち
ぐ
ち
に
の
ベ
る
。
こ
の
の
ち
、
か
れ
ら
は
流
星

と
化
し
て
、
天
空
の
昂
宿
に
飛
開
閉
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
な
か
で
ま
ず
、
五
老
が
諮
る
こ
と
ば
は
、
「
我
」
と
い
う

一
人
称
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
五
老
自
身
の
言
語
行
為
で
は

な
く
、
抜
高
神
の
こ
と
ば
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
神
的
一
言
語
の
啓
示
と
と
ら
え
う
る
。
た
だ
問
中
侯
b

の

ば
あ
い
の
そ
れ
は
、
審
き
し
る
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
正
式
な

神
的
言
語
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
河
国
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
顕
現
が
議
高
神
の
こ
と
ば
と
し
て
予
言
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

五
老

i
五
星
の
昂
信
会
合

ま
た
こ
の
よ
う
な
天
啓
伝
達
者
は
、
五
星
の
化
身
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
五
老
が
流
星
と
化
し
て
二
十
八
宿
の
ひ
と
つ
の
昂
宿
に
集
ま

り
入
っ
た
こ
と
も
、
禅
譲
に
つ
い
て
の
神
意
に
か
か
わ
る
表
徴
と
認

め
う
る
。
な
ん
の
意
味
も
あ
た
え
ず
に
、
『
中
侯
』
が
こ
の
よ
う
な

異
常
現
象
を
の
ベ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
現
象

は
、
五
星
が
お
な
じ
星
宿
に
会
合
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
占
星

に
お
い
て
は
「
易
行
」
と
よ
ば
れ
る
天
変
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
こ
の
「
易
行
」
は
ふ
つ
う
、
放
伐
に
よ
る
革
命
の
予
徴
と
さ
れ
、

発
・
舜
の
際
の
よ
う
な
禅
譲
の
ま
え
に
あ
ら
わ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
『
中
候
』
は
、
そ
う
し
た
天
変
を
げ
ん

に
装
置
し
て
い
る
。
と
す
る
と
『
中
侯
』
の
文
脈
に
お
い
て
は
、

「
易
行
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
と
く
に
五
星
の
昂
宿
会
合
は

尭
の
舜
へ
の
禅
譲
を
合
理
化
し
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
れ
は
解
き
あ
か
し
う
る
の
で
あ

る。

( 14 ) 

ま
ず
「
易
行
」
の
占
患
の
基
本
的
な
考
え
方
を
お
さ
え
て
お
か
ね

ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
ば
、
天
空
の
二
十
八
宿
と
中
間
務
区
域
と
の
あ

い
だ
に
地
理
的
対
応
を
つ
け
る
、
い
わ
ゆ
る
分
野
説
の
う
え
に
成
立

す
る
。
す
な
わ
ち
「
易
行
」
に
お
い
て
、
五
星
の
会
合
す
る
宿



は
、
放
伐
さ
れ
る
広
域
の
分
野
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

(
5
)
 

る
。
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
昂
宿
の
ば
あ
い
、
そ
の
対
応
す
る
地
上

の
分
野
は
諜
州
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
奨
州
は
、
い
わ
ゆ
る
古
九
州
、

す
な
わ
ち
明
尚
書
b

「
同
素
」
の
九
州
の
ひ
と
つ
の
そ
れ
に
そ
の
ま

ま
相
当
し
な
い
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
た
め
で
あ
る
。
二
十
八

宿
に
対
応
す
る
地
型
的
分
野
の
名
称
は
『
史
記
』
つ
夫
官
書
」
に
あ

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
雨
白
黒
い
の
九
州
あ
る
い
は
冨
川
礼
』
「
夏

官
・
職
方
氏
」
の
九
州
の
名
称
を
お
そ
う
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い

も
の
と
が
あ
る
。
後
者
の
九
州
の
名
称
を
お
そ
わ
な
い
も
の
の
な
か

に
、
井
川
と
い
う
一
区
域
が
あ
る
。
二
十
八
宿
の
営
室
・
東
墜
に
対

応
す
る
こ
の
区
域
は
、
じ
つ
は
「
雨
忠
良
」
の
翼
州
か
ら
分
割
さ
れ
た

も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
町
民
札
』
の
九
州
の
な
か
の
臨
州
も
、
こ

(
6〉

の
繋
州
か
ら
分
割
さ
れ
た
区
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
同
賞
」
の

ま
ま
で
は
な
い
、
間
卯
宿
に
対
応
す
る
繋
州
は
、
禅
譲
を
お
こ
な
う
震

と
は
な
ん
ら
の
関
部
も
見
出
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
町
中
候
』

が
一
部
す
五
星
の
昂
宿
会
合
は
、
「
易
行
」
の
革
命
性
を
援
用
し
て
禅

譲
を
合
理
化
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
『
中
侠
』
は
、
そ
う
し
た
天
変
を
装
置
し

て
地
上
の
翼
州
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
十
八
宿
に

対
応
す
る
地
理
的
分
野
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
と
す
る
と
、
内
中
候
』

は
繁
郎
と
い
う
名
称
に
着
目
し
た
と
と
ら
え
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ

ぅ
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
さ
き
に
ふ
れ
た
古
九
州
の
葉
州
を
と
り

あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
民
貢
」
に
は
明
確
な
境
界
は
の

べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
の
山
部
・
河
南
・
河
北
の
黄
河
流
域
を

い
う
。
こ
の
業
州
に
「
一
見
議
」
〈
逸
書
〉
が
「
惟
彼
陶
唐
、
帥
彼
天

常
、
有
此
繋
方
」
(
左
伝
京
公
六
年
引
)
と
い
う
よ
う
に
、
発
の
都
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鄭
玄
が
「
馬
寅
」
の
輩
(
州

に
「
両
河
問
自
糞
州
。
不
謬
其
界
者
、
時
帝
都
之
、
使
若
広
大
然
」

〈
尚
書
風
寅
疏
・
史
記
五
帝
本
紀
柴
解
引
尚
書
法
〉
と
注
す
る
の
は
、
こ
の

た
め
で
あ
る
。
ま
た
棄
の
都
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
つ
づ
く
舜
、
そ

〈

7
〉

し
て
一
哀
・
般
の
両
王
朝
も
巽
州
に
都
を
定
め
た
と
さ
れ
る
。
天
子
は

常
に
翼
州
に
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
た
と
え
ば
『
穀
梁
伝
』
桓
公

五
年
に
「
鄭
、
間
姓
之
国
也
。
在
乎
葉
州
」
と
あ
る
よ
う
な
、
翼
川
川

に
対
す
る
認
識
も
生
じ
る
。
鄭
は
腐
と
向
姓
の
国
で
あ
り
、
し
か
も

毘
に
近
い
と
い
う
こ
と
を
、
糞
州
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
葉
州
は
、
い
わ
ゆ
る
中
原
を
あ
き
ら
か
に
指
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
葉
州
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
『
准
南
子
』
「
地

形
訓
」
に
「
立
中
翼
州
、
日
中
土
」
と
あ
る
よ
う
に
定
着
す
る
。

『
堆
南
子
』
は
「
馬
貢
」
の
九
州
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
を
き
め
る
に

あ
た
っ
て
、
葉
州
を
「
正
中
」
に
据
え
、
「
中
土
」
と
よ
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
葉
州
は
、
世
界
の
中
心
と
と
ら
え
う
る
名
称
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
『
中
俣
』
が
五
星
の
田
卯
宿
会
合
に
よ
っ
て
一
訴
す
翼
州

( 15 ) 



を
、
こ
の
よ
う
な
名
称
と
認
め
る
べ
き
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
一
点
に
注

目
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
否
定
し
が
た
い
も
の
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ウ
中
候
』
が
と
く
に
免
の
太
平

神
話
の
な
か
で
主
張
す
る
神
袈
国
家
を
想
起
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
の
太
平
神
話
は
、
太
平
を
招
来
し
た
莞
が
お
こ
な
う
、
沈
壁
の
礼

に
よ
る
「
湾
閣
い
「
洛
審
」
!
「
図
書
」
の
顕
現
で
一
応
の
完
結
に

は
い
た
る
。
た
だ
そ
の
沈
援
の
札
は
、
尭
に
最
高
神
の
神
性
を
あ
た

え
る
祭
儀
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
「
図
書
」
に
は
そ
う
し
た
震
に
よ

っ
て
の
み
支
配
を
貫
徹
し
う
る
、
随
一
一
な
る
宇
宙
の
秩
序
が
書
き
し
る

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
注
目
す
る
と
と
も
に
、
題
家
を

主
宰
す
る
皇
帝
と
い
う
発
の
地
位
の
木
来
的
機
能
か
ら
も
す
る
と
、

捺
の
太
平
神
話
は
沈
監
の
礼
に
よ
る
「
国
書
」
顕
現
で
そ
の
ま
ま
た

だ
ち
に
終
点
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
の
ち
震
が
最
高
衿
の
神
性
を
帯

び
た
存
在
と
し
て
悶
家
を
支
配
す
る
と
き
は
、
そ
の
国
家
が
従
前
の

も
の
と
は
全
く
様
相
を
異
に
す
る
患
家
と
し
て
誕
生
す
る
と
き
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宇
宙
を
つ
ら
ぬ
く
太
平
国
家
と
よ
び
う

る
神
聖
悶
家
で
あ
る
。
発
に
は
裂
な
る
宇
宙
の
秩
序
を
内
務
と
す
る

「
図
漁
ど
を
か
た
ど
る
太
平
隠
家
の
構
想
が
課
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
町
中
候
』
は
、

の
禅
穣
を
う
け
る
舜
に
も
太
平
材

話
を
あ
た
え
る
。
そ
れ
は
「
考
河
命
」
と
い
う
一
篇
に
構
想
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
で
も
舜
が
支
配
す
る
酉
家
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
太
平

国
家
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
『
中
侯
』
は
、
実
か
ら
舜
と

い
う
交
替
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
平
国
家
の
連
続
性
を
莞
・
舜
の
あ

い
だ
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
中
候
』
に
と
っ
て
嘉
か
ら

舜
へ
の
禅
譲
は
、
こ
の
よ
う
な
太
平
国
家
の
連
続
性
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
の
五
星
の
昂
宿
会
合
を
再
度
と
り
あ

げ
う
る
。
実
・
舜
の
太
平
日
出
家
が
以
上
の
よ
う
に
宇
宙
論
的
な
性
格

を
も
っ
国
家
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
世
界
の
中
心
に
の
み
樹
立

し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
五
星
の
昂
宿
会
合
が
示
す
葉
州
は
、
二

十
八
宿
に
対
応
す
る
地
理
的
分
野
の
そ
れ
で
は
な
く
、
『
准
南
子
』

が
「
中
土
い
と
す
る
翼
州
と
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
『
中
侯
b

が
装
霞
す
る
五
農
の
昂
宿
会
合
は
、
世
界
の
中
心
に

樹
立
さ
れ
る
太
平
患
家
が
、
発
か
ら
舜
へ
と
連
続
す
る
こ
と
を
啓
示

す
る
最
高
神
の
表
徴
と
認
め
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
『
中
侯
』
の
そ
れ
は
、
「
易
行
」
の
考
え
方
を
す
ぐ
れ
て
自
己

文
脈
の
な
か
に
お
き
、
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

( 16 ) 

沈
鐘
の
札
と
「
河
図
」

さ
て
ウ
中
侯
』
は
つ
噂
つ
い
て
、
五
老
の
予
一
一
一
一
回
の
と
お
り
業
に
禅
譲



を
命
じ
る
「
、
再
図
レ
の
顕
現
を
装
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
れ

る
伏
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
の
こ
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。沈

壁
一
於
洛
河
、
退
侠
子
下
稜
、
中
部
光
起
、

字
。
ハ
初
学
記
巻
十
等
引
〉

沈
・
慢
の
礼
は
、
発
の
た
め
に
議
き
し
る
さ
れ
た
神
的
言
語
の
顕
現
を

可
能
に
す
る
祭
儀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
、
洛
水
に
お
い
て

お
こ
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
五
老
の
予
言
は
「
河
閉
山
」
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
治
書
」
、
が
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
町
中
候
』
が
収
集
し
た
資
料
の
な
か
に
は
、
禅
譲
の
際
、
実
が
黄

河
に
お
い
て
沈
監
の
礼
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
叙
述
、
が
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
右
の
叙
述
を
仔
細
に
み
る
な
ら
ば
、
円
中
侯
』
の

ふ
つ
う
の
表
現
と
は
兵
な
っ
て
い
る
。
門
中
俣
』
が
沈
壁
の
礼
を
の

べ
る
と
き
、
「
沈
壁
於
河
」
「
沈
盤
於
洛
」
の
よ
う
に
、
黄
河
・
洛
水

を
一
宇
で
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
を
常
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
右
の
叙
述

で
は
、
治
水
を
「
治
河
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
洛
氷

は
賞
、
河
の
支
流
で
あ
る
か
ら
、
「
洛
持
」
と
よ
ぉ
ば
れ
る
こ
と
は
ご
く

自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
ま
え
に
、
五
老
の
「
、
河
図
」
顕
現
の
予

一
一
一
一
口
を
お
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
「
洛
」
に
「
河
」
を
加
え

る
こ
と
は
故
意
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
う
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
亀
が
背
負
っ
て
く
る
「
書
」
は
「
前
図
」
と
と
ら
え
う
る

赤
文
成

余
地
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
つ
ぎ
に
は
、
そ
の
「
河
図
」
に
書
き
し
る
さ
れ
て
い
る
神

的
言
語
の
内
容
が
あ
か
さ
れ
る
叙
述
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
右
で

は
そ
れ
が
赤
い
文
字
で
書
き
し
る
さ
れ
て
い
た
と
い
う
に
止
ま
っ
て

い
る
。
だ
が
本
来
の
「
運
衡
」
に
は
、
そ
れ
は
の
べ
ら
れ
て
い
た
と

認
め
て
然
る
べ
き
で
あ
る
G

や
が
て
と
り
あ
げ
る
舜
・
爵
の
際
の
禅

譲
神
話
の
な
か
に
は
、
書
き
し
る
さ
れ
た
、
禅
譲
を
舜
に
命
じ
る
神

的
一
言
語
が
あ
か
さ
れ
て
い
る
叙
述
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
尭

の
そ
れ
は
、
『
宋
警
』
「
符
瑞
志
上
」
に
み
え
る
、
「
洛
」
に
お
け
る

沈
壁
の
礼
の
な
か
で
尭
に
顕
現
す
る
「
洛
書
」
の
内
容
と
か
わ
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
洛
室
田
」
に
は
、
赤
い
文
字

で
「
当
禅
舜
」
と
命
じ
る
神
的
言
語
が
あ
っ
た
、
と
『
宋
晶
一
一
回
』
は
い

う
の
で
あ
る
。

( 17 ) 

こ
の
よ
う
に
し
て
『
中
侯
』
が
「
運
衡
」
一
篇
に
構
想
す
る
、
完

か
ら
舜
へ
の
禅
譲
神
話
は
お
わ
る
の
で
あ
る
。

自

廷
の
即
位
十
四
年
に
お
き
あ

音
楽
の
異
常
現
象

さ
て
つ
ぎ
は
、
舜
か
ら
爵
へ
の
禅
譲
神
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
完

の
禅
譲
神
話
の
「
運
衡
」
の
よ
う
に
独
立
し
た
一
篤
と
は
な
っ
て
お

ら
ず
、
舜
の
太
平
神
話
と
と
も
に
「
考
河
命
」
と
い
う
一
篇
の
な
か



に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
中
侯
』
は
、
即
位
五
年
を
舜
の

招
来
し
た
太
平
の
と
き
と
想
定
し
、
そ
の
太
平
の
世
の
聖
な
る
様

相
、
沈
壁
の
礼
に
よ
る
「
図
書
」
顕
現
を
の
べ
た
あ
と
に
、
舜
の
禅

譲
神
話
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
は

じ
ま
り
、
さ
き
に
み
た
太
平
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る
発
の
禅
譲
神

話
と
は
お
お
き
く
経
緯
を
具
に
す
る
G

在
位
十
有
四
年
、
奏
鏡
石
盤
第
、
未
罷
荷
天
大
雷
雨
、
疾
風
発
屋

伐
木
。
枠
鼓
播
地
、
鐙
磐
乱
行
、
舞
人
頓
伏
、
楽
正
狂
走
。
ハ
清

河
郡
木
〉

み
て
の
と
お
り
内
中
侯
』
は
ま
ず
、
舜
の
即
位
十
四
年
の
あ
る
日
に

お
き
る
異
常
現
象
を
お
く
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
太
平
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
調
和
を
保
っ
て
い
た
自
然
世
界
が
変
調
を
き
た
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
筑
紫
中
の
太
平
の
音
楽
が
突
如
、
混
乱
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
『
中
候
』
は
音
楽
に
生
じ
た
異
常
現
象
を
強
調
し
て
い
る

よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
現
象
を
や
が
て
の
禅
譲
の

契
機
と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
つ
づ
く
判
中
候
』
の
叙
述

に
よ
っ
て
わ
か
る
。

界
乃
擁
権
持
梅
雨
笑
問
、
明
哉
、
夫
天
下
非
一
人
之
天
下
也
、
亦

乃
見
於
鍛
布
袋
箆
乎
。
(
問
上
)

「
鏡
石
盤
箆
」
す
な
わ
ち
音
'
栄
の
異
常
現
象
を
、
天
下
は
舜
一
人
の

も
の
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
舜
に
退
位
を
命
じ
る
神
意
の
表
徴
と

認
め
る
舜
の
こ
と
ば
を
『
中
侯
』
は
つ

e

つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
音
楽
の
異
常
現
象
は
こ
の
よ
う
な
表
徴
と
な
り
う
る
の

為

。
カ

わ
れ
わ
れ
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
音
楽
と
宇
宙
と
は
結
び
つ

き
、
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
音

楽
は
宇
宙
の
神
聖
な
原
理
と
同
一
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
音
楽
の
宇
宙
論
的
意
味
を
『
中
侯
』
の
文
脈
に
お
い
て
み
る
と
、

「
図
書
」
を
か
た
ど
る
太
平
患
家
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
。
そ

の
つ
図
書
」
に
は
聖
な
る
宇
宙
の
秩
序
が
量
聞
き
し
る
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
霧
・
舜
が
支
配
す
る
と
さ
れ
る
太
平
国
家

は
、
そ
う
し
た
裂
な
る
宇
宙
の
秩
序
を
模
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
と
す
る
と
『
中
侯
』
の
ば
あ
い
、
音
楽
は
こ
の
よ
う
な
聖
な
る

宇
宙
の
秩
序
の
涼
理
と
同
一
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
舜
の
即
位
十
四

年
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
音
楽
は
、
そ
う
し
た
宇
宙
論
的
意
味
を
も
っ

太
平
の
音
楽
な
の
で
あ
る
。
そ
の
音
楽
に
異
常
現
象
が
お
き
る
。
と

す
る
と
そ
れ
は
、
裂
な
る
宇
宙
の
秩
序
の
秩
序
性
が
そ
こ
な
わ
れ
た

こ
と
と
相
即
で
あ
る
。
つ
ま
り
判
中
侯
』
が
の
ベ
る
音
楽
の
異
常
現

象
は
、
太
平
国
家
が
よ
る
べ
き
「
関
審
」
の
聖
な
る
宇
宙
の
秩
序
の

変
調
の
表
徴
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
太
平
国
家
の
終
駕
が
こ
こ
に
示

唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
の
舜
は
退
位
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。

( 18 ) 



五

「
擁
権
持
街
」

わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
舜
が
右
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
諮
る
と
き
、

「
維
を
擁
し
衡
を
持
し
て
」
い
た
と
さ
れ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
た
だ
こ
れ
を
論
じ
る
ま
え
に
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
ら
を
指
摘
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
間
一
題
と
し
て
い
る
、
『
中
侯
』
が
「
考

一
円
命
」
の
一
篇
に
構
想
す
る
舜
の
禅
譲
神
話
の
お
お
よ
そ
は
、
前
漢

の
は
じ
め
の
伏
生
の
遺
説
が
輯
録
さ
れ
て
い
る
古
川
番
大
伝
』
(
以

下
、
円
大
法
』
と
略
す
)
に
み
え
る
。
さ
き
に
と
り
あ
げ
た
音
楽
の
異

常
現
象
は
、
明
大
伝
』
に
お
い
て
も
舜
の
即
位
十
四
年
の
条
に
「
鐘

(
9〉

石
盤
箆
変
、
声
楽
未
罷
、
疾
風
発
屋
、
天
大
雷
雨
」
と
あ
る
。
た
だ

こ
れ
と
『
中
候
』
の
叙
述
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
吋
中
候
』
が
そ

の
異
常
現
象
を
い
か
に
強
調
し
て
い
る
か
は
経
易
に
知
り
え
よ
う
。

ま
た
主
人
伝
』
は
右
の
叙
述
に
つ
守
つ
け
て
、
「
帝
沈
首
部
一
笑
目
、
明

哉
、
非
一
人
天
下
也
、
乃
見
於
鑑
石
」
と
の
ベ
る
。
す
な
わ
ち
円
中

侠
』
は
、
舜
の
こ
と
ば
を
ほ
ぼ
お
そ
い
な
が
ら
、
そ
の
う
え
に
司
大

伝
b

が
お
く
「
荷
沈
首
而
笑
日
」
を
「
舜
乃
擁
権
持
衡
市
笑
日
」
に

か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
ま
え
の
、
音
楽
に
お
き
る

異
常
現
象
に
対
す
る
『
中
候
』
の
強
調
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
考
え
る
。
音
楽
の
異
常
現
象
を

前
面
に
う
ち
だ
し
て
、
「
図
書
」
の
聖
な
る
宇
宙
の
秩
序
が
き
た
す

変
調
の
表
徴
を
開
示
し
た
の
ち
、
舜
一
に
「
擁
権
持
衡
」
と
い
う
行
為

を
と
ら
せ
る
こ
と
が
、
内
中
侯
い
の
構
想
す
る
舜
の
禅
譲
神
話
成
立

の
た
め
に
は
欠
か
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
た
だ
そ
う
す
る

と
、
「
擁
機
持
衡
」
が
本
来
の
づ
中
候
』
の
ま
ま
の
侠
文
で
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
で
る
。
こ
の
点
も
含
め
て
、
以
上
の
こ
と
を

つ
ぎ
に
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一3

権
」
と
「
衡
」
と
が
こ
の
よ
う
に
並
挙
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は

ふ
つ
う
権
〈
お
も
り
〉
と
衡
(
て
ん
び
ん
)
と
解
さ
れ
よ
う
。
た
と
え
ば

『
漢
書
』
「
律
麿
志
上
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
五
刻
」
を
め
ぐ
る
叙
述
に

お
い
て
こ
の
権
と
衡
と
を
こ
う
認
識
す
る
。
衡
は
権
を
か
け
て
物
を

つ
り
あ
わ
せ
、
軽
章
一
を
は
か
る
。
衡
の
う
ど
き
が
規
〈
ぶ
ん
ま
わ
し
)

を
生
じ
、
規
の
円
が
矩
(
さ
し
が
ね
〉
を
生
じ
る
。
短
の
四
角
が
純

ハ
す
み
な
わ
〉
を
生
じ
る
。
縄
が
ま
っ
す
ぐ
で
あ
れ
ば
、
準
ハ
み
ず
も
り
)

を
生
じ
る
。
準
が
た
だ
し
け
れ
ば
、
衡
は
水
平
と
な
り
、
権
は
物
と

つ
り
あ
う
。
こ
れ
ら
権
・
衡
・
規
・
短
・
縄
が
「
五
則
」
で
あ
る
。

こ
の
「
五
則
」
に
よ
っ
て
物
を
は
か
る
こ
と
に
は
、
軽
重
、
円
形
・

方
形
、
水
平
・
垂
直
、
ひ
い
て
は
陰
陽
の
意
味
、
四
方
・
四
季
の
本

質
、
五
常
・
五
行
の
象
徴
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
『
漢
書
』
は
こ
の
よ

う
に
「
五
郎
」
を
宇
宙
の
法
則
と
し
た
う
え
で
、
政
治
を
お
こ
な
う

に
あ
た
っ
て
の
基
準
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
あ
き
ら
か
に
そ
の
根

源
に
権
と
衡
と
を
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一i
椴
」
と
「
衡
」
と
を
以
上
の
よ
う
に
認
め
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ

ら
を
舜
が
も
つ
こ
と
に
は
一
定
の
意
味
は
読
み
と
れ
よ
う
。
そ
れ
は

宇
宙
の
支
配
者
と
し
て
の
舜
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

舜
の
姿
は
、
ま
さ
に
『
中
候
』
の
太
平
王
の
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
太

平
国
家
の
終
駕
が
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
舜
の
禅
譲
神
話
の
文
脈

に
お
い
て
、
そ
う
し
た
舜
は
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
う
る
も
の
な
の

か
、
疑
問
で
あ
る
。

ーム制

"、、

内
市
木
盤
芝
の
「
擁
瑠
持
衛
」
と

『
尚
番
大
伝
』
の
「
擁
旋
持
拡
開
」

か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
少
し
ふ
守
れ
た
「
符
瑞
志

」
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
寅

帝
・
発
・
舜
・
同
に
つ
い
て
の
神
話
は
、
『
中
候
』
を
お
そ
う
も
の

(
刊
)

が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
舜
か
ら
馬
へ
の
禅
譲
神
話
に
つ
い
て
い
え

ば
、
そ
れ
は
そ
っ
く
り
み
え
る
。
た
だ
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
叙

述
は
「
舜
乃
擁
滞
持
衡
而
笑
向
、
明
哉
、
夫
天
下
非
一
人
之
天
下
也
、

亦
乃
見
子
鐙
石
鐙
箆
乎
」
と
な
っ
て
い
る
。
円
宋
番
』
は
、
舜
に
「
漆
ー
一

と
「
衡
」
と
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
組
み
あ
わ
せ
で

、
.
、
，
、•• 

、.

は
、
「
衡
」
は
て
ん
ぴ
ん
と
い
っ
た
意
味
を
も
ち
え
な
い
。
で
は
、

「
鴻
」
と
「
衡
」
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
こ
の
手
が
か
り
と
な
る
の

が
、
「
免
央
」
(
舜
山
内
〉
に
あ
る
「
在
球
磯
玉
衡
、
以
斉
七
政
」

と
い
う
経
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
環
磯
玉
衡
」
と
あ
り
、
「
瑠
」
「
衡
」

の
両
者
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
を
含
む

「
滞
磯
玉
衡
」
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
は
確
定
を
み
て
は
い
な
い
。

つ
ぎ
に
そ
の
主
な
解
釈
を
あ
げ
た
う
え
で
、
右
の
『
宋
書
』
の
叙
述

を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
「
藩
」
は
北
斗
星
の
第
二
塁
の
天
湾
〈
日
瑛
1
旋
〉
、
「
磯
」

は
第
三
星
の
天
磯
(
日
擦
)
、
玉
衡
は
第
五
星
と
す
る
説
を
あ
げ
う

る
。
た
ん
に
溶

(
1
瑛
日
旋
〉
・
磯

(
1
機
)
・
衡
と
よ
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
こ
の
三
塁
を
特
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
斗
七
星
全
体

ハ
ロ
〉

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
た
と
え
ば
、
吋
大
伝
』
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
も
あ
る
。
『
大

伝
』
は
『
尚
議
』
の
経
文
を
と
く
に
「
旋
機
」
と
表
一
記
し
、
こ
の
こ

字
で
タ
ー
ム
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
て
、
「
旋
者
、
還
也
。
機
者
、

幾
也
、
徴
也
。
其
変
幾
徴
、
部
所
勤
者
大
、
謂
之
旋
機
。
是
故
旋
機

諒
之
北
極
い
と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
旋
機
」

は
北
極
の
周
閣
を
ま
わ
る
北
極
星
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
吋
大
伝
』
が
「
旋
」
の
意
を
廻
転
と
と
ら

え
て
い
る
こ
と
は
、
や
が
て
わ
れ
わ
れ
の
論
述
に
お
い
て
重
要
な
意

味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
『
大
伝
b

の
「
旋

機
」
解
釈
は
、
そ
れ
と
組
み
あ
わ
さ
れ
る
「
玉
衡
」
が
北
斗
七
星
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
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以

上

の

を

星

名

と

認

め

る

両

説

に

対

し

て

、

馬

融

の
解
釈
に
代
表
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
解
釈
は
、
「
磯
」
〈
1
機〉

を
天
文
器
具
の
滞
天
儀
と
し
、
「
衡
」
を
そ
の
部
天
儀
の
な
か
に
装
置

さ
れ
る
、
忠
一
宿
を
の
ぞ
く
部
品
簡
と
認
め
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
そ
れ

ぞ
れ
滞
ハ
l
瑛
1
旋
、
美
玉
〉
・
玉
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
、
「
埼

(

臼

〉

機
」
「
玉
衡
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
さ
き
の
黒
木
欝
』
の
「
擁
瑞
持
衡
」
と
い
う
叙
述
に
も
ど

ろ
う
。
ま
ず
「
球
機
玉
衡
」
を
星
名
と
す
る
右
の
解
釈
を
こ
れ
に
あ

て
は
め
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
「
球
」
「
衡
」
を
北
斗

七
星
の
ふ
た
つ
の
星
名
と
し
た
ば
あ
い
、
そ
の
文
意
は
あ
き
ら
か
に

不
詳
で
あ
る
。
ま
た
明
大
伝
』
の
解
釈
は
、
「
旋
機
」
を
ひ
と
つ
の

タ
i
ム
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
と
よ
り
あ
て
は
め
よ
う
が

な
い
。
で
は
つ
ぎ
に
『
宋
書
』
の
「
賂
」
「
衡
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
馬

融
な
ど
が
解
す
る
「
滞
磯
」
「
玉
衡
」
と
考
え
て
み
よ
う
。
『
宋
書
』

の
叙
述
は
、
海
天
儀
を
操
作
し
て
天
文
を
観
測
す
る
こ
と
と
解
し
う

る
の
で
あ
る
Q

た
、
だ
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
屋
一
宿
を
の
ぞ
く
望
簡
と
し
て
の
「
玉

編
」
の
ば
あ
い
、
そ
う
し
た
意
味
は
「
衡
」
に
あ
る
の
で
あ
り
、

つ
玉
」
は
そ
の
材
料
に
す
、
ぎ
な
い
。
し
か
も
「
玉
」
と
い
う
タ

i
ム

は
、
特
定
の
玉
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
ふ
つ
う
に
は
玉
全
般
の
総

称

で

あ

る

。

し

の

一

宇

で

望

簡

を

あ

ら

わ

し

う

る

の

で

あ

り

、

の

一

は

こ

う

し

た

意

味

は

あ

ら

わ

し

え

な
い
の
で
あ
る
。
一
方
「
埼
磯
」
の
ば
あ
い
は
、
馬
融
の
解
釈
に
よ

る
と
、
「
機
」
が
滋
天
儀
を
い
い
、
「
落
」
は
そ
の
材
料
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
吋
宋
議
』
の
よ
う
に
「
滞
」
の
一
宇
で
「
磯
」
を
示
し

う
る
か
、
が
関
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
舜
の
即
泣
十
五
年
の
条
で
『
大
伝
』
が
の

、
(
日
〉

ベ
る
「
擁
旋
持
衡
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
吋
大
伝
』
は
、
部

投
十
四
年
の
と
き
で
は
な
く
、
そ
の
十
五
年
に
そ
う
し
た
行
為
を
舜

に
と
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
旋
」
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
文

脈
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海
天
儀
と
解
し
う
る
の
で

あ
る
。即

位
十
五
年
、
舜
は
民
を
天
に
薦
め
る
祭
儀
を
お
こ
な
い
、
天
子

の
事
を
代
行
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
慶
雲
が
湧
き
お
き
る
。
そ
こ
で
舜
が

ま
ず
「
慶
雲
歌
」
を
う
た
う
と
、
群
臣
は
そ
れ
に
和
し
て
「
八
伯

歌
」
を
う
た
う
。
そ
の
の
ち
舜
は
、
市
内
へ
の
禅
譲
の
意
を
あ
ら
た
に

示
す
「
帝
載
歌
」
を
う
た
う
。
こ
の
「
帝
載
歌
」
の
ま
え
に
、
『
大

伝
』
は
「
帝
乃
載
歌
、
擁
旋
持
衡
日
」
を
お
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
前
後
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
『
大
伝
』
が
こ
こ
で
い
う
「
擁
旋

持
衡
」
は
、
あ
き
ら
か
に
舜
が
お
こ
な
う
天
文
の
観
測
と
と
ら
え
う

る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
帝
載
歌
」
が
「
日
月
有
常
、
星
辰

っ
て
、
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有
行
、
四
時
従
経
」
と
う
た
い
お
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る

の
で
あ
る
。
す
る
と
そ
れ
は
、
日
月
星
辰
の
運
行
が
秩
序
あ
る
も
の

と
な
り
、
時
節
も
周
期
的
に
循
環
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
も
と
の
太
平
の
世
の
聖
な
る
様
相
に
回
帰
し
た
こ
と
の
表
徴

を
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
つ
、
ぎ
に
馬
へ
の
禅
譲
の
意

が
示
さ
れ
う
る
よ
う
な
構
造
に
「
帝
載
歌
」
は
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
「
帝
載
歌
」
の
ま
え
に
「
擁
旋
持
衡
」
は
お
か
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
舜
の
行
為
は
天
文
を
観
測
し
太
平
の
位
に
自
爆

し
て
い
る
表
徴
を
知
り
え
た
こ
と
、
と
解
す
る
の
が
文
脈
と
し
て
は

ご
く
自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
擁
旋
持
衡
」
の
な
か
の
「
衡
」
が

望
簡
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
こ
の
「
旋
」
は
「
磯
」
〈
1
機
)
、
す
な

わ
ち
揮
天
儀
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
以
上
の
よ
う
に
解
し
う
る
同
大
伝
』
の
「
擁
旋
持
衡
」
の

「
旋
」
は
、
さ
き
に
み
た
「
瑠
磯
玉
衡
」
と
異
に
し
て
、
「
珠
」
や

「
瑞
」
で
は
表
記
し
え
な
い
。
「
旋
」
の
一
字
に
か
ぎ
っ
て
津
夫
儀
と

い
う
意
味
も
も
ち
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
た
め

で
あ
る
。

た

と

え

ば

に

「

観

玉

儀

之

旋

、

昏

明

主

時

」

(
初
学
記
義
一
等
引
〉
と
あ
り
、
こ
こ
で
「
玉
儀
」
す
な
わ
ち
海
天
儀

の
構
造
が
「
旋
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
注
目

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
廻
転
仕
掛
け
の
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
葎
天
儀
を
み
て
、
暮
れ
が
た
や
明
け
が
た
に
時
間
を

は
か
る
、
と
『
尚
串
一
一
国
考
霊
纏
』
は
の
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す

る
と
廻
転
仕
掛
け
と
い
う
構
造
は
、
天
文
器
具
と
し
て
の
海
天
儀
が

そ
の
機
能
を
は
た
す
う
え
で
欠
か
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
じ
つ
は

葎
天
儀
を
い
う
「
磯
」
〈
目
別
機
)
そ
の
も
の
が
、
こ
の
よ
う
な
構
造

を
示
す
タ
ー
ム
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た
「
建
議
」
を
海

天
儀
と
す
る
馬
一
般
の
「
磯
」
(
H
H

機
〉
に
対
す
る
解
釈
を
み
よ
う
。

馬
融
の
そ
れ
は
、
「
磯
、
海
天
儀
。
可
転
旋
、
故
田
磯
」
(
尚
童
福
舜

山
内
疏
引
尚
書
伝
)
で
あ
る
。
葎
天
儀
は
「
転
旋
i

一
、
す
な
わ
ち
廻
転
仕

掛
け
で
あ
る
か
ら
、
「
磯
」
と
よ
ば
れ
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
機
」
を
海
天
犠
と
や
は
り
と
ら
え
る
、
鄭
玄
の
解
釈
に
注

留
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
「
動
運
為
機
」
(
宋
書
天
文
志
一
引
尚
書
注
〉

で
あ
る
。
「
旋
」
の
字
を
つ
か
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
廻
転
仕
掛
け

と
い
う
構
造
が
「
機
」
の
意
味
を
成
立
さ
せ
て
い
る
、
と
鄭
玄
も
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
「
機
」
の
本
質
的
意
味
は
「
旋
」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
{
旋
」
の
一
宇
は
た
し
か
に
海
天
儀

を
一
部
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
み
た
『
大

伝
』
の
「
旋
機
」
に
対
す
る
解
釈
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
『
大
伝
h

は
「
旋
」
の
意
を
廻
転
と
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
擁
旋
持
衡
」
の
「
旋
」
が
穣
天
あ
る
こ
と
は
、
円
大
伝
』
の
本

文
自
体
に
徴
し
う
る
の
で
あ
る
。
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ま

た

右

の

に

お

い

て

、

部

天

儀

が

「

玉

儀

」

と

し
る
さ
れ
て
い
る
ζ

と
に
も
注
目
し
よ
う
。
制
御
玄
が
「
以
玉
為
深

儀
、
故
田
玉
儀
」
(
初
学
記
巻
一
引
尚
番
考
議
際
注
〉
と
説
明
し
て
い
る

よ
う
に
、
部
天
儀
は
去
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
、
「
玉
儀
」
と
も

よ
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
美
去
の
「
瑞
」
は
必
ず
し
も
浮
天
儀
を

特
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た
『
尚
議
』
「
震
央
」
の
経

文
が
「
宝
珠
玉
衡
」
で
は
な
く
、
「
鴻
磯
玉
衡
」
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
つ
現
弁
玉
鍛
」
ハ
左
伝
催
公
二
八
年
〉
と
お
な
じ
で
、
中
鼠
語
特
有

の
レ
ト
ジ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
玉
衡
」
の
「
玉
」
も
あ

ハ
日
〉

り
き
た
り
の
玉
で
は
な
く
、
曲
一
大
玉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
だ
ボ
番
』
の
「
探
滞
持
衡
」
は
、
明
大
伝
』
の
よ
う
に

「
擁
旋
持
衡

l
)

と
警
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
宗
一
小
書
』
は
、
「
滞
」
の
一
宇
を
も
ち
い
、
そ
れ
が
本
来
い
い
あ

ら
わ
し
え
な
い
部
天
儀
!
「
旋
」
に
あ
て
た
。
そ
れ
は
、
『
大
伝
』

の
「
旋
」
の
意
味
を
『
宋
設
己
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た

溶
天
儀
所
}
い
う
と
き
、
「
議
機
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
一
般

的
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

七

太
平
盟
家
の
終
葉
、
そ
し
て

太
平
へ
の
回
帰
・
沈
壁
の
礼

か
く
て
わ
れ
わ
れ
に
は
、
円
中
候
』
の
「
擁
権
持
衡
」
に
も
ど
り
、

こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
が
課
さ
れ
た
。
た
だ
こ
こ
の
「
権
」
の
意
味

は
し
ば
ら
く
お
く
。
そ
う
す
る
と
、
『
中
侯
』
の
こ
の
叙
述
も
や
は

り
、
天
文
を
観
撫
す
る
舜
の
行
為
と
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
布
で
論
じ
た
『
伸
一
小
説
間
』
の
叙
述
が
そ
の
よ
う
に

認
め
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
吋
中
候
』
の

太
平
国
家
が
よ
る
べ
き
、
「
国
警
」
に
書
き
し
る
さ
れ
た
聖
な
る
宇

宙
の
秩
序
に
注
目
す
る
と
、
「

4

・
搬
権
持
衡
」
は
天
文
の
観
測
と
解
し

う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
裂
な
る
宇
宙
の
秩

序
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
を
説
mm
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
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た
だ
そ
の
ま
え
に
、
つ
ぎ
の
て
白
山
中
}
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
字
密
の
最
高
神
の
神
性
を
北
極
星
に
措
定
す
る
こ
と
は
、
と
く

に
緯
蓄
に
お
い
て
は
有
力
な
神
観
念
で
あ
っ
た
が
、
『
中
俣
』
も
そ

の
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
町
中
候
』
が
太
平
到
来
の
沈
壁
の

礼
の
な
か
で
莞
・
舜
に
あ
た
え
る
神
性
も
、
そ
う
し
た
最
高
神
の
神

性
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
『
中
侯
』
が
実
際
に
の
べ
る
「
図
書
」
に
書
き
し
る
さ
れ
て

い
た
も
の
は
、
北
極
星
を
中
心
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
規
則
た
だ
し
く

運
行
す
る
宇
宙
の
見
取
り
図
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
た

だ
中
心
に
位
置
す
る
北
極
星
に
は
宇
宙
の
最
高
神
の
神
性
が
措
定
さ

れ
て
い
る
。
と
す
る
と
「
図
書
」
の
そ
れ
は
た
ん
な
る
字
密
の
見
取



り
図
と
は
い
え
ず
、
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
な
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
て
い

る
も
の
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
c

つ
ま
り
そ
れ
は
、
中
心
・
北
極
星

の
神
聖
性
の
放
射
を
あ
び
て
ひ
ろ
が
り
、
運
行
す
る
聖
な
る
宇
宙
の

秩
序
と
し
て
掛
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
音
楽
の
異
常
現
象
は
、
こ

の
よ
う
な
聖
な
る
宇
宙
の
秩
序
の
変
調
の
表
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
と
す
る
と
そ
の
変
調
は
、
北
極
星
を
中
心
と
す
る
、
す
ぐ
れ
た

規
則
性
が
そ
こ
な
わ
れ
た
こ
と
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、

天
文
の
観
測
に
よ
っ
て
の
み
知
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
擁
権
持
衡
」
は
、
天
文
を
観
測
す
る
行
為
と
解
さ
れ
る
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
。
舜
は
、
北
極
星
を
中
心
と
す
る
、
規
則
た
だ
し
か
る

べ
き
天
文
現
象
の
運
行
が
軌
道
を
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
観
郎
し
、

製
な
る
宇
宙
の
秩
序
が
そ
の
秩
序
性
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
擁
権
持
衡
」
を
解
し
て
こ
そ
、
そ

れ
は
、
太
平
関
家
の
終
穏
を
舜
み
ず
か
ら
が
察
す
る
行
為
と
な
り
、

ま
た
音
楽
の
異
常
現
象
を
太
平
国
家
の
終
一
鳴
を
示
唆
す
る
表
徴
と
-
認

め
る
舜
の
こ
と
ば
に
も
ご
く
自
然
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
G

要
す
る
に
『
中
佼
』
は
、
舜
の
即
位
十
四
年
の
条
に
お
い
て
ま

ず
、
太
平
国
家
が
よ
る
べ
き
楳
純
で
あ
る
、
一
国
書
」
の
聖
な
る
宇

宙
の
秩
序
そ
の
も
の
の
消
失
を
示
す
表
徴
を
装
置
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
舜
に
あ
た
え
て
い
た
太
平
互
の
神
的
資

格
を
剥
奪
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
は
、
最
高
神
の
神
性
を

帯
び
た
舜
に
対
す
る
、
最
高
神
の
啓
示
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ

う
。
そ
の
治
失
は
、
舜
の
そ
う
し
た
神
性
の
剥
奪
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
『
中
侯
』
の
太
平
間
家
は
終
需
を
追
え
る
の
で
あ
る
。

舜
の
即
位
十
四
年
の
条
の
叙
述
は
、
こ
れ
で
お
わ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
つ
づ
く
叙
述
を
と
り
あ
げ
る
ま
え
に
、
の
こ
し
て
い
た
問

題
を
解
決
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
擁
権
持
衡
」
の
「
権
」
の

問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
右
の
論
述
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
擁
旋

持
衡
」
を
『
中
候
』
の
も
と
も
と
の
表
記
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

も
う
い
ち
ど
想
起
し
よ
う
、
『
尚
書
』
「
桑
血
ハ
」
の
「
球
府
議
玉
衡
」
の

「
溶
」
は
、
「
瑛
」
「
旋
」
と
も
表
記
さ
れ
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
こ
と
を
。
『
中
侯
』
の
も
と
の
そ
れ
は
、
『
宋
堂
開
』
の
よ
う
に

「
擁
藩
持
衡
」
と
し
る
さ
れ
る
こ
と
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
『
宋

脅
』
が
「
球
」
を
葎
天
儀
と
解
し
た
の
に
対
し
て
、
「
擁
権
持
衡
L

に
あ
ら
た
め
て
伝
写
し
た
人
は
、
も
と
の
「
旋
」
を
星
名
と
理
解
し

た
。
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
末
・
二
十
世
紀
初
頭
の
皮
錫
瑞
と
お
な
じ

よ
う
に
考
え
、
「
擁
旋
持
衡
」
を
ま
え
に
し
て
困
惑
し
た
の
で
あ
る
。

宮
内
書
』
の
「
議
」
〈
1
瑛
1
旋
)
と
「
衡
」
と
を
星
名
と
認
め
る
の
が

漢
儒
の
本
来
の
見
解
だ
と
す
る
皮
錫
瑞
は
、
『
大
伝
』
の
舜
の
即
位

ハ日〉

十
五
年
の
「
接
旋
持
衡
」
を
不
可
解
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ

伝
写
し
た
人
は
さ
ら
に
考
え
た
。
「
権
衡
」
と
い
う
タ
l
ム
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
お
も
っ
と
て
ん
び
ん
を
示
し
、
権
力
を
た
と
え
る
も
の
で
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あ
り
、
「
旋
」
を
こ
う
し
た
「
権
」
に
あ
ら
た
め
て
も
前
後
の
文
脈

に
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
。
ま
た
そ
の
際
、
「
権
」
と
「
旋
」

と
は
関
紙
韻
で
あ
り
、
こ
の
聞
紙
韻
に
よ
る
音
通
を
利
用
し
て
、
「
旋
」

は
「
権
」
に
転
化
し
う
る
、
と
い
う
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

、。、
い
w

さ
て
舜
の
即
位
十
四
年
の
つ
づ
く
叙
述
は
、
す
で
に
と
り
あ
げ
た

吋
大
伝
』
の
舜
の
郎
位
十
五
年
の
そ
れ
を
そ
っ
く
り
お
そ
う
も
の
で

あ
る
。
司
中
候
b

は
、
太
平
悶
家
の
終
一
指
を
告
げ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
太
平
の
拡
に
回
帰
し
た
こ
と
を
の
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
界
か
ら
市
内
へ
の
禅
譲
が
問
中
候
』
と
し
て
も
否
定
し
え
な
い

庶
史
事
実
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
太
平
の
う
ち
に
隠
は
禅
譲
を
う

け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
『
大
伝
』
で
『
帝
載
歌
』

の
ま
え
に
お
か
れ
て
い
た
「
擁
旋
持
衡
」
の
叙
述
は
な
い
。
『
中
侯
』

は
、
天
に
隔
を
薦
め
る
祭
儀
を
舜
が
お
こ
な
っ
た
あ
と
顕
現
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
瑞
祥
だ
け
で
、
太
平
の
世
の
聖
な
る
様
相
に
回
帰
し
た
表

徴
と
な
り
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

『
中
候
』
は
以
上
の
よ
う
な
叙
述
の
あ
と
、
沈
壁
の
礼
を
装
置
す

る
。
そ
れ
は
司
大
伝
』
に
は
な
く
、
『
中
候
』
独
自
の
叙
述
で
あ
る
。

舜
乃
設
壊
於
問
、
如
実
所
行
、
至
於
下
稜
。
容
光
休
室
、
寅
龍
負

図
。
長
三
十
二
尺
、
霞
於
壊
畔
。
赤
文
総
錯
、
其
文
日
、
禅
於
夏

市
、
天
下
康
問
問
。
(
清
河
郡
本
〉

こ
こ
で
い
う
「
如
襲
所
行
」
は
、
売
が
お
こ
な
っ
た
舜
へ
の
禅
譲
の

啓
示
を
う
け
る
た
め
の
沈
壊
の
礼
を
指
す
。
そ
の
沈
壌
の
礼
を
再
現

し
た
舜
に
、
市
内
に
禅
譲
せ
よ
と
書
き
し
る
さ
れ
た
「
河
図
」
が
顕
現

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
判
中
投
』
は
や
は
り
書
き
し
る
さ
れ
た
神

的
言
語
の
啓
示
に
よ
っ
て
、
そ
の
禅
譲
を
合
理
化
す
る
の
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
の
結
び

『
中
候
』
が
構
想
す
る
禅
譲
神
話
の
あ
ら
ま
し
は
、
以
上
の
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
中
候
』
は
尭
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
と
、
舜
か
ら

市
内
へ
の
そ
れ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
本
質
を
異
に
す
る
禅
譲
神
話
を
あ
た

え
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
舜
か
ら
禅
譲
を
う
け
る
夏
爵

よ
り
王
朝
が
は
じ
ま
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
だ
け
に

止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
中
侯
』
独
自
の
太
平
国
家
を
め
ぐ

る
思
想
に
う
ら
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ

の
こ
と
を
少
し
ま
と
め
て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
、
緯
蓄
の
ひ
と
つ
の
『
楽
稽
耀
嘉
』
に
「
高
将
受
位
、

天
意
大
変
、
迅
風
擁
木
、
雷
雨
昼
宜
(
」
ハ
白
虎
通
巻
四
等
引
〉
と
あ
る

こ
と
に
注
自
し
よ
う
。
自
然
吐
界
に
お
き
る
異
常
現
象
を
、
禅
譲
を

う
け
る
爵
に
対
す
る
天
意
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
瑞
祥
で
は
な

く
、
災
異
と
と
ら
え
う
る
こ
の
よ
う
な
異
常
現
象
は
、
韓
書
全
般
が

+
躍
で
舜
の
際
に
は
装
置
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
莞
・
舜
二
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代
と
一
変
馬
と
の
あ
い
だ
に
断
絶
を
も
う
け
、
実
・
舜
二
代
と
異
に
し

て
一
皮
鴎
を
天
l

最
高
神
に
是
認
さ
れ
て
い
な
い
王
朝
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
『
中
侯
』
も
領
内
へ
の
禅
譲
を
以
て
+
揮
で
舜
二
代
の
太
平
霞
家
の

終
駕
と
認
め
る
の
だ
か
ら
、
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
立
場
を
と
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
だ
が
し
か
し
、
右
の
『
楽
稽
耀
嘉
』
が
一
示
す
よ
う

な
自
然
世
界
の
災
異
で
は
、
内
中
侯
』
の
太
平
日
同
家
の
終
藷
は
合
理

化
し
え
な
い
。
そ
の
太
平
国
家
は
、
最
高
神
の
啓
示

i
「
図
書
」
を

か
た
ど
る
、
宇
宙
論
的
性
格
を
も
っ
神
聖
濁
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
か
く
て
問
中
侯
』
は
、
『
大
伝
』
に
あ
る
舜
の
禅
譲
を
め
ぐ
る

叙
述
に
詑
目
す
る
。
ま
ず
は
そ
こ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
音
楽
の
異
常

現
象
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
強
調
す
る
。
宇
宙
論
的
意
味
を
も
っ
音

楽
の
兵
常
現
象
は
、
太
平
留
家
の
終
駕
を
示
唆
し
う
る
表
徴
に
た
る

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
明
大
伝
』
の
「
擁

旋
持
衡
」
に
も
注
自
す
る
。
そ
れ
は
『
大
伝
』
で
は
、
音
楽
の
異
常

現
象
と
な
ん
ら
の
関
係
も
な
い
叙
述
で
あ
っ
た
。
だ
が
吋
中
候
』
は

「
擁
旋
持
衡
」
を
、
音
楽
の
異
常
現
象
を
前
面
に
う
ち
だ
す
叙
述
に

つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
平
国
家
の
終

一
台
は
宇
宙
論
的
に
合
理
化
し
え
た
の
で
あ
る
。

で
は
一
変
属
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
の
王
朝
を
、
吋
中
候
』
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
発
・
舜
二
代
の
太
平
国
家
を
最

高
神
の
神
性
を
源
泉
に
据
え
る
連
続
王
朝
と
す
る
な
ら
ば
、
明
中
候
』

が
考
え
る
夏
馬
以
後
の
王
朝
は
、
太
徴
五
帝
の
い
ず
れ
か
を
受
命
帝

と
し
、
そ
の
神
性
に
支
持
さ
れ
る
王
朝
と
指
摘
で
き
る
。
と
す
る
と

『
中
侯
』
に
お
い
て
は
、
舜
に
受
命
の
瑞
祥
が
顕
現
し
た
と
さ
れ
る

は
ず
も
な
い
か
わ
り
に
、
夏
誌
に
は
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
。
『
中
侯
』

の
「
握
河
紀
」
と
い
う
一
一
篇
に
は
、
河
精
の
白
面
長
人
よ
り
「
河

図
」
を
賜
り
、
治
水
を
命
じ
ら
れ
る
百
円
に
つ
い
て
の
叙
述
が
あ
る
。

こ
れ
が
『
中
候
』
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
夏
市
内
の
受
命
神
話
と
認
め

う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
、
お
よ
び
『
中
侯
』
が
構
想
す
る
ほ
か

の
受
命
神
話
の
考
察
は
、
後
日
に
期
す
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う

な
受
命
神
話
も
、
鄭
玄
の
経
書
解
釈
学
成
立
に
は
欠
か
し
え
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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、法
(

1

)

『
中
侯
』
は
き
わ
め
て
特
異
な
性
格
を
も
っ
緯
警
で
あ
る
。
ま
た
文

献
学
的
な
問
題
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
示
し
た

拙
稿
「
円
満
一
番
中
候
』
に
お
け
る
太
平
神
話
と
太
平
国
家
」
に
お
い
て
言

及
し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

(

2

)

以
下
、
小
稿
で
引
用
、
あ
る
い
は
と
り
あ
げ
る
『
中
侯
』
の
伏
文

は
、
安
居
香
山
・
中
村
山
州
八
編
『
重
修
総
書
集
成
巻
二
(
議
・
中
候
〉
』

ハ
間
的
徳
出
版
社
、
一
九
七
六
年
)
に
し
た
が
う
。
た
だ
そ
の
あ
ら
か
た
は
、

い
わ
ゆ
る
清
河
郡
本
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
皮
錫
瑞
『
尚
建
中
侯
琉

詑
』
が
清
湾
都
本
を
と
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
資
料
的
信
頼
性
は
一
段
お

ち
る
と
認
め
る
む
き
も
あ
る
が
、
小
稿
で
問
題
と
す
る
禅
譲
神
話
に
か
か



わ
る
そ
れ
ら
は
、
円
中
候
』
本
来
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
純
は
い
ま

は
お
く
が
、
部
玄
の
経
議
解
釈
学
と
の
整
合
性
を
そ
れ
ら
に
認
め
う
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
『
中
候
』
の
賀
野
・
発
・
舜
・
同
に
つ
い

て
の
神
話
を
お
そ
う
叙
述
が
多
い
明
宋
議
』
「
符
瑞
志
上
」
に
す
べ
て
と
e

ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
最
近
で
た
錐
諮
麟
内
輪
山
材
料
論
略
』
(
遼
寧
教

育
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
は
、
清
河
郡
本
の
源
流
を
あ
き
ら
か
に
し
て

い
る
が
、
そ
の
資
料
的
制
組
ま
で
否
定
し
て
は
い
な
い
。

(
3
)

小
稿
の
以
下
の
論
述
に
お
い
て
、
『
中
候
』
の
太
平
神
話
・
太
平
国

家
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
〉
白
川
静
『
宇
一
統
』
ハ
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
)
、
「
鼎
」
の
項
を
参
照
。

(
5
〉
以
上
の
「
易
行
」
に
つ
い
て
は
、
謝
松
齢
『
夫
人
象
』
(
山
東
文
芸

出
版
社
、
一
九
八
九
年
〉
第
五
章
「
一
大
象
」
第
二
節
「
星
空
的
投
影
」
参

刀
山
川

O

(

6

)

以
上
の
翼
州
に
つ
い
て
は
、
孫
星
術
明
尚
書
今
古
文
注
疏
』
〈
巻
一
)

・
孫
諮
穣
『
周
礼
正
義
』
一
ハ
巻
六
回
)
な
ど
を
参
照
。

(
7
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
ハ
6
〉
の
ふ
た
つ
り
著
述
な
ど
を
参
照
。

(

8

)

堀
池
信
夫
「
中
国
音
律
学
の
展
開
と
儒
教
」
ハ
中
国
l
社
会
と
文
化
、

第
六
号
、
東
京
大
学
中
国
学
会
、
一
九
九
一
年
〉
参
照
。

(

9

)

以
下
の
『
大
伝
』
の
引
用
は
、
陳
野
誠
『
尚
書
大
伝
輯
校
』
に
し
た

が
う
。
ま
た
皮
錫
瑞
『
尚
番
大
伝
疏
証
』
も
あ
わ
せ
て
参
考
に
し
た
。

ハ
初
〉
た
と
え
ば
、
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
と
り
あ
げ
た
太
平
神
話
は
、
寅
帝

・
尭
・
舜
の
神
話
り
な
か
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(日
)

E

皮
錫
瑞

2J文
尚
書
考
証
』
ハ
巻
一
)
が
、
漢
程
仰
の
こ
の
よ
う
な
説

を
多
く
列
挙
し
て
論
じ
て
い
る
。

(
辺
〉
馬
融
は
「
簿
、
灘
、
部
天
儀
。
可
転
旋
、
故
田
磯
。
街
、

其
中
横
一
筒
、
所
以
視
星
宿
也
。
以
蒋
為
磯
、
以
玉
為
街
、
蓋
費
天
象
也
」

〈
官
訴
訟
舜
典
疏
引
尚
控
訴
〉
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

(
お
〉
出
典
(
通
鑑
前
編
帝
舜
十
五
識
)
で
は
「
旋
持
衡
」
に
つ
く
る
が
、

限
努
艇
の
指
摘
の
よ
う
に
「
擁
」
の
一
宇
が
お
ち
て
い
る
と
認
め
う
る
。

た
だ
保
持
棋
は
、
こ
こ
の
「
肢
」
の
意
味
が
理
解
で
き
て
い
な
い
よ
う
で

ふ必る。

ハ
リ
時
〉
馬
融
の
「
斑
磯
去
衡
」
に
対
す
る
解
釈
を
想
起
し
よ
う
。
そ
の
宇
部

か
ら
は
、
さ
き
に
本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
解
せ
る
が
、
そ
の
真
意
は
こ

の
よ
う
に
と
ら
え
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
馬
融
の
解

釈
を
お
そ
う
偽
孔
伝
を
疏
解
す
る
孔
穎
逮
(
尚
書
舜
典
疏
)
が
く
わ
し
く

論
じ
て
い
る
。
参
照
。
ま
た
さ
き
に
そ
の
一
部
を
示
し
た
が
、
「
動
運
為

機
、
持
正
為
衡
、
皆
以
玉
為
之
」
〈
宋
書
天
文
志
一
一
引
尚
書
注
〉
と
い
う

鄭
玄
の
解
釈
は
、
「
球
機
玉
衡
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
承
知
し
て
い
る
も
の

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
皮
錫
瑞
は
『
尚
番
大
伝
疏
証
』
(
巻
二
)
で
、
「
此
伝
擁
旋
持
衡
、
不

知
何
物
」
と
の
べ
る
の
で
あ
る
。
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