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古
典
指
導
の
着
眼
点

―
―
今
に
生
き
る
も
の
と
し
て

山
田
利
博

問
題
の
所
在

「
古
典
の
授
業
活
性
化
へ
の
道
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
論
文
を
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
私
は
、
い
わ
ゆ
る

教
科
専
門
担
当
教
員
で
、
教
科
教
育
が
専
門
で
は
な
い
の
で
、
画
期
的
な
授
業
方
法
が
提
示
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
点
に
も
っ
と
留
意
す
れ
ば
、
私
の
専
門
で
あ
る
古
文
の
授
業
は
も
っ

と
活
性
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
着
眼
点
を
一
つ
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

私
も
昔
は
高
校
教
員
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
時
の
経
験
に
鑑
み
る
と
、
古
文
が
嫌
わ
れ
る
理
由
の
第
一

は
お
そ
ら
く
文
法
の
う
る
さ
さ
で
あ
ろ
う
が
、
二
番
目
辺
り
に

「
そ
ん
な
昔
の
こ
と
を
し
て
何
の
役
に

、

立
つ
の
か
」
と
い
う
思
い
が
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
そ
の
よ
う
な
質
問
を
生
徒
か
ら
ぶ
つ
け
ら

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
と
り
あ
え
ず
古
典
は
尊
重
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
過
去
の
権
威
と
し
て
捉
え

て
い
る
人
も
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
同
様
で
あ
る
。

何
故
な
ら
こ
れ
は
大
き
な
誤
り
だ
か
ら
で
、
事
あ
る
ご
と
に
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
古
典
は
今

で
も
立
派
に
生
き
て
お
り
、
そ
れ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が

「
古
文
」
の
授
業
を
活
性
化
さ
せ
る
早
道
で

、

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
は
人
間
、
何
の
役
に
立
つ
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
を
学
ば
さ
れ
る
の
は
、

や
っ
ぱ
り
苦
痛
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
う
し
た
一
助
と
し
て
、
極
め
て
多
数
あ
る
事
例
か
ら
、
紙
幅
の
都
合
で
二
つ
ほ
ど

紹
介
す
る
こ
と
に
し
た

「
相
撲
」
と
「
曜
日
」
で
あ
る
。

。

相

撲

相
撲
と
い
う
と
現
代
で
は
や
や
古
風
な
ス
ポ
ー
ツ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
立
派
に
生
き
て
い
る
。

近
頃
は
日
本
の
力
士
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
の
方
が
強
い
よ
う
で
、
横
綱
を
頂
点
に
相
当
数
が
ひ
し
め
い
て
い
る

、

、

。

が

そ
の
強
さ
の
秘
密
の
一
端
は

モ
ン
ゴ
ル
に
も
似
た
よ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い

こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
類
似
し
た
ス
ポ
ー
ツ
は
実
は
世
界
の
か
な
り
の
範
囲
に
あ
る
の
だ
が
、

そ
れ
で
も
日
本
に
特
徴
的
な
も
の
も
多
く
、
例
え
ば
そ
れ
は
「
土
俵
」
と
「
東
西
」
に
分
か
れ
る
こ
と
で

あ
る

「
東
西
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

。
百
科
事
典
等
の
簡
単
な
書
物
に
も
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
相
撲
の
期
限
は

『
古
事
記
』
国
譲
り
の
条

、

で
天
照
大
神
の
命
を
受
け
た
健
御
雷
神
と
、
大
国
主
命
の
息
・
健
御
名
方
神
が
、
出
雲
の
国
を
賭
け
て

た
け
み
か
づ
ち
の
か
み

た
け
み
な
か
た
の
か
み

力
比
べ
を
し
た
次
の
よ
う
な
記
事
、

如
此
白
す
間
に
、
其
の
健
御
名
方
神
、
千
引
の
石
を
手
末
に
擎
げ
て
来
て
、
言
ひ
し
く

「
誰
ぞ
我

、

か

く

ま
を

さ
さ

が
国
に
来
て
、
忍
ぶ
忍
ぶ
如
此
白
物
言
ふ
。
然
ら
ば
力
競
べ
を
為
む
と
欲
ふ

」
と
い
ひ
き
。
故
、

。

お
も

其
の
御
手
を
取
ら
し
む
れ
ば
、
即
ち
立
氷
に
取
り
成
し
、
亦
、
剣
の
刃
に
取
り
成
し
き
。
故
爾
く
し

し
か

て
懼
ぢ
て
退
き
居
り
き
。
爾
く
し
て
其
の
健
御
名
方
神
の
手
を
取
ら
む
と
欲
ひ
て
、
乞
ひ
帰
せ
て
取

を

よ
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れ
ば
、
若
葦
を
取
る
が
如
く
搤
り
批
き
て
投
げ
離
て
ば
、
即
ち
逃
げ
去
り
き

（
原
文
は
言
う
ま
で

。

と

ひ
だ

も
な
く
変
体
漢
文
。
読
み
は
、
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
従
う
）

ま
た
は

『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
七
年
七
月
七
日
の
条
に
あ
る
、
以
下
の
記
述
に
求
め
る
の
が
普
通
で

、

あ
る
。

七
年
の
秋
七
月
の
己
巳
の
朔
に
し
て
乙
亥
に
、
左
右
奏
し
て
言
さ
く

「
当
麻
邑
に
勇
悍
の
士
有

、
た
ざ
ま
の
む
ら

り
。
当
摩
蹶
速
と
曰
ふ
。
其
の
為

人
、
力
強
く
し
て
能
く
角
を
毀
き
鉤
を
申
ぶ
。
恒
に
衆
中
に
語

た
ざ
ま
の
く
ゑ
は
や

ひ
と
と
な
り

の

り
て
曰
は
く

『
四
方
に
求
め
む
に
、
豈
我
が
力
に
比
ぶ
者
有
ら
む
や
。
何
と
か
も
強
力
者
に
遇
ひ

、

な
ら

、

、

』

」

。

、

て

死
生
を
期
は
ず

頓
に
争

力
す
る
こ
と
得
て
む

と
い
ふ

と
ま
を
す

天
皇
聞
し
め
し
て

い

ち
か
ら
く
ら
べ

群
卿
に
詔
し
て
曰
は
く

「
朕
聞
か
く
、
当
摩
蹶
速
は
天
下
の
力
士
な
り
と
。
若
し
此
に
比
ぶ
人
有

、

け
だ

ら
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
一
臣
進
み
て
言
さ
く

「
臣
、
聞
る
に
、
出
雲
国
に
勇
士
有
り
。
野
見
宿

、

禰
と
曰
ふ

試
に
是
の
人
を
召
し
て
蹶
速
に
当
せ
む
と
欲
ふ

と
ま
を
す

即
日
に

倭
直
が
祖
長
尾
市

。

」

。

、

あ
は

な

が

を

ち

を
遣
し
、
野
見
宿
禰
を
喚
す
。
是
に
、
野
見
宿
禰
、
出
雲
よ
り
至
り
し
か
ば
、
当
摩
蹶
速
と
野
見
宿

禰
と
に
捔

力
せ
し
む
。
二
人
相
対
ひ
立
ち
、
各
足
を
挙
げ
相
蹶
う
。
則
ち
当
摩
蹶
速
が
脇
骨
を
蹶

ち
か
ら
く
ら
べ

く

ゑ
折
り
、
亦
其
の
腰
を
蹈
み
折
り
て
殺
す
。
故
、
当
摩
蹶
速
は
地
を
奪
り
て
、
悉
に
野
見
宿
禰
に
賜

ふ
。
是
を
以
ち
て
、
其
の
邑
に
腰
折
田
有
る
縁
な
り
。
野
見
宿
禰
は
乃
ち
留
り
仕
へ
ま
つ
る

（
原

。

漢
文
。
こ
れ
も
新
編
古
典
文
学
全
集
に
従
う
。
以
下
同
じ

」
）

し
か
し
、
前
者
は
あ
く
ま
で
神
話
、
後
者
も
実
在
が
疑
わ
し
い
か
ら
、
史
実
と
し
て
初
め
て
記
録
さ
れ

た
認
め
ら
れ
る
の
は
、
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
二
）
七
月
二
十
二
日
の
、
百
済
の

王
族
・
翹
岐
を
も
て
な
す
た
め
、
健

児
に
命
じ
て
相
撲
を
取
ら
せ
た
と
い
う
次
の
記
事
で
あ
る
。

ぎ
よ
う
き

ち
か
ら
ひ
と

乙
亥
に
、
百
済
の
使
人
大
佐
平
智
積
等
に

朝

に
饗
へ
た
ま
ふ
。
乃
ち
健
児
に
命
せ
て
、
翹
岐
が

だ
い
さ
へ
い
ち
し
ゃ
く

み
か
ど

あ

前
に
相
撲
と
ら
し
む
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
頃
は
ま
だ
不
定
期
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
が
、
八
世
紀
に
な
る
と
、
毎
年
、
大
体
七

月
七
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天
長
三
（
八
二
六
）
年
以
降
に
な
る
と
同
じ
く
七
月
で
は
あ
る
が
、

年
代
に
よ
っ
て
動
く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
や
は
り
七
月
中
で
あ
る
と
い
う
点
は
重
要
で
、
七
月
七
日
は

も
ち
ろ
ん
七
夕
で
あ
る
が
、
日
本
の
七
夕
行
事
は
輸
入
し
た
中
国
と
は
だ
い
ぶ
異
な
り
、
最
近
で
は
冷
泉

家
の
七
夕
棚
で
有
名
な
よ
う
に
、
盆
棚
の
如
く
様
々
な
海
の
幸
・
山
の
幸
を
棚
に
飾
っ
て
星
に
捧
げ
た
。

だ
か
ら
「
た
な
ば
た
」
な
の
で
あ
り
、
考
え
て
み
れ
ば
「
七
夕
」
を
そ
う
読
む
の
は
ど
う
考
え
て
も
無
理

な
の
で
あ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
日
本
の
七
夕
は
、
も
と
も
と
庶
民
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
作
物
等
が
豊

富
で
あ
る
よ
う
祈
願
す
る
行
事
で
、
後
に
中
国
伝
来
の
も
の
と
習
合
し
て
、
貴
族
に
も
広
が
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
時
行
わ
れ
る
相
撲
も
ま
た
豊
作
を
祈
願
す
る
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
と
分
か
れ

ば
、
何
故
相
撲
が

「
東
西
」
に
分
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
も
は
や
明
白
だ
ろ
う
。

、、

、

。

つ
ま
り
あ
れ
は

東
国
と
西
国
の
代
表
で
あ
り

勝
っ
た
方
が
豊
作
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ

た
だ
し
、
平
安
時
代
の
相
撲
の
節
会
で
は
「
左
右
」
に
分
か
れ
て
お
り

「
東
西
」
が
定
着
す
る
の
は
、

、

専
門
家
も
確
定
で
き
な
い
よ
う
だ
が
、
江
戸
時
代
頃
ら
し
い
。
け
れ
ど
、
平
安
に
お
い
て
も
、
現
天
皇
の

大
嘗
会
の
時
に
も
出
て
き
た
東
国
の
代
表
・
悠
紀
と
西
国
の
代
表
・
主
基
の
国
司
が
見
物
し
て
い
る
の

ゆ

き

す

き

で
、
基
本
は
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
土
俵
も
ま
た
そ
れ
と
関
連
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
先
ず
「
房
」
の
話
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
と
は
屋
外
競
技
で
あ
っ
た
相
撲
が
屋
内
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
で
は
、
土
俵
上
の
屋
根
は

ほ
と
ん
ど
飾
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
良
く
見
る
と
四
隅
に
四
つ
の
房
が
付
い
て
い
る
。
尤
も
「
物
言

い
」
が
付
け
ば
見
な
く
て
も
分
か
り
、
そ
の
下
に
座
っ
て
い
る
審
判
員
は
そ
れ
ぞ
れ

「
赤
房
下
」
と
か

、
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「
白
房
下
」
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
を
良
く
聞
け
ば
四
つ
の
房
の
色
は
、
青
・
赤
・
白
・
黒

で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
房
は
、
記
録
に
よ
れ
ば
昭
和
二
十
七
年
ま
で
柱
で
あ
っ
た
が
、
未

曾
有
の
ブ
ー
ム
に
よ
り
、
柱
の
後
方
に
座
っ
た
観
客
に
勝
負
の
微
妙
な
決
ま
り
手
が
見
え
な
い
と
い
う
理

由
で
日
本
相
撲
協
会
が
変
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
色
だ
け
は
変
わ
り
が
な
い
そ
う
で
、
古
文
慣
れ

し
て
く
る
と
、
こ
の
色
の
組
み
合
わ
せ
は
陰
陽
五
行
説
で
あ
る
こ
と
が
瞬
時
に
し
て
分
か
る
。

陰
陽
五
行
説
と
は
、
古
代
中
国
に
生
ま
れ
た
、
こ
の
世
の
万
物
は
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
つ
の
元

素
か
ら
成
る
と
い
う
哲
理
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
五
元
素
そ
れ
ぞ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
と

し
て
、
色
で
は
青
・
赤
・
黄
（
中
国
は
黄
土
で
あ
る
た
め

・
白
・
黒
、
方
角
で
は
東
・
南
・
中
央
・
西

）

・
北
、
季
節
で
は
春
・
夏
・
土
用
（
土
用
は
今
で
は
丑
の
日
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
か
ろ
う
が
、
本
来
は
五

行
に
合
わ
せ
る
た
め
各
季
節
か
ら
十
八
日
ず
つ
切
り
出
し
て
作
ら
れ
た
第
五
の
季
節
で
あ
る

・
秋
・
冬

）

が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
青
・
赤
・
白
・
黒
は
、
そ
の
う
ち
の
四
色
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
残

っ
た
一
つ
が

「
中
央
」
に
あ
る
「
土
」
俵
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

、

こ
れ
は
別
に
こ
じ
つ
け
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
相
撲
の
本
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
に
は
土
俵
に
横
幣
が

、

。

、

立
て
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
か
ら

陰
陽
五
行
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

つ
い
で
に
言
え
ば

相
撲
に
つ
き
も
の
の
四
股
は
、
や
は
り
陰
陽
道
等
で
使
わ
れ
る
、
大
地
の
精
霊
を
呼
び
覚
ま
す
所
作
と
言

わ
れ
る
「
反
閇
」
だ
か
ら
、
総
合
す
る
と
こ
れ
も
、
地
の
精
霊
を
呼
び
覚
ま
し
、
四
季
の
健
や
か
な
循
環

へ
ん
ば
い

を
願
う
と
い
う
、
農
作
物
の
豊
か
な
実
り
の
祈
願
と
結
び
つ
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

尤
も
土
俵
も
平
安
時
代
に
は
ま
だ
無
く
、
先
ほ
ど
の
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
勝
負
は
ど
ち
ら
か
が
続
行
不
可
能
な
状
態
に
陥
る
か

「
参
っ
た
」
を
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た

、

け
れ
ど
も
、
や
は
り
江
戸
時
代
に
土
俵
が
成
立
し
、
今
見
る
よ
う
な
決
着
の
付
き
方
に
な
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
専
門
的
に
見
れ
ば
前
述
し
た
思
想
は
、
比
較
的
近
年
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
一
般
的
な

現
代
人
か
ら
見
れ
ば
、
江
戸
時
代
と
て
古
い
時
代
に
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
現
代
に
生
き
る
古
典
の

例
と
し
て
こ
れ
を
掲
げ
て
み
た
が
、
こ
の
節
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
や
や
特
殊
な
世
界
に
属

、

。

「

」

。

す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら

も
う
少
し
身
近
な
例
を
一
つ
加
え
よ
う

予
告
し
た

曜
日

の
話
で
あ
る

曜

日

私
も
教
員
の
端
く
れ
で
あ
る
か
ら
、
今
日
の
日
付
は
忘
れ
て
も
、
曜
日
だ
け
は
間
違
え
た
こ
と
が
な
い

が
、
こ
の
例
か
ら
考
え
て
も
、
恐
ら
く
現
代
人
に
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
曜
日
の
呼
称
も
、

や
は
り
古
文
に
源
泉
を
持
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と

「
あ
れ
は
西
洋
か
ら
の
輸
入
で
は
な
い
の
で
す
か
」
と
い
う
反
論
が
予
想
さ

、

れ
る
。
確
か
に
古
文
に
は
「
旬
（
十
日
間

」
と
い
う
概
念
が
あ
る
け
れ
ど
も
「
週
」
は
無
い
か
ら
、
そ

）
、

。

の
批
判
も
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で
も
な
い
が

良
く
考
え
れ
ば
そ
う
で
な
い
こ
と
は
分
か
る
は
ず
で
あ
る

、

、

、

「

」

と
言
う
の
は

が
日
曜

が
月
曜
ま
で
は
良
い
と
し
て
も

は
何
故

火
曜

Sunday
M

onday
Tuesday

な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

少
し
神
話
に
詳
し
い
向
き
な
ら
、
そ
れ
は
北
欧
神
話
の
軍
神
チ
ュ
ー
ル
（
テ
イ
ル
）
に
由
来
し
、
軍
神

だ
か
ら
「
火
」
な
ん
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
ま
だ
納
得
で
き
る
も
の
な
の

で
認
め
て
も
良
い
が
、
次
の

に
な
る
と
、
北
欧
神
話
の
主
神
オ
ー
デ
ィ
ン
に
由
来
す
る
こ

W
ednesday

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
オ
ー
デ
ィ
ン
は
別
に
水
神
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
の
考
え
は
成
り
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立
た
な
い
。
そ
れ
は
同
じ
く
北
欧
神
話
の
雷
神
ト
ー
ル
に
由
来
す
る

、
愛
と
美
と
豊
穣
の
女
神

Thursday
フ
レ
イ
ア
に
由
来
す
る

に
つ
い
て
も
同
様
で
、
ロ
ー
マ
神
話
の
農
耕
神
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
に
由
来

Fraiday
す

に
至
っ
て
や
っ
と
少
し
一
致
す
る
。

Saturday

尤
も
、
星
に
詳
し
い
向
き
は
、
木
星
の
英
語
名

は
、
ロ
ー
マ
神
話
の
主
神
で
雷
神
の
ユ
ピ
テ

Jupiter

ル
に
由
来
し
、
金
星
は
愛
と
美
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
だ
か
ら
あ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
何
故
そ
れ
を
「
木
星
」
と
か
「
金
星
」
と
訳
す
の
か
と
い
う
の
が
そ
も
そ
も
問
題
で

あ
る
し
、
そ
れ
を
不
問
に
付
す
と
し
て
も
、
先
ほ
ど
書
い
た
よ
う
に
、
オ
ー
デ
ィ
ン
は
北
欧
神
話
の
主
神

だ
か
ら
ユ
ピ
テ
ル
に
該
当
し

「
水
曜
」
と
「
木
曜
」
の
辺
り
は
こ
の
考
え
で
も
上
手
く
い
か
な
い
は
ず

、

。

、

、

で
あ
る

そ
こ
で
い
よ
い
よ
日
本
古
典
の
登
場
と
な
る
わ
け
だ
が

結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
こ
れ
は

「
宿
曜
」
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
七
曜
」
な
の
で
あ
る
。

す
く
よ
う

源
氏
物
語
で
光
源
氏
が
臣
籍
降
下
さ
れ
る
時
に
も
出
て
く
る
「
宿
曜
」
と
は
、
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
占

星
術
で
、
古
来
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
中
国
経
由
で
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
そ
の
や
り

方
は
、
西
洋
占
星
術
で
も
用
い
る
黄
道
（
太
陽
が
通
る
筋
道
。
も
ち
ろ
ん
正
確
に
は
太
陽
は
動
か
ず
、
地

球
の
公
転
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
当
時
は
天
動
説
し
か
な
い
の
で
、

こ
の
よ
う
に
呼
称
す
る
）
十
二
宮
と
、
天
の
赤
道
に
位
置
す
る
二
十
八
の
星
座
（
こ
れ
を
二
十
八
宿
と
呼

び
、
七
つ
ず
つ
、
青
龍
・
朱
雀
・
白
虎
・
玄
武
（
陰
陽
五
行
説
で
そ
れ
ぞ
れ
東
南
西
北
を
守
護
す
る
四
聖

獸

別
名
四
神

に
配
す
る

加
え
て
太
陽

日

と
月

及
び
当
時
知
ら
れ
て
い
た
五
つ
の
惑
星

火

。

）

）
、

（

）

、

（

星
・
水
星
・
木
星
・
金
星
・
土
星
。
因
み
に
惑
星
と
は
文
字
通
り
「
惑
う
星

、
す
な
わ
ち
恒
星
と
は
違

」

う
動
き
を
す
る
の
で
、
比
較
的
早
く
か
ら
気
づ
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
名
前
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ

、

「

」

）
、

「

」

「

」

も
ま
た
陰
陽
五
行
説
に
よ
り

こ
こ
ま
で
が

七
曜

な
の
で
あ
る

さ
ら
に
は

計
都

と

羅
睺

け

い

と

ら

ご

と
い
う
架
空
の
二
惑
星
を
加
え
た
「
九
曜
」
等
も
用
い
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
占
う
と
い
う
も
の
で

く

よ

う

あ
っ
た
。

そ
し
て
、
細
か
い
経
緯
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
維
新
を
迎
え
、
西
洋
式
暦
が
日
本
に
も
導
入

、

、

「

」

。

、

さ
れ
た
時

何
故
か
曜
日
名
だ
け
は

こ
の

七
曜

が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

つ
ま
り

現
代
人
が
曜
日
の
話
を
す
る
時
、
お
そ
ら
く
そ
の
当
人
に
は
そ
う
し
た
知
識
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
知
ら

ず
知
ら
ず
に
古
代
の
知
恵
と
触
れ
合
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
は
こ
の
節
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
多
分
こ
れ
が
最
も
身
近
に
生
き
て
い
る
古
典
な
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
今
も
身
近
に
生
き
て
い
る
古
典
の
例
と
し
て

「
相
撲
」
と
「
曜
日
」
の
二
つ
を
挙
げ
た
が
、

、

こ
れ
で
何
と
か
そ
の
言
葉
が
誇
張
で
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ

も
最
初
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
ま
だ
限
り
な
く
あ
る
。
い
わ
ば
、
古
典
へ
の
扉
は

、

。

至
る
所
に
あ
る
の
で
あ
り

こ
れ
こ
そ
が
現
代
で
も
古
典
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
な
の
で
あ
る

つ
ま
り
古
典
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
現
代
社
会
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

た
だ
、
生
徒
を
そ
こ
に
導
く
た
め
に
必
要
な
の
は
、
本
稿
で
も
う
す
う
す
理
解
い
た
だ
け
た
よ
う
に
、

我
々
教
師
側
の
、
学
問
領
域
を
も
越
え
た
該
博
な
知
識
な
の
で
あ
る
。
元
来
国
語
と
は
そ
の
よ
う
な
科
目

だ
し
、
本
誌
読
者
な
ら
そ
の
意
志
は
多
分
に
あ
る
と
推
測
す
る
が
、
我
々
も
も
っ
と
も
っ
と
勉
強
し
よ
う

で
は
な
い
か
。


