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春
秋
記
載
の

と
相
聟
照
し
て
み
る
こ
と
が
出
末
ま
す
。
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、i

知
で
も
あ
り
ま
せ
う
が
、

天
文
謄
法
よ
り
観
た
る
東
西
文
化
の
比
較

天
文
肝
法
よ
り
観
た
る
康
四
文
化
の
比
較

こ
ん
た
題
目
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、

す
。
最
切
に
、
私
の
話
の
多
く
は
、
故
新
城
新
蔵
先
生
の

さ
て
中
國
上
代
の
天
文
貯
法
の
疲
逹
を
知
る
に
は
、
先
以
て
第
一
に
春
秋
と
左
佃
を
吟
味
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
皆
さ
ん
御
承

の
材
料
に
よ
っ
て

の
で
あ
り
ま
す
。

中
國
上
代
に
於
け
る
天
文
貯
法
の
登
達
に
つ
い
て
筒
箪
に
申
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
斯
り
し
て
お
き
ま
す
。

こ
こ
に
春
秋
と
は
魯
の
応
公
元
年
（
西
紀
前
七
三
一
年
）
か
ら
哀
公
十
四
年
（
西
紀
前
四
八
一
年
）
に
至
る
十
二
公

さ
れ
た
も
の
で
、
鯉
文
は
匹
は
哀
公
十
六
年
ま
で
つ
づ
い
て
居
り
ま
す
が
、

•
昭
・
定
・
哀
）
二
百
四
十
二
年
間
の
史
記
で
、
孔
子
が
そ
の
晩
年
に
魯
の
國
の
宮
廷
文
扉

こ
れ
は
孔
子
の
門
弟
子
が
孔
子
の
志

を
つ
い
で
、
孔
子
卒
す
る
迄
を
柚
っ
た
も
の
で
あ
る
と
町
は
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
春
秋
の
中
に
日
食
の
記
録
が
三
十
七
箇
ほ
ど
あ
り
、

其
中
記
録
側
末
の
と
見
る
べ
き
も
の
四
箇
を
除
き
、
三
十
三
箇
の
日
食
記
録
に
つ
い
て
は
、
今
日
か
ら
日
食
の
時
日
を
推
窮
し
て
記
録

こ
の
よ
う
に
し
て
春
秋
二
百
四
十
四
年
の
間
に
分
布
さ
れ
ま
し
た
三
十
三
箇
の
時
日
に
つ
い

て
、
蹄
宜
た
批
窮
時
日
と
記
銘
と
を
比
較
釘
照
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
し
て
，
、
其
結
果
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る

日
は
、
前
七
二
二
年
か
ら
前
四
七
九
年
に
至
る
賞
時
の
記
録
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。

賞
時
の
胚
は
、
太
朕
胴
で
日
を
敷
へ
乍
ら
、
時
々
閃
月
を
抑
入
し
て
太
悶
貯
の
季
節
と
調
和
せ
し
め
て
居
っ
た
も
の
で
、
所
町
太

に

ヒ
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す

天
文
肝
注
上
り
観
た
る

が

J

た
な

の

H
州

ヽ

太

陰

肝

の
村
料
が
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
ら
を

る
こ
と
に
よ
り
、
中
図
上
代
に
於
け
る

殷
時
代
の
都
の
跡
か
ら
、

れ
た
多
く
の

周
初
頃
の

く
の
古
鋼
器
の

の
手
に
よ
っ
て
、

著
作
さ
れ
た
年
代
の
明
か
た

左
佃
を
仰
か
た

と
仰
晶
と
を

置
を
見
て
、

そ
れ

さ
れ
た
年
代
が
、
前
三
百
宜
六
で
あ
る
こ
と
は
疑
も
た
く
、
左
他
の
中
に
あ
る

示
す
有
力
た
材
料
と
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
し
そ
れ
よ
り
十

周
の

と
い
た
し
ま
し
て
、

し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
は
れ
て
届
る

(IJ 

そ
れ
に
加
ふ
る
に
、

比
較
し
て
み
ま
す
と

と

と
の

の
晶

四

す
る
こ
と
が
出
末
ま

は
、
載
國
時
代
の
半
ば
頃
の
文
化
の

一六

干
の

次
に
左
他
で
あ
り
ま
す
が
、

こ

れ
iま

不
明
で
あ
り
ま
し
て
、

と
し
て
、
前
後
田
半
期
に
於
て
、
年
始
の
定
め
方
が
明
か
に

月
を
正
月
と
し
て
居
り
、
前
半
に
於
て
は
、

そ
れ
よ
り
一
ヶ
月
後
を
正
月
と
し
て

前
田
項
の
口
及
び
口
は
、
厳
密
で
は
な
い
が
、
相
胞
に
良

秤
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

し
ま
亡
ん
。

の
位
置
を
晶
し

に
品
録
さ
れ
た

よ
く
吟
味
し
ま
す
と
、

に
つ
き
、
詳
細
な
軍
ぷ
賀
を
流
べ
て
之
を
注

が
あ
り
、
之
を
今
日
か
ら
洲
つ
て
拙
窮
し
た
も
の
と

の
木
星
の
位

で
批
邸
し
た
も
の
に
外
た
ら
ぬ
こ
と
が
明
か
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
左
側

て
居
る
。

（圃）

つ
て
居
る
。
特
に
後
半
に
於
て
は
十
九
年
七
閏
の
法
が
良

欧
太
悶
貯
と
梱
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

曰

る。
つ
て
居
る
。
後
半
に
於
て
は
、

ぅ

を
含
む



般
に
行
は
れ
て
居
り
ま
す
巡
法
の
原
始
的
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
九
冊
紀
頃

か
れ
た
と
い
は
れ

こ
の
連
続
的
六
十
干
支
の
日
の
敷
へ
方
が
、
卿
に

天
文
肝
法
よ
り
観
た
る
東
西
文
化
の
比
絞

一
句
の

太
古
は
他
の
民
族
に
於
て
も
さ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
純
太
陰
腔
を
用
ひ
て
居
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
―
―
一
日
月
の
見
え

籾
め
を
訊
日
と
し
、
二
十
九
日
又
は
三
十
日
で
、
次
に
三
日
月
が
見
え
る
と
、
叉
改
め
て
籾
日
と
し
て
日
を
敷
へ
る
と
い
ふ
株
に
し
た
も

の
と
息
は
れ
ま
す
。
た
ぽ
二
十
九
日
乃
至
三
十
日
の
一
ヶ
月
は
相
應
に

い
の
で
、
之
を
一
二
分
し
三
つ
の
句
に
藍
切
つ
て
日
を
敷
へ
る
こ

と
も
案
出
さ
れ
、
太
約
四
紀
詢
十
五
冊
紀
頃
の
殷
代
か
ら
用
ひ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
の
所
謂
十
千
は
、

十
日
を
記
す
記
読
と
し
て
案
出
さ
れ
た
も
の
で
、
十
日
と
稲
へ
ら
れ
て
殷
時
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
初
め
は
、
小
の

月
の
下
句
は
第
九
日
で
打
切
り
、
翌
月
の
上
伺
は
常
に
甲
か
ら
敗
へ
る
と
い
ふ
様
に
、

が
、
後
に
は
月
の
朔
暇
と
無
闘
係
に
連
緻
的
に
用
ひ
ら
れ
る
様
に
た
り
、
や
が
て
子
仕
貨
卯
辰
巳
午
未
申
咽
戊
亥
の
十
二
支
と
組
み
合
は

を
た
六
十
干
支
（
又
は
華
甲
）
と
し
て
日
を
記
す
椋
に
た
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

殷
時
代
の
甲
骨
文
に
見
え
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

不
連
続
的
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
う

中
國
の
古
代
に
於
て
月
の
三
分
法
が
行
は
れ
て
居
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
印
度
の
古
代
に
於
て
は
月
の
二
分
法
が
行
は
れ
て
居
り
、
酉

洋
方
面
応
於
て
は
月
の
四
分
法
が
行
は
れ
て
居
っ
た
こ
と
と
酎
照
し
て
、
些
か
興
味
あ
る
事
酋
で
あ
り
ま
せ
う
。

月
の
四
分
法
は
、
現
在
廣
＜

る
創
冊
紀
に
は
七
日
孵
の
連
続
的
の
巡
が
見
え
て
居
り
ま
す
の
で
、
月
の
四
分
法
の
行
は
れ
て
居
り
ま
し
た
の
は
、
少
く
と
も
前
九
冊
紀

か
ら
以
前
の
こ
と
で
た
く
て
は
た
ら
す
、
而
も
そ
れ
は
カ
ル
デ
ア
及
び
カ
ル
デ
ア
以
東
の
民
族
か
ら
偲
へ
ら
れ
た
も
の
と
言
他
へ
ら
れ
て

居
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
は
、

こ
の
月
の
四
分
法
は
前
十
一
冊
紀
に
周
の
民
族
に
よ
っ
て
中
國
に
諭
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
中

國
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
月
の
三
分
法
で
あ
る
句
法
が
行
は
れ
て
居
っ
た
た
め
に
、
新
来
の
四
分
法
は
そ
れ
と
調
和
す
る
こ
と
が
出
来
す
、

其
使
用
範
閉
も
制
限
さ
れ
、
間
も
た
＜

般
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
仕
舞
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
硝
府
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
周
初

の
も
の
と
思
は
れ
る
文
獣
及
び
銅
器
銘
文
た
ど
に
、
生
覇
死
瑚
た
ど
と
文
句
が
見
え
て
居
り
ま
し
て
、
そ
の
意
義
も
明
か
で
た
い
の
で
あ

り
ま
し
た
が
、
故
王
國
維
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
月
の
四
分
法
に
闘
す
る
言
葉
で
、
周
籾
で
は
一
ヶ
月
を
四
分
し
、
そ
れ
を

四



天
文
暦
法
よ
り
観
た

た
と
息
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

の
比
紋

こ
れ
は
閣
る
特
微
の
あ
る

で
あ
り
ま
す
。
―
―
一
日
月
が
四
の

四

に
見
え
始
め
て
か
ら
後
、
敷
日
間
、

周
籾
の
炭
（
太
約
訛
十
冊
紀
頴
）
に
た
り
ま
す
と
、

の
季
節
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
二
十
八
宿
法
と
い
ふ
も
の
が
剖
案
さ
れ

二、

十

八

宿

椋
準
観
澗
物
と
し
て
居
っ
た
こ
と

4

め
る

す
る
、

或
（ハ） （口） （イ）は

地
方
の

北
斗
の
柄
（
大
熊
座
郎
ち
北
斗
七

に
下
に
向
く
時
を
以
て
、
年
の
始
め
第
一
月
即
ち
正
月
の
椋
準
と

大
火
（
ス
コ
ル
ピ
オ
の

a
晶
）
が
、
市
中
す
る

（
オ
リ
オ
ン
の
三
つ
星
）
が
、

の

以
て
、

日
常
は
太
欧
粁
を
用
び
て
日

へ
て
居
り
ま
し
た
の
で
、
太

の
現
は
れ
方
を
以
て
椋
準
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

る
に
よ
り
、
或
は
時
代
の

る
に
よ
り
、
種
々
た
も
の
が
用
び
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
日
淡
圃
後
に
、

に
見
ら
れ
る

の
こ
刀
の
二
星
）
が

す
べ
き
も
の
と
息
は
れ
ま
す
。

の
正
中
(
+
一
月
）
の
椋
準
と
し
、

季
節
を
以
て
、
区
の
正
中
（
五
月
）
の
椋
準
と
し
、

た
ど
の
稲
々
の
辰
が
知
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
は
カ
ル
デ
ア
に
於
て
は
カ
ペ
ラ
を
以
て
、
吹
及
で
は
シ
リ
ウ
ス
を
以
て

の
こ
と

し
て
辰
と
い
つ
て
居
り
ま
す
が
、
辰
は
、

の
季
節
を
知
る
た
め
に
は
、
夕
方
に
日
浚
旗
後
に
空
に
見
え
る
星

二
、
辰

と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
息
は
れ
ま

こ

〇

四
紀
曲
十
一
皿
紀
と
い
ふ

か
な
る
上
代
に
於
て
、

東
四
旧
文
化
の
間
に
、

,
J
J
 

ヘ
~c 

っ
た
も
の
と

る
べ
き
も
0

で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

闊
生
湖
、

干
の

が
あ
っ
た
こ
と
を
示



を
貯
日
に
配
常
す
る
と
こ
の
項
で
は
畢
の
次
は
参
料
の
順
庁
と
し
た
く
て
は
た
り
ま
せ
ん
。
俗
膝
作
成
者
は
二
十
八
宿
の
本
義
を
思
び
日

に
配
賞
す
る
こ
と
を
述
廊
さ
れ
る
が
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぽ
二
十
八
宿
法
の
宜
施
に
伴
び
ま
し
て
、
従
来
の
月
籾
を
改
め
、
三

日
月
か
ら
二
日
狂
洲
っ
た
日
を
訓
と
月
仇
と
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
闘
と
い
ふ
文
字
は
、
月
に
闘
し
て
洲
る

黄
追
方
面
の
一
周
天
を
二
十
七
叉
は
二
十
八
の
部
分
に
翫
分
す
る
二
十
八
宿
法
は
、
印
度
に
も
古
く
か
ら
あ
り
、

と
い
ふ
意
味
の
象
形
文
字
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
そ
の
甑
分
法

ヘ
~c 

角
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Virginis 

Virginis 

Librae 

Srnrpii 

Scorpii 

Scorpii 

Sagittarii 

Sagittarii 

Capricorni 

Aquarii 

Aquarii 

Aquarii 

Pegasi 

Pegasi 

Andromcdac 

Arictis 

Arietis 

Tauri 

Tauri 

Orionis 

Orionis 

Gerninorum 

Cancri 

Hvdrae 

Hydrae 

Hvdrae 

Cratcris 

Corvi 

天
文
肝
法
よ
り
観
た
る
東
四
文
化
の
比
較

月
の
恒
屋
間
に
於
け
る
位
説
の
髪
化
を
観
測
し
ま
し
て
、

合
朔
の
時
に
於
け
る
月
の
位
年
』
、
即
ち
太
悶
の
位
置
で
あ
る

ち
に
太
悶
貯
の
季
節
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は

rll
す
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
月
が
位
尾
に
酎
し
て
黄
逆
を
一
周
し
ま
す
の
は
約

二
七
・
三
日
た
の
で
、
月
の
桐
屋
間
の
位
巫
tll
是
化
を
知
り
易
く
す
る
た
め
に
、
著
し
い
犀
象
を
目
椋
と
し
て
、
黄
逍
方
面
の
一
周
天
を
二

十
八
の
不
等
た
部
分
に
分
け
ま
し
て
、

十
八
宿
名
と
、

二
日
行
租
だ
け
を
、
三
日
月
の
位
置
か
ら
逆
に
洲
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
日
月

で
あ
り
ま
す
。
桐
星
間
に
於
け
る
太
悶
の
位
置
が
わ
か
り
ま
す
と
、
そ
れ

こ
れ
を
二
十
八
の
月
の
狙
と
稲
へ
ま
し
た
も
の
が
二
十
八
宿
法
で
あ
り
ま
す
。
今
、
こ
の
項
の
二

そ
の
椋
準
に
採
っ
た
各
宿
の
距
屋
名
を
表
記
し
ま
す
と
次
の
如
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
表
で
面
白
い
こ
と
は
、
招
参

の
順
序
は
明
代
に
至
っ
て
参
曲
み
猜
後
る
る
の
朕
を
呈
し
、
参
宿
と
拷
宿
が
交
代
し
て
居
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
餘
談
で
す
が
二
十
八
宿

四
四



よ
り
賎
た
る
瓜
四
文
化
の
比
較

ら
印
度
方
而
に
向
つ
て
、
文
化
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
示
す

た

四
直

し
て
印
度
方
而

ら

4ヽカ
＜
 

十

の
形
が
他
は
つ
て

く
は
そ
れ
以
ふ
皿
に
、

中
國
か

も
の
で
あ
り
、
印
度
に
は
中
闊
に
於
け
る

ぱ
、
中
國
に
於
て
、
周
iJjiJJ
の
頃
に
、
北
斗
観
測
法
に
次
い
で

の
で
し
た
が
、
中
國
に
於
て
は

以
前
の
形
が
、

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
ま

4
仰
は
つ
て
届
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
亡
う
。
こ
の

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
中
間
の

と
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

に；

け：
ヽ

ん
で

の

i

f

、
J
 

[

l

 

"HI
汎，

iこ

さ
れ
た

た
ど
で
あ
り
ま
す
。

す
る
に
、
二
十

固
式
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

中
國
に
於
て
は
、
1

1

十

の

鵜

が
、
追
跡
し
得
る
樟
に
他
は
つ
て
居
る
が
、
印
度
に
於
け
る
二
十
八
術
法
は
全
く
形

る
こ
と
、

曰
今
日
の
中
國
親
行
の
二
十
八
宿
中
に
は
、

含
ん
で
居
た
い
が
、

そ

に
因
ん

の
角
女
牛
を

こ
と
、

（ハ）

の
方
向
に
賞
る

、
中
閏
で
は
じ
月
物
語
で
古
来
親
し
み
深
い

Jレ

ィ
ル
）
た
ど
を

締

大
角
は
北
沖
の
斗

ん
で
居
る
こ
と
、

（口） （イ）

印
度
の
二
十
八
術
中
に
は
、

よ
り
の

の
些
か
大
で
あ
る
大
角
（
ア
ー
ク
チ
ュ
ル
ス
）
、

（
ヴ
ニ
ー
ガ
）
、

二
十
八
術
の

は
、
北
斗
の
斗
柄
の
方
向
に

つ
て
居
る
こ
と
、

しま

な
い
と
さ

そ
の

と
巾
し
ま
す
の
は
、

れノ
可こ

一
4
A

、

ま
寸
力

¢) 

に
よ
り
ま
し
て
、

尽、

C
方
)

ー
団
付
こ

^~ ,＂ 

叶

0
凱
に

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

か
と
い
ふ
こ
と
は

ら

A
 

ふμ

1

、
i
 

し
J

七
J

さ
て
は
中
闊
に
も

に
も
た
く
て
カ
ル

ア
で
あ
ら
う
と
い

が
中
國
の
も
の
と

し
て
居
り
、
同

起
源
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

あ
り
ま
亡
ん
の
で
、
1

1

十

ん
で
居

で
あ
る （ア

で
も
提
出
さ

の
形
に
於
て

の
起
源
地
は
印
度



天
文
暦
法
よ
り
観
た
る
煎
四
文
化
の
比
較

朔
と
い
ふ
字
か
ら
二
十
八
宿
法
は
多
分
周
籾
頃
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
二
十
八
宿
の
廣
度
を
定
め
る
た
め
に
は
、
地

面
に
乖
直
に
立
て
た
八
尺
表
を
使
用
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
こ
と
は
常
然
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
周
牌
の
名
の
示
す
よ
う
に

周
の
都
で
用
ひ
ま
し
た
憫
こ
そ
即
ち
八
尺
表
で
あ
り
ま
し
て
、
八
尺
表
を
股
と
し
、
正
午
の
日
娯
を
勾
と
し
、
八
尺
表
の
頂
黙
か
ら
地
面

に
投
げ
ら
れ
た
光
線
の
部
位
を
弦
と
し
た
所
副
勾
股
弦
の
法
で
あ
り
ま
し
て
、

Tr
会
の
萬
が
黄
河
を
沿
め
て
天
下
を
太
平
た
ら
し
め
ま
し
た

の
は
、

こ
の
勾
股
弦
の
法
に
負
ふ
所
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
周
憫
に
益
く
抑
法
を
述
べ
た
古
い
に
周
憫
卵
経
と
い
ふ
の
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
北
板
琥
晟
四
滸
の
観
測
法
か
ら
拙
邸
し
ま
す
と
、
之
は
正
に
周
籾
の
天
象
で
あ
る
こ
と
が
解
り
ま
す
。
序
乍
ら

ペ
ー
グ

北
稼
珀
磯
と
い
ふ
の
は
、
北
椒
五
星
中
の
大
星
で
あ
り
ま
す
帝
星
（
小
熊
兄
股
の
ド
兄
）
で
あ
り
ま
す
。
四
糊
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
帝
星

が
夏
至
夜
半
時
に
、
上
子
午
線
通
過
を
た
し
、
冬
至
夜
半
時
に
下
子
午
線
通
過
を
し
、
冬
至
の
日
の
夕
方
六
時
頃
に
北
板
の
四
方
に
最
も

離
れ
、
冬
至
の
日
の
朝
方
北
核
の
東
方
に
最
も
離
れ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
南
滸
北
滸
酉
滸
東
滸
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、
帝
屋
が
此
の
様

た
運
動
を
観
せ
て
く
れ
る
の
は
四
紀
前
―
―
二
二
年
以
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
椋
に
周
個
の
法
は
二
十
八
布
を
立
て
る
に
も
、
北
極
を
正
す
に
も
必
要
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
た
＜
、
一
年
の
長
さ
を
正
す
に
も
大

切
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
従
つ
て
二
十
四
節
氣
、
閏
法
の
確
立
た
ど
に
も
大
切
た
役
割
を
し
て
居
り
ま
す
°
勿
論
こ
れ
ら
の
目
的
の
た

め
に
は
東
酉
南
北
を
正
確
に
知
る
こ
と
、
時
間
を
正
節
に
握
む
こ
と
た
ど
が
先
沢
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

春
款
中
期
、
四
紀
前
六

0
0年
頃
か
ら
以
後
に
於
て
、
太
悶
屈
の
季
節
の
定
め
方
が
著
し
く
精
仰
さ
を
培
し
て
来
て
居
り
ま
す
の
は
、

周
憫
の
法
の
賜
で
あ
り
ま
す
。
た
ぽ
、

四

、

周

牌

こ
の
周
憫
の
法
を
、
従
来
土
圭
の
法
と
息
つ
て
居
ら
れ
た
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
間
違
ひ

で
す
か
ら
、
こ
の
際
、
御
汀
正
を
願
ひ
度
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

り
ま
す
。
こ
の
方
面
の
消
息
は
、
私
の
「
周
僻
尊
鯉
の
研
究
」
た
り
、

の

法、

の
法
と
い
ふ
の
は
、
勾
を
測
る
尺
有
五
寸
の
の
尺
度
の
こ
と
で
あ

「
餃
代
論
天
牧
」
た
り
に
つ
い
て
御
承
知
下
さ
ら
ば
有
り
難
く
存

四
六



じ
ま
す
。

天
文
肝
法
よ
り
観
た
る
東
西
文
化
の
比
較

0
四
年
）
に

前
沢
の
太
籾
元
年
（
前

し
た
結
呆
、
十
九
年
法
の
一
穂
で
あ
っ
て
八
十
一

に
見
え
て
居
り
ま
す
。
夏
に
太
籾
以
詢
に
は
何
ん
た

一
年
の

2
3
5
j
j
1
1
1
2
j
j
X
1
9
+
7
 jJ 

太
欧
貯
の
一
ヶ
月
の

た
闘
係
が
あ
り
ま
す
。

m

m
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9
.
5
3
0
5
9
X
2
3
5
1
1
6
9
3
9
-
6
8
8
 

m

m

 

3
6
5
.
2
4
2
2
X
1
9
1
1
6
9
3
9
.
6
0
2
 

用
び
て

か
は
、

（前

1
1
0

四
七

か
ら
太
闊
元
年
（
前

力；
ヽ

冗
年
か
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
、

の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

そ
の

や
＼
 

七
十

ど

れ
ま

と
た
り
ま
し
て
、
悪
す
る
に
太
欧
肝
の
二
三
五
ヶ
月
の
長
さ
は
殆
ど
正
し

貯
を
用
ひ
乍
ら
十
九
年
の
間
に
七
回
の
閏
月
を
説
く
こ
と
に
し
ま
す
と
、
良
く

す
°
或
は
叉
、
十
九
年
の
四
倍
で
あ
る
七
十
六
年
を
一
期
と
し
ま
す
と
、
日
の

換
へ
ま
す
と
、
凹
月
挿
入
法
と
月
の
大
小
の

と
を
共
に
七
十
六
年
を
一
期
と
し
て
循
四
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
七
十
六
年
法

の
こ
と
を
古
末
四
分
法
（
或
は
四
分
屈
）
と
い
つ
て
居
り
ま
す
。

く
し
て
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ひ

の

叉

一

ヶ

月

の

長

さ

、

さ

に

近

似

的

た

敷

値

を

用

ひ

ま

す

と

、

ロ

E-

3
6
5
.
2
5
x
1
9
1
1
6
9
3
9
,
7
5
8
1
1
2
9
-
5
3
0
8
5
x
2
3
5
 

m

m

 

3
6
5
.
2
5
x
7
6
1
1
2
7
7
5
9
m
1
1
2
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)
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5
3
0
8
5
x
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5
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さ
は
二
九
•
五
―
―-
0五
九
日
、

五

、

太

陰

太

陽

肝

の
十
九
年
の
長
さ
に

し
く
な
り
ま
す
。
即
ち
太
欧

調
和
せ
し
め
て
行
く
こ
と
が
出
末
ま

の
一
年
の
玉
さ
は
三
六
五
・
ニ
四
二
二
日
で
附
者
の
間
に
は
、
次
の



0
四
年
）
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
八
十

一
三
五
ヶ
月
の
日
食
の
周
期
が
含
ま
れ
て
居
り
ま
す
。

六、

日

食

の

周

期

ま
す
。

0
四
年
）
の
間
に
三
十
二

ん
た
貯
法
が
用
び
ら
れ
て

時

代

面

ぎ

三

年

1

前
四
七
九
年
）

四
四
三
年
か
ら
宜
施
さ
れ
て
居
る
と
、
結
論
さ
れ
ま
し
た
。
た
ぽ
左
他
の
中
に
は
、
そ
の
時
代
に
一
定
の
貯
法
に
よ
る
太
欧
太
悶
貯
が
噴

施
さ
れ
て
居
た
こ
と
を
示
す
文
句
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
文
公
元
年
（
前
六
二
六
年
）
の
條
に
、

間
三
月
ハ
腿
―
―
非
ズ
、
先
王
J

時
ヲ
正
ス
ヤ
、
端
ヲ
始
メ
ニ
屈
リ
、
正
ヲ
中
二
學
ゲ
、
餘
ヲ
終
リ
ニ
鑓
ス
、
端
ヲ
始
メ
ニ
屈
レ
バ
、
則

ピ
〈
、
民
ハ
皿
チ
惑
ハ
ズ
、
餘
ヲ
終
リ
ニ
麟
ス
レ
バ
皿
チ
悴
ラ
ズ

チ
慰
ラ
ズ
、

正
ヲ
中
ニ

以
上
の
堺
質
は
、
四
洋
方
面
に
於
て
、

ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
淡
籾
（
前
＝

0
六
年
i
前一

0
四
年
）
に
於
け
る
日

の
記
銘
と
、
春
秋

十
九
年
法
は
メ
ト
ン
肝
法
と
し
ま
し
て
前
四
三

0
年
頃
か
ら
、
七
十
六
年
法
は
カ
リ
ポ
ス
貯
法

と
し
て
袖
三
三

0
年
頃
か
ら
行
は
れ
て
居
る
こ
と
と
、
比
較
四
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
太
欧
太
悶
貯
の
貯
法
に
つ
き
ま
し
て

は
、
東
洋
と
酉
洋
で
は
別
々
に

ら
知
ら
れ
て
居
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
も
の
で
す
か
ら
、

十
九
年
法
も
七
十
六
年
法
も
共
に
四
洋
方
面
よ
り
は
棺
：
早
く
か

五
星
の
合
合
周
期
た
ど
も
、
そ
の
敗
仙
は
、
中
國
の
戦
國
時
代
の
も
の
の
方
が
、
益
か
に
優
秀
で
あ
り

日
食
の
周
期
に
は
、
近
似
的
に
八
八
、

一
三
五
、

三
三
、
三
五
八
ヶ
月
た
ど
の
周
期
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

分
法
の
計
敗
の
中
に
は
、

太
祠
元
年
（
前
一

こ
の
事
齊
は
、

四
洋
方
面
に
於
て
、
二
ニ
三
ヶ
月
の
周
期
が
カ
ル
デ
ア
の
サ
ロ
ス
と
し
て
、
四
紀
前
四
冊
紀
頃
か
ら
知
ら
れ
て
居
る
と
い
は
れ
て
居
り
ま

の
場
合
、
太
欧
太
砂
貯
は
天
罰
店
と
し
て

し
ま
し
て
、
略
、
近
似
し
た
時
期
に
大
盟
同
粽
た

に
到
迎
し
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
中
國

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。

の
日
食
叫
銘
と
を
研
究
い
た
し
ま
し
て
、

は
、
七
十
六
年
法
は
戦
國
時
代
の
籾
期
、

な

U
↓Ii 

た
か
ゞ

の
日
食
が
品
録
さ
れ
て
居
り
ま
す
の
で
、

よ
り
観
た
る
柘
旧
文
化
の
比
較

の
中
五
ツ
は
誤
記
で
あ
り
ま
す
が
、
）
そ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
何

四
八



る

山

月

光

利

用

法

で

あ

る

の
比
紋

始
ま
り
、

の

は、

た
ほ
一
言
附
け
加
へ
て
お

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
冊
界
に
於
け
る

の

四
九

居
る
こ
と
を
知
つ
て
い
た
ゞ
け
た
ら
、

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

の
目
的
は

せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

獨
自
の

た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

に
於
け
る

す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
亡
う
。

し
ま
し
た
ト
レ
ミ
ー
の
一

0
ニニ

い
た
し
ま
す
と
、

以
上
、
中
國
に
於
け
る
太
古
か
ら

で
の

の

し
追
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
大
憫
に
於
て

冊
紀
頃
に
観
測
し
て
お
い
た
も
の
を

化
已
こ

ニ
ー
泰
t

の

る ヵ:

へ
ら
れ
て
居
る
こ
と
と

で
で
あ
り
ま
し
て
相

こ
れ
は
戦
圏
時
代
に
於
け
る
天
文

の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

示
す
指
似
と
な
る
べ
き
も
の
で
、
四
洋
力
面
に
於
て
は
、
ヒ
ッ
パ
ル
カ
ス
が
前
二

い
酎
照
を
た
し
て

の

味
し
て
見
ま
す
と
、

そ
の
大
部
分
が
詢

し
て
居
り
ま
す
）
を
精
細
に
吟

た
く
、
測
定
の
紡
確
さ
も

度
の

さ
れ
て
居
る
位
JrtlLL

に
あ
た
る

で
そ
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
約
半
散
ぽ
ど
は
、
今
日
ま
で
確
か
に

へ
ら
れ
て
居
る
と
息
は
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

の
尾
に
つ
い
て

贔

戦
國
時
代
に
、

の
石
中
た
る
人
が
、
百

の

の
位
説
を
測
定
し
て

ヒ‘一

が
別
々
に

し
て
行
っ
た
こ
と
を
示

と
し
て

し
た
も
の
と
い
は
れ
て
居
る
石

た
る
も
の

す
こ
と

4

し
対
照
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
東
洋
と
四
洋
と
で
別
々
の
日
食
周
期
が
知
ら
れ
て
居
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
東
四
の

す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。



史
研
究
の
全
貌
が
ハ
ッ
キ
リ
致
し
ま
す
。

と
を
切
に
お
罰
め
致
し
ま
す
。

一
般
の
方
に
は
荒
木

へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

汗
城
汗
蔵
著

能
田
忠
亮
著

(6) (5) (4) (3) (2) 

の

天
文
肝
法
よ
り
観
た
る
康
四
文
化
の
比
較

四
時
の
髪
化
を
利
用
す
る
太
悶
貯
又
は
太
檎
太
勘
貯
作
成
の
た
め
の
天
文
學
、

屋
占
天
文
學
、

宇
宙
観
及
び
五
星
の
運
行
に
闘
す
る
天
文
學
、

近
祉
に
於
け
る
航
悔
天
文
學
及
び
尾
辰
天
文
學
、

近
時
の
太
悶
物
暉
學
及
び
天
憫
物
舞
學
或
は
宇
貨
物
瑯

た
ど
の
六
陪
段
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
東
四
共
通
の
陪
段
で
あ
り
ま
す
。

た
ゞ
東
洋
で
は
自
褒
的
に
第
五
第
六
の
時
代
に
移
ら
な
い
以
袖
に
四
洋
の

特
色
あ
る
疲
逹
を
し
ま
し
た
も
の
は
、
第
四
ま
で
の
陪
段
ま
で
で
止
ま
つ
て
居
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
東
洋
に
於
け
る
天
文
學
、
特
に
中
國

の
天
文
學
の
起
諒
は
相
賞
に
古
く
、
而
も
可
成
り
程
度
の
高
い
幾
何
學
時
代
を
以
て
始
ま
り
、
力
學
的
時
代
に
入
ら
な
い
内
に
、
明
末
荷

籾
に
欧
洲
方
面
の
天
文
學
が
渡
加
し
、
力
學
的
時
代
、
物
聰
化
學
的
時
代
の
天
文
學
を
輯
入
し
て
今
日
に
及
ん
で
居
る
と
い
び
得
る
と
考

昭

和

三

年

J
1
1
1
1

く
、
巨
‘

IIf
床

1
jーJ

最
後
に
二
、
三
の
参
考
害
名
を
あ
げ
て
お
き
ま
ぜ
う
。

東
洋
天
文
學
史
研
究

東
洋
天
文
學
史
論
叢

天

文

年

代

話

昭

和

廿

六

年

（
古
代
の
時
を
決
め
る
語
）

み
下
さ
ら
ば
、

輯
入
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

亡
ら
れ
る
方
も
一

そ
の

み
に
た
る
こ

お
わ
か
り
に
た
る
と
思
び
ま
す
が
、
妍
城
博
士
と
そ
の
門
下
生
た
ち
の
東
洋
天
文
學

が
最
も
迎
し
て
届
る
と
思
び
ま
す
。
こ
の
道
に

但
昂
社
版

弘
文
党
版

は
是
非
お

五

0




