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は

じ

め

に

本
稿
で
は
前
稿
に
引
き
続
き
、
占
筮
易
断
の
基
礎
知
識
と
し
て
「
連
想
と
暗
示
」「
偶
然
・
必
然
・
こ
じ
つ
け
」
に
つ
い
て

察
し
て

い
き
た
い
。
占
筮
易
断
の
基
礎
知
識
と
し
て
避
け
て
通
れ
な
い
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。

言
わ
ず
も
が
な
の
確
認
で
あ
る
が
、
周
易
の
根
本
で
あ
り
、
根
幹
を
成
す
も
の
は
卦
形
で
あ
る
。
も
し
卦
形
が
無
け
れ
ば
、
卦
名
も

卦
辞
・

辞
も
、
そ
し
て
諸
伝
で
あ
る
十
翼
も
無
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
連
想
と
暗
示
」
に
つ
い
て
、「
繫
辞
伝
」「
説
卦
伝
」
等
の

十
翼
を
参

に
し
な
が
ら
、
周
易
の
根
幹
で
あ
る
卦
形
を
め
ぐ
っ
て

え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
し
た
い
。

ま
た
、「
偶
然
・
必
然
・
こ
じ
つ
け
」
は
占
筮
易
断
に
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
併
せ
て
一

し
て
お
く
こ
と
に

す
る
。
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一
、
連
想
と
暗
示

周
易
の
卦
形
に
お
け
る
連
想
と
暗
示
に
つ
い
て

え
を
め
ぐ
ら
す
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
周
易
の
卦
形
と
漢
字
の
字
形
と
を
比
較
す
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
よ
う
。
周
易
の
卦
形
は
古
代
の
言
葉
で
あ
り
、
周
易
は
卦
形
に
よ
る
字
書
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

周
易
の
卦
形
も
漢
字
の
字
形
も
記
号
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
大
い
な
る
違
い
を
指
摘
で
き
る
。
漢
字
が
今
に
至
る
ま
で

象
形
の
跡
を
止
め
て
い
る
の
に
対
し
、
卦
形
は
早
く
か
ら
抽
象
化
さ
れ
て
純
然
た
る
記
号
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
卦
形
が
純
然

た
る
記
号
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
で
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
六
十
四
と

い
う
数
（
‖
六
十
四
卦
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
表
意
文
字
と
し
て
も
実
用
す
る
こ
と
が
、
漢
字
と
違
い
、
ほ
と
ん
ど
出
来
な
い

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
そ
の
う
え
、
卦
形
は
表
音
文
字
に
も
な
り
得
な
い
記
号
で
あ
る
。
抽
象
形
で
あ
り
な
が
ら
、
各
卦
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味

を
失
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
独
立
し
た
各
卦
の
意
味
、
す
な
わ
ち
卦
形
の
象
徴
性
が
陰
・
陽
の
象
徴
的
思

に
よ
る
各

に

支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

要
す
る
に
、
古
代
の
言
葉
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
周
易
の
卦
形
は
、
こ
の
よ
う
に
占
筮
用
に

案
さ
れ
た
特
異
な
形
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
卦
形
さ
え
あ
れ
ば
自
己
暗
示
に
よ
り
、
そ
し
て
連
想
に
よ
っ
て
占
筮
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

易
筮
だ
け
で
な
く
一
般
に
占
い
と
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
周
易
に
お
け
る
卦
形
は
実
に
巧
み
に
作
ら
れ
た
特
異
な
記
号
な
の
で

あ
る
。

三
四



だ
ま
し
絵
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
上
図
は
そ
の
最
も
簡
単
な
一
例
で
あ
る
が
、
中
央
の
小
さ
い
正
方
形
は
、

手
前
に
張
り
出
し
て
い
る
と
思
え
ば
そ
う
見
え
、
奥
に
沈
ん
で
い
る
と
思
え
ば
そ
う
見
え
る
。
何
か
の
箱
を
上

か
ら
覗
い
た
形
と
も
見
え
、
箱
の
底
を
見
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
自
己
暗
示
と
連
想
次
第
で
あ
る
。

周
易
の
卦
形
の
素
は

と

と
で
あ
る
が
、
な
ぜ

が
陽
を
表
し
、

が
陰
を
示
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
諸

説
が
あ
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
上
古
に
お
い
て
は
、

は

と
記
さ
れ
、
天
の
円
形
を
象
徴
し
た
と
い
う
説

が
あ
る
が
、

と

と
は
男
女
の
性
器
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
ろ
、
そ
う
言

わ
れ
れ
ば
そ
う
見
え
て
く
る
か
ら
、
暗
示
や
連
想
と
い
う
も
の
は
妙
な
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
天
空
の
見
え
方
や
人
間
の
身
体
と
い
っ
た
、
数
千
年
く
ら
い
の
時
間
で
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
す
る
も
の
で
な
い
、
不
変
の

も
の
に
根
を
下
ろ
し
た
自
由
な
暗
示
や
そ
れ
に
よ
る
連
想
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
周
易
に
お
け
る

卦
形
へ
の
有
効
な
暗
示
と
連
想
で
も
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

×

×

×

×

×

で
は
、
具
体
的
に
中
国
古
代
に
お
い
て
、
八
卦
の
卦
形
に
お
け
る
暗
示
と
連
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
い
き

た
い
が
、「
乾
・
坤
」
の
性
情
に
つ
い
て
述
べ
た
「
繫
辞
伝
」
の
一
節
を
、
ま
ず
掲
げ
て
み
た
い
。
こ
こ
に
暗
示
さ
れ
る
の
は
天
地
の
こ

と
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
男
女
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
各
自
の
自
由
な
連
想
に
任
せ
た
い
。

夫
れ
乾
は
そ
の
静
か
な
る
や
専
ら
に
し
て
、
そ
の
動
く
や
直
し
。
こ
こ
を
も
っ
て
大
い
に
生
ず
。
夫
れ
坤
は
そ
の
静
か
な
る
や
翕

い
。
そ
の
動
く
や
開
く
。
こ
こ
を
も
っ
て
広
く
生
ず
」。

基
本
で
あ
る
乾
坤
の
は
た
ら
き
に
即
し
て
言
え
ば
、そ
も
そ
も
乾
は
そ
の
陽
気
が
い
ま
だ
発
動
せ
ず
静
止
の
状
態
に
あ
る
時
は
専
一

不
二
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
発
動
す
れ
ば
直
遂
不
撓

ま
っ
し
ぐ
ら
で
撓
み
屈
す
る
こ
と
が
な
い
。
な
れ
ば
こ
そ
大
い
に
物
を
生
じ

得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
坤
は
そ
の
陰
気
が
ま
だ
発
動
せ
ず
静
止
の
状
態
に
あ
る
時
は
ぴ
た
り
と
閉
じ
あ
わ
さ
っ
て
い
る
が
、
ひ
と
た
び
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発
動
す
れ
ば
陽
気
の
施
し
を
受
け
て
開
放
発
散
す
る
。
な
れ
ば
こ
そ
広
く
物
を
生
ず
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。）

〔
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
よ
り
〕

八
卦
の
卦
形
に
つ
い
て
も
、
古
代
人
は
こ
の
よ
う
な
連
想
を
占
筮
に
用
い
た
だ
け
で
な
く
、
連
想
ゲ
ー
ム
的
に
楽
し
ん
だ
よ
う
で
あ

る
。
卦
形
の
抽
象
形
か
ら
古
代
人
ら
は
ど
ん
な
具
体
物
を
八
卦
に
連
想
し
た
か
、
そ
の
例
を
「
説
卦
伝
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
多
様
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
代
人
に
は
そ
の
意
味
を
捉
え
に
く
い
も
の
も
多
い
。

乾
を
天
と
為
し
、

と
為
し
、
君
と
為
し
、
父
と
為
し
、
玉
と
為
し
、
金
と
為
し
、
寒
と
為
し
、

と
為
し
、
大
赤
と
為
し
、
良
馬

と
為
し
、
老
馬
と
為
し
、
瘠
馬
と
為
し
、
駁
馬
と
為
し
、
木
果
と
為
す
。

坤
を
地
と
為
し
、
母
と
為
し
、
布
と
為
し
、
釜
と
為
し
、
吝
嗇
と
為
し
、

と
為
し
、
子
母
牛
と
為
し
、
大
輿
と
為
し
、
文
と
為

し
、
衆
と
為
し
、
柄
と
為
し
、
そ
の
地
に
お
け
る
や
黒
と
為
す
。

震
を
雷
と
為
し
、
竜
と
為
し
、
玄
黄
と
為
し
、

と
為
し
、
大
塗
と
為
し
、
長
子
と
為
し
、
決
躁
と
為
し
、
蒼

竹
と
為
し
、

葦

と
為
し
、
そ
の
馬
に
お
け
る
や
善
鳴
と
為
し
、

足
と
為
し
、
作
足
と
為
し
、
的

と
為
し
、
そ
の
稼
に
お
け
る
や
反
生
と
為
し
、
そ

れ
究
ま
り
て
は
健
と
為
し
、
蕃
鮮
と
為
す
。

巽
を
木
と
為
し
、
風
と
為
し
、
長
女
と
為
し
、
縄

直
と
為
し
、
工
と
為
し
、
白
と
為
し
、
長
と
為
し
、
高
と
為
し
、
進
退
と
為
し
、

果
な
ら
ず
と
為
し
、
臭
と
為
し
、
そ
の
人
に
お
け
る
や
寡
髪
と
為
し
、
広

と
為
し
、
白
眼
多
し
と
為
し
、
利
に
近
づ
き
市
っ
て
三
倍

す
と
為
し
、
そ
れ
究
ま
り
て
は
躁
の
卦
と
為
す
。

を
水
と
為
し
、
溝
瀆
と
為
し
、
隠
伏
と
為
し
、
矯

と
為
し
、
弓
輪
と
為
し
、
そ
の
人
に
お
け
る
や
加
憂
と
為
し
、
心
病
と
為

し
、
耳
痛
と
為
し
、
血
の
卦
と
為
し
、
赤
と
為
し
、
そ
の
馬
に
お
け
る
や
美
脊
と
為
し
、
亟
心
と
為
し
、
下
首
と
為
し
、
薄
蹄
と
為

し
、
曳
く
と
為
し
、
そ
の
輿
に
お
け
る
や

多
し
と
為
し
、
通
ず
と
為
し
、
月
と
為
し
、
盗
と
為
し
、
そ
の
木
に
お
け
る
や
堅
く
し
て

心
多
し
と
為
す
。
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離
を
火
と
為
し
、
日
と
為
し
、
電
と
為
し
、
中
女
と
為
し
、
甲

と
為
し
、
戈
兵
と
為
し
、
そ
の
人
に
お
け
る
や
大
腹
と
為
し
、
乾

く
の
卦
と
為
し
、

と
為
し
、
蟹
と
為
し
、

と
為
し
、

と
為
し
、
亀
と
為
し
、
そ
の
木
に
お
け
る
や
科
に
し
て
上

る
と
為
す
。

艮
を
山
と
為
し
、
径
路
と
為
し
、
小
石
と
為
し
、
門
闕
と
為
し
、
果

と
為
し
、

寺
と
為
し
、
指
と
為
し
、
狗
と
為
し
、
鼠
と
為

し
、

喙
の
属
と
為
し
、
そ
の
木
に
お
け
る
や
堅
く
し
て
節
多
し
と
為
す
。

兌
を
沢
と
為
し
、
少
女
と
為
し
、
巫
と
為
し
、
口
舌
と
為
し
、
毀
折
と
為
し
、
附
決
と
為
し
、
そ
の
地
に
お
け
る
や
剛
鹵
と
為
し
、

妾
と
為
し
、
羊
と
為
す
。」

（「
説
卦
伝
」）

八
卦
を
も
ろ
も
ろ
の
事
象
に
当
て
て
言
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
╱
乾
は
天
で
あ
り
、
そ
の
属
性
か
ら
す
れ
ば

〔
円
〕
で
あ
り
、

人
間
と
し
て
言
え
ば
君
で
あ
り
父
で
あ
り
、
純
剛
の
物
と
い
う
点
で
は
玉
で
あ
り
金
で
あ
り
、
西
北
寒
冷
の
方
角
に
配
さ
れ
る
卦
だ
か

ら
寒
で
あ
り

で
あ
り
、
純
陽
の
色
と
い
う
点
で
は
大
赤
〔
真
っ
赤
〕
で
あ
り
、
馬
の
す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
う
点
で
は
、
良
馬
で
あ
り

老
馬
で
あ
り
脊
骨
が
高
く
て
良
く
走
る
痩
せ
馬
で
あ
り
、
鋸
の
よ
う
な
牙
が
あ
っ
て
虎
や
豹
を
も
食
べ
る
と
い
う
駁
馬
で
あ
り
、
生
気

の
充
実
し
た
姿
と
い
う
点
で
は
木
の
果
で
あ
る
。

坤
は
地
で
あ
り
、
母
で
あ
り
、
広
く
た
い
ら
で
物
を
載
せ
る
と
い
う
点
で
は
布
で
あ
り
、
物
を
容
れ
て
成
熟
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は

釜
で
あ
り
、
包
蔵
し
た
物
を
外
に
出
さ
な
い
と
い
う
点
で
は
吝
嗇
で
あ
り
、
わ
け
へ
だ
て
な
く
物
を
養
う
と
い
う
点
で
は

〔
平

・

平
等
〕
で
あ
り
、
柔
順
で
よ
く
子
を
生
む
と
い
う
点
で
は
子
母
牛
〔
子
持
ち
牛
〕
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
載
せ
得
る
と
い
う
点
で
は

大
き
な
輿
で
あ
り
、
生
み
な
す
物
の
多
彩
多
様
と
い
う
点
で
は
文
〔
文
章
模
様
〕
で
あ
り
衆
で
あ
り
、
物
の
大
本
と
い
う
点
で
は
柄
で

あ
り
、
地
の
色
と
し
て
は
最
も
純
粋
な
黒
で
あ
る
。

震
は
雷
で
あ
り
、
竜
で
あ
り
、
色
で
言
え
ば
玄
黄
〔
玄
‖
黒
と
黄
の
雑
つ
た
色
が
玄
黄
、
玄
は
天
の
色
、
黄
は
地
の
色
、
従
っ
て
玄

黄
は
天
地
の
雑
色
、
震
は
天
地
‖
乾
坤
が
始
め
て
交
っ
て
生
じ
た
卦
で
あ
る
〕
で
あ
り
、
陽
気
が
始
め
て
発
す
る
春
と
い
う
点
に
か
け

て
い
え
ば

〔
花
の
総
称
〕
で
あ
り
、
そ
の
陽
気
が
つ
つ
が
な
く
進
行
す
る
と
い
う
点
で
は
大
塗
〔
大
き
な
道
路
〕
で
あ
り
、
家
族
関
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係
で
は
長
子
、
動
く
と
い
う
卦
徳
に
関
連
し
て
は
決
躁
〔
思
い
き
り
よ
く
あ
わ
た
だ
し
い
こ
と
〕
で
あ
り
、
植
物
に
当
て
れ
ば
蒼

竹

〔
青
青
と
葉
の
茂
っ
た
竹
〕・

葦
〔
荻
と
葦
〕
で
あ
り
、
馬
に
当
て
れ
ば
い
な
な
く
声
の
善
い
馬
・

足
〔
後
足
の
白
い
馬
〕・
作
足
〔
足

な
み
の
速
い
馬
〕・
的

〔
額
の
白
い
馬
〕
で
あ
り
、
稼
〔
栽
培
す
る
植
物
〕
で
は
反
生
〔
い
ち
ど
出
た
芽
が
さ
か
さ
に
土
へ
根
を
お
ろ

し
て
か
ら
葉
を
の
ば
す
豆
麻
の
類
〕、
動
き
を
極
め
る
と
い
う
点
で
は
健
で
あ
り
、
蕃
鮮
〔
繁
茂
・
鮮
明
・
草
木
が
繁
っ
て
色
の
鮮
や
か

な
こ
と
〕
で
あ
る
。

巽
は
木
で
あ
り
、
風
で
あ
り
、
長
女
で
あ
り
、
木
の
曲
り
を
正
す
と
い
う
意
味
で
は
縄

直
〔
墨
縄
を
正
し
く
あ
て
る
こ
と
〕
で
あ

り
、
そ
の
仕
事
を
果
た
す
大
工
で
あ
り
、
一
陰
始
め
て
生
じ
て
柔
弱
と
い
う
点
で
色
に
あ
て
れ
ば
白
、
風
が
遠
く
ま
で
吹
き
渡
る
と
い

う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
長
い
、
木
が
ど
ん
ど
ん
成
長
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
高
い
の
意
味
で
あ
り
、
風
向
き
が
前
後
に
変
る
と
い

う
点
か
ら
は
進
退
〔
進
ん
だ
り
退
い
た
り
〕・
果
断
で
な
い
と
い
う
意
味
に
な
り
、
風
が
臭
い
を
は
こ
ぶ
と
い
う
点
か
ら
は
臭
い
、
風
が

木
の
葉
を
吹
き
落
す
と
い
う
こ
と
、
ま
た
白
色
と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
間
で
は
髪
の
毛
の
薄
く
な
っ
た
人
、
額
の
禿
げ
あ
が
っ
て
広
い

人
、
白
眼
の
部
分
の
多
い
人
に
あ
た
り
、
風
の
躁
急
さ
と
関
連
さ
せ
て
、
金
儲
け
に
精
を
出
し
物
を
原
価
の
三
倍
に
売
る
人
の
意
味
と

な
り
、
究
極
的
に
は
す
べ
て
躁
〔
躁
急
・
さ
わ
が
し
い
・
あ
わ
た
だ
し
い
こ
と
〕
を
意
味
す
る
卦
で
あ
る
。

は
水
で
あ
り
、
溝
瀆
〔
水
を
流
す
み
ぞ
・
ど
ぶ
〕
で
あ
り
、
隠
伏
〔
地
下
水
〕
で
あ
り
、
水
の
柔
軟
性
に
ち
な
ん
で
矯

〔
物
を

矯
め
曲
げ
る
こ
と
〕
で
あ
り
、
そ
の
実
例
と
し
て
弓
・
車
輪
で
あ
り
、

‖
険
難
と
い
う
こ
と
に
ち
な
ん
で
人
に
当
て
れ
ば
加
憂
〔
気

苦
労
の
重
な
っ
た
人
〕・
心
病
〔
心
の
病
い
〕・
耳
痛
で
あ
り
、
人
体
中
の
水
に
相
当
す
る
と
い
う
点
で
は
血
の
卦
で
あ
り
、
そ
の
色
に

ち
な
ん
で
赤
で
あ
り
、
馬
に
当
て
れ
ば
背
中
の
美
し
い
馬
・
亟
心
〔
心
の
せ
わ
し
い
馬
〕・
下
り
首
の
馬
、
蹄
の
擦
り
へ
っ
て
薄
く
な
っ

た
馬
、
疲
れ
て
足
を
曳
き
ず
る
馬
で
あ
り
、
輿
で
い
え
ば
災
厄
の
多
い
車
で
あ
り
、
水
に
ち
な
ん
で
は
通
ず
る
の
意
味
、
水
の
精
で
あ

る
月
、
ひ
そ
か
に
忍
び
こ
む
盗
人
で
あ
り
、
木
で
は
堅
く
て
芯
の
多
い
も
の
で
あ
る
。

離
は
火
で
あ
り
、
日
〔
太
陽
〕
で
あ
り
、
電
〔
稲
妻
〕
で
あ
り
、
中
女
〔
二
番
目
の
娘
〕
で
あ
り
、
卦
象
が

で
剛

が
外
を
蔽
い

三
八



中
が
空
虚
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
堅
く
て
身
を
守
る
戈
兵
〔
ほ
こ
・
武
器
〕
で
あ
り
、
人
間
で
は
出
っ
腹
の
人
で
あ
り
、
火
や
日
の
は

た
ら
き
に
ち
な
ん
で
乾
く
・
乾
燥
を
意
味
す
る
卦
で
あ
り
、
動
物
で
は
堅
い

で
身
を
蔽
っ
て
い
る

〔
す
っ
ぽ
ん
〕・
蟹
・

〔
た
に

し
〕・

〔
は
ま
ぐ
り
〕・
亀
で
あ
り
、
木
で
言
え
ば
幹
が
科
に
な
り
上
の
方
が
枯
れ
か
か
っ
た
木
で
あ
る
。

艮
は
山
で
あ
り
、
山
に
ち
な
ん
で
径
路
・
小
石
で
あ
り
、
卦
象
の

に
ち
な
ん
で
門
闕
〔
宮
城
の
門
、
上
に
楼
観
‖
物
見
の
台
が
あ

り
、
中
央
が
く
ぐ
り
抜
け
ら
れ
る
〕
で
あ
り
、
卦
徳
の
止
む
に
ち
な
ん
で
草
木
の
止
め
〔
最
後
〕
の
状
態
た
る
果
〔
木
の
実
〕・

〔
草

の
実
〕
で
あ
り
、
人
を
止
め
る
役
の

〔
門
番
〕・
寺
〔
寺
人
・
宮
中
の
宦
官
〕
で
あ
り
、
物
を
推
し
止
め
る
指
で
あ
り
、
動
物
で
は
牙

の
鋭
い
狗
・
鼠
・

喙
〔
黒
い
く
ち
ば
し
・
虎
や
豹
な
ど
の
猛
獣
〕
の
類
で
あ
り
、
木
で
言
え
ば
堅
く
て
節
の
多
い
木
で
あ
る
。

兌
は
沢
で
あ
り
、
少
女
〔
末
の
娘
〕
で
あ
り
、
兌
は
口
で
あ
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
、
神
託
を
告
げ
る
巫
〔
み
こ
〕
で
あ
り
、
物
を
し
ゃ

べ
る
口
舌
で
あ
り
、
植
物
の
現
象
と
し
て
は
毀
折
〔
茎
な
ど
が
ぽ
っ
き
り
折
れ
る
こ
と
〕・
附
決
〔
枝
に
つ
い
て
い
た
実
が
ぽ
た
り
と
落

ち
る
こ
と
〕
を
言
い
、
土
地
で
い
え
ば
剛
鹵
〔
ア
ル
カ
リ
性
の
強
い
硬
い
土
質
、
沢
の
涸
れ
た
あ
と
の
状
態
〕
で
あ
り
、
少
女
と
い
う

こ
と
に
ち
な
ん
で
い
え
ば
、
嫡
妻
た
る
姉
娘
に
附
い
て
嫁
ぐ

妾
〔
わ
き
よ
め
〕で
あ
り
、
動
物
で
は
従
順
で
人
に
な
つ
く
羊
で
あ
る
。）

〔
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
よ
り
〕

お
そ
ら
く
多
く
の
人
々
の
様
々
な
場
合
に
お
け
る
連
想
を
、
一
人
の
占
筮
家
が
記
録
し
た
も
の
で
な
か
ろ
う
か
と

え
ら
れ
る
。
ア

ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
結
果
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
録
し
た
と
い
う
趣
さ
え
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
に
は
、
後
世
の
も
の
の
混
入
か
と

思
わ
れ
る
、
例
え
ば
進
退
の
よ
う
な
関
係
概
念
も
認
め
ら
れ
る
が
、
多
く
は
素
朴
で
具
体
的
な
、
古
代
の
大
衆
の
生
活
感
情
の
に
じ
ん

だ
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
動
物
で
は
、
農
耕
に
欠
か
せ
な
い
馬
が
最
も
多
く
、
牛
・
羊
・
狗
な
ど
の
家
畜
、
身
近
に
生
息
し
て
い
る
鼠
な

ど
の
姿
が
連
想
さ
れ
て
い
る
。

人
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
当
時
の
社
会
構
造
を
反
映
し
て
男
性
中
心
で
あ
る
。
寡

（
少
な
い
頭
髪
）
や
多
白
眼
な
ど
の
見
立

て
連
想
に
は
、
陽
気
な
笑
い
が
伴
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
加
憂
や
心
病
な
ど
か
ら
、
古
代
に
も
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
や
ス
ト
レ
ス
が
あ
っ
た
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と
察
せ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
耳
痛
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
古
代
人
は
現
代
人
よ
り
ず
っ
と
素
直
に
自
分
の
感
情
に
従
っ
て
、

泣
い
た
り
笑
っ
た
り
、
行
動
を
起
こ
し
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
六
十
四
卦
の
卦
辞
や

辞
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

玄
黄
は
大
陸
に
お
け
る
大
地
の
色
で
あ
る
が
、
白
・
黒
・
赤
な
ど
の
原
色
が
多
い
の
は
、
玄
黄
な
る
大
地
の
上
に
生
活
す
る
民
族
の

好
み
と
し
て
当
然
で
あ
っ
て
、
現
代
で
も
服
装
の
好
み
な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
は
言
え
、
以
上
の
よ
う
な
「
説
卦
伝
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
卦
形
の
抽
象
形
へ
の
中
国
古
代
人
に
よ
る
連
想
は
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
と
っ
て
甚
だ
捉
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
八
卦
の
卦
形
へ
の
連
想
に
つ
い
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
即
し
た

私
見
を
以
下
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

・
乾
（

）
は
独
立
的
で
純
粋
な
形
で
あ
り
、
健
全
な
運
行
を
象
徴
す
る
。

・
坤
（

）
も
独
立
的
で
純
粋
で
あ
る
点
で
は
乾
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
乾
の
剛
健
と
表
裏
を
な
す
形
で
、
受
け
身
の
従
順
さ
を
示
し

て
い
る
。

な
お
、
乾
は
純
粋
に
陽
性
（

）
を
表
し
、
坤
は
純
粋
に
陰
性
（

）
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
こ
の
二
卦
は
他
の
六
卦
に
対
し

基
本
の
形
と
さ
れ
る
。
他
の
六
卦
で
は
、

（
陽
性
）
と

（
陰
性
）
と
に
よ
る
連
想
の
他
に
、
そ
の
卦
形
に
よ
る
連
想
が
多
少
な
り

混
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
六
十
四
卦
に
お
い
て
は
更
に
甚
だ
し
く
ま
た
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。

・
震
（

）
は
軟
ら
か
い
地
中
（

）
の
動
き
（

）
を
表
す
の
で
、
地
震
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
筆
者
が
地
震
国
日
本
の
住
人

で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

・
巽
（

）
は
、
重
苦
し
い
壁
（

）
の
底
か
ら
そ
よ
り
と
忍
ん
で
入
る
微
風
（

）
を
感
じ
さ
せ
る
。
中
国
天
津
に
筆
者
は
生
ま
れ

た
が
、
こ
の
地
で
は
夏
、
昼
間
は
窓
を
固
く
閉
ざ
し
て
熱
風
の
侵
入
を
防
ぎ
、
早
朝
未
明
に
だ
け
開
放
し
て
冷
気
を
入
れ
る
こ
と
な

ど
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。

・

（

）
は
ま
さ
に
陥
没
の
形
で
あ
る
。
一
陽
を
男
性
、
二
陰
を
女
性
に
見
立
て
て
「
両
手
に
花
」
と
解
す
る
現
代
人
が
い
る
か
も
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し
れ
な
い
が
、
苦
労
人
の
占
筮
家
は
、
そ
れ
こ
そ
危
険
な
陥
没
で
あ
る
と
警
告
す
る
と

え
た
い
。

・
離
（

）
は
、「
麗
く
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
か
に
付
着
し
て
目
立
つ
意
味
を
持
つ
。
目
立
ち
た
け
れ
ば
、
自
分
を
目
立
た
せ
る
何
か

に
付
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
人
の
女
性
（

）
が
二
人
の
男
性
（

）
に
囲
ま
れ
て
「
紅
一
点
」
の
形
と
な
る
の
で
あ

る
。

ま
た
、
形
に
よ
る
連
想
か
ら

（

）
は
水
の
象
で
下
降
性
を
持
ち
、

（
離
）
は
火
の
象
で
上
昇
性
を
持
つ
と
も
説
か
れ
て
い
る
。

の
形
か
ら
現
代
人
が
嬲
と
い
う
字
形
を
連
想
す
る
の
は
勝
手
で
あ
る
が
、
火
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

・
艮
（

）
は
、
上
位
の
一
陽
が
山
の
よ
う
に
二
陰
の
進
行
を
妨
げ
て
い
る
形
で
あ
る
。
な
お
、「
山
に
突
き
当
っ
た
ら
戻
れ
」
と
い
う

自
然
に
随
順
す
る

え
は
、
老
子
（
中
国
戦
国
時
代
の
哲
学
者
）
の
無
為
自
然
を
尊
ぶ
思
想
を
連
想
さ
せ
る
。

・
兌
（

）
は
悦
ぶ
意
味
で
あ
る
。
高
地
（

）
に
沢
（

）
を
見
つ
け
た
嬉
し
さ
で
あ
ろ
う
。
沢
の
ほ
と
り
は
、
人
間
ば
か
り
で
な

く
多
く
の
動
植
物
に
生
き
る
利
便
を
与
え
る
。
砂
漠
で
オ
ア
シ
ス
を
見
つ
け
た
喜
び
と
同
じ
で
あ
る
。

×

×

×

×

×

ま
た
、「
説
卦
伝
」に
は
、
掲
げ
た
一
文
に
先
立
っ
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
成
立
の
順
序
を

え
れ
ば
、
掲
げ
た
一
文
の
方
が

先
で
、
こ
れ
を
整
理
し
抽
出
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

乾
は
健
な
り
。
坤
は
順
な
り
。
震
は
動
な
り
。
巽
は
入
な
り
。

は

な
り
。
離
は
麗
な
り
。
艮
は
止
な
り
。
兌
は
説
な
り
。」

八
卦
の
卦
徳
す
な
わ
ち
そ
の
働
き
に
つ
い
て
言
え
ば
、
乾
は
運
行
し
て
息
む
こ
と
の
な
い
天
に
の
っ
と
る
か
ら
健
か
、
坤
は
地
で
、

素
直
に
天
の
は
た
ら
き
を
受
け
つ
ぐ
か
ら
、
順
う
、
震
は
一
陽
が
は
じ
め
て
下
に
生
じ
は
じ
め
た
象
で
あ
る
か
ら
、
動
く
、
巽
は
一
陰

が
二
陽
の
下
に
へ
り
下
っ
て
相
手
の
心
中
に
入
り
こ
む
か
ら
、
入
る
、

は
一
陽
が
二
陰
の
あ
い
だ
に
陥
没
し
て
い
る
象
だ
か
ら
、
陥

る
、
離
は
一
陰
が
二
陽
の
あ
い
だ
に
と
り
つ
い
て
い
る
象
だ
か
ら
、
麗
く
、
艮
は
上
の
陽
が
二
陰
の
進
む
の
を
お
し
と
ど
め
る
象
だ
か

ら
、
止
む
、
兌
は
一
陰
が
二
陽
を
悦
ば
す
象
だ
か
ら
、
説
ぶ
で
あ
る
。）

〔
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
よ
り
〕
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こ
こ
で
は
、
八
卦
の
卦
形
を
性
情
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
麗
は
「
つ
く
」
意
味
で
も
の
に
付
着
す
る
こ
と
で
あ
り
、

説
は
悦
ぶ
の
意
味
で
あ
る
。

乾
を
首
と
為
し
、
坤
を
腹
と
為
し
、
震
を
足
と
為
し
、
巽
を
股
と
為
し
、

を
耳
と
為
し
、
離
を
目
と
為
し
、
艮
を
手
と
為
し
、
兌

を
口
と
為
す
。」

（
同
前
）

八
卦
を
人
の
身
体
の
部
分
に
当
て
て
言
え
ば
、
乾
は
上
に
在
っ
て
尊
い
か
ら
頭
、
坤
は
物
を
包
蔵
す
る
か
ら
腹
、
震
は
動
く
、
だ
か

ら
足
、
巽
は
人
に
巽
う
、
だ
か
ら
足
に
従
っ
て
動
く
股
、

は
穴
、
だ
か
ら
耳
、
離
は
明
ら
か
、
だ
か
ら
目
、
艮
は
止
め
る
、
だ
か
ら

物
を
止
め
る
手
、
兌
は
説
ん
で
笑
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
口
で
あ
る
。）

〔
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
よ
り
〕

こ
の
よ
う
に
「
説
卦
伝
」
に
は
八
卦
を
身
体
の
部
分
に
見
立
て
て
い
る
一
文
も
あ
る
が
、
ま
た
、
八
卦
の
成
立
を
家
族
関
係
に
た
と

え
て
説
い
た
、
次
の
よ
う
な
有
名
な
一
文
も
出
て
く
る
。

乾
は
天
な
り
、
故
に
父
と
称
す
。
坤
は
地
な
り
、
故
に
母
と
称
す
。
震
は
一
索
し
て
男
を
得
、
故
に
こ
れ
を
長
男
と
謂
う
。
巽
は
一

索
し
て
女
を
得
、
故
に
こ
れ
を
長
女
と
謂
う
。

は
再
索
し
て
男
を
得
、
故
に
こ
れ
を
中
男
と
謂
う
。
離
は
再
索
し
て
女
を
得
、
故
に

こ
れ
を
中
女
と
謂
う
。
艮
は
三
索
し
て
男
を
得
、
故
に
こ
れ
を
少
男
と
謂
う
。
兌
は
三
索
し
て
女
を
得
、
故
に
こ
れ
を
少
女
と
謂
う
。」

（
同
前
）

八
卦
を
家
族
の
成
員
に
当
て
て
言
え
ば
、
乾
は
天
だ
か
ら
父
と
呼
ば
れ
、
坤
は
地
だ
か
ら
母
と
呼
ば
れ
る
。
震
は
母
な
る
坤

か
ら

父
な
る
乾

に
一
索
（
ひ
と
た
び
索
め
る
の
意
）
し
て
そ
の
初
画
の
陽
を
得
た
陽
卦
つ
ま
り
最
初
の
男
子
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
長
男
と

謂
う
。
同
様
に
巽
は
乾
か
ら
坤
に
一
索
し
て
得
た
最
初
の
女
子
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
長
女
と
謂
う
。

は
ふ
た
た
び
索
め
て
得
た
男
子

だ
か
ら
中
男
、
離
は
ふ
た
た
び
索
め
て
得
た
女
子
だ
か
ら
中
女
、
艮
は
三
た
び
索
め
て
得
た
男
子
だ
か
ら
少
男
、
兌
は
三
た
び
索
め
て

得
た
女
子
だ
か
ら
少
女
と
謂
う
の
で
あ
る
。）

〔
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
よ
り
〕

こ
れ
は
「
乾
坤
六
子
の
説
」
と
し
て
後
世
の
易
書
に
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
八
卦
は
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
と
い
う
説
で
あ
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る
が
、
信
ず
る
に
足
り
な
い
。
八
卦
の
成
立
に
つ
い
て
は
他
に
も
異
説
が
多
い
が
、
宋
代
に
至
っ
て
朱
子
の
一
派
が
「
加
一
法
」
を
説

き
、
こ
の
「
乾
坤
六
子
の
説
」
を
採
り
入
れ
て
い
る
。

少
女
が
最
も
父
に
親
し
み
や
す
く
、
少
男
が
最
も
母
に
親
し
み
や
す
い
な
ど
、
現
代
に
も
通
じ
る
家
庭
内
の
人
情
の
構
図
で
あ
っ
て
、

連
想
の
遊
び
と
し
て
は
面
白
い
が
、
要
す
る
に
そ
れ
以
上
の
意
味
を
つ
け
加
え
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
先
に
掲
げ
た
、
性
情

に
よ
る
「
説
卦
伝
」
の
連
想
の
一
文
の
方
が
興
味
深
く
、
六
十
四
卦
の
卦
辞
・

辞
を
読
み
解
く
た
め
に
も
役
立
つ
こ
と
が
多
い
と
言

四
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え
る
。

×

×

×

×

×

さ
て
、
八
卦
お
け
る
卦
形
の
暗
示
と
連
想
に
続
け
て
、
六
十
四
卦
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
全
て
を
取
り
上
げ
る
こ

と
は
煩
雑
で
あ
り
、
八
卦
に
お
け
る
連
想
と
類
似
す
る
。
そ
こ
で
多
く
を
割
愛
し
、
代
表
的
な
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
述
べ
る
に

止
め
た
い
。

・
鼎
卦
に
つ
い
て
。
そ
の
形
（

）
が
、
王
朝
を
象
徴
す
る
神
器
の
鼎
の
形
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
六
十
四
卦
に
は
、
卦
形
か
ら
連
想
さ
れ
る
事
物
の
形
状
や
性
情
に
よ
っ
て
卦
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
例
は
多
い
。

・
頤
卦
（

）
に
つ
い
て
。
卦
名
の
頤
は
「
あ
ご
」
で
あ
り
、
卦
形
は
口
（
上
九
と
初
九
の
二
陽
）
を
大
き
く
開
け
て
食
物
（
中

の
四
陰
）
を
ほ
う
ば
っ
て
い
る
形
で
あ
る
。
陰
陽
の
象
徴
を
別
に
し
て
も
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
そ
う
い
う
形
に
見
え
る
。
だ
が
や
は

り
、

（
陽
）
が
堅
い
あ
ご
骨
や
歯
を
連
想
さ
せ
、

（
陰
）
が
軟
ら
か
い
羊
肉
な
ど
の
連
想
を
誘
う
と
い
う
、
陰
陽
の
暗
示
作
用

を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
連
想
は
連
想
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
六
四
の
陰
が
変
じ
て
、
陽
と
な
れ
ば
ど
の
よ
う
に
な
る
で

あ
ろ
う
か
。

・

卦
（

）
に
つ
い
て
。
卦
名
の

は
歯
で
堅
い
物
を
嚙
む
こ
と
で
あ
る
が
、
上
記
の
頤
の
卦
形
と
比
べ
て
そ
の
形
は
、
軟

ら
か
い
羊
肉
の
中
に
固
い
骨
（
九
四
の
陽

）
が
入
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
歯
で
嚙
み
砕
く
連
想
と
な
る
。
ま
た
、
両
卦
の
卦
辞
を
比

較
す
る
と
、
頤
卦
で
は
養
生
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、

卦
に
お
い
て
は
刑
罰
へ
と
そ
の
連
想
は
伸
び
て
い
る
。

・
節
卦
（

）
に
つ
い
て
。
こ
の
卦
形
か
ら
竹
の
節
を
連
想
す
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
そ
う

見
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
中
国
で
は
古
代
か
ら
竹
は
多
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
形
状
か
ら
正
義
の
人
に
た
と
え
ら
れ
、
節
義
・
節
操

な
ど
の
熟
語
を
生
ん
で
い
る
。
節
卦
の
卦
辞
も
節
義
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。

な
お
、
筮
と
い
う
漢
字
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
竹
は
占
筮
に
縁
の
深
い
植
物
で
、
占
筮
家
が
こ
の
卦
形
を
見
て
竹
を
連
想
し
た
の
は
、

四
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そ
の
点
か
ら

え
れ
ば
自
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

・
中
孚
卦
（

）
に
つ
い
て
。
孚
と
は
信
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
卦
辞
に
は
「
中
孚
は
、
豚
魚
に
し
て
吉
な
り
」（
心
中
に
孚

誠
〔
ま
こ
と
〕
が
あ
れ
ば
、
無
知
の
豚
魚
〔
ふ
ぐ
〕
で
さ
え
も
こ
れ
に
感
応
し
て
吉
で
あ
る
‖
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
よ
り
）
と

あ
り
、

伝
に
は
「
中
孚
は
、
柔
、
内
に
在
り
て
剛
、
中
を
得
た
り
。
説
び
て
巽
い
、
あ
り
て
す
な
わ
ち
邦
を
化
す
る
な
り
。
豚
魚

に
し
て
吉
な
り
と
は
、
信
豚
魚
に
及
ぶ
な
り
」（
中
孚
は
、
柔
〔
三
・
四
〕
が
卦
の
内
側
に
在
り
、
剛
〔
二
・
五
〕
が
中
位
を
得
た
象

で
あ
る
。
下
の
者
が
説
び
〔
兌
〕
上
の
者
が
謙
遜
〔
巽
〕
で
、
孚
誠
に
よ
り
邦
国
を
感
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
豚
魚
に
し
て
吉
な
り

と
い
う
の
は
、
そ
の
誠
信
が
豚
魚
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
‖
同
前
）
と
解
説
し
て
い
る
。

柔
、
内
に
在
り
て
」
と
い
う
の
は
、
六
四
と
六
三
の
二
陰
が
中
央
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
、「
剛
、
中
を
得
た
り
」
と
い
う

の
は
九
五
と
九
二
の
二
陽
が
、
そ
れ
ぞ
れ
上
体
と
下
体
と
の
中
位
に
在
る
こ
と
を
言
う
。「
説
び
て
巽
い
」と
は
、
中
正
の
位
の
九
五
の

一
陽
の
信
用
を
得
て
悦
び
（
兌
）、
こ
れ
に
従
う
（
巽
）
と
い
う
意
味
で
、
女
性
が
男
性
の
信
愛
を
得
て
悦
び
従
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
。
豚
・
魚
は
無
神
経
・
無
感
覚
の
動
物
を
例
と
し
て
、
信
の
力
の
偉
大
さ
を
「
信
、
豚
魚
に
及
ぶ
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

現
代
人
に
は
思
い
つ
き
そ
う
も
な
い
連
想
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
孚
は
、
上
体
が
風
（
巽
）
で
下
体
が
沢
（
兌
）
で
あ
っ
て
風
沢
中
孚
（
ふ
う
た
く
ち
ゅ
う
ふ
）
と
称
さ
れ
る
が
、

こ
れ
を
幸
田
露
伴
が
面
白
く
し
や
れ
、
し
か
も
こ
の
卦
の
意
味
を
連
想
に
よ
っ
て
巧
み
に
捉
え
て
い
る
例
が
あ
る
。

昭
和
初
期
の
あ
る
雑
誌
上
の
対
談
記
事
（
注
‖
未
詳
、
谷
崎
潤
一
郎
と
の
対
談
）
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
博
学
の
老
作
家
幸
田
露

伴
は
こ
の
卦
に
つ
い
て
、「
ふ
う
た
り
（
二
人
）
チ
ュ
ー
」
と
言
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
周
易
に
通
じ
た
面
白
い
蘊
蓄
あ
る
し
ゃ
れ
と

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

周
易
の
原
作
者
は
聖
人
な
ど
で
は
な
く
、「
憂
い
顔
の
哲
学
者
」（
易
を
作
る
者
は
、
そ
れ
憂
患
あ
る
か
〔
易
の
作
者
は
心
に
憂
患
を

抱
く
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
〕「
繫
辞
伝
」
‖
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
よ
り
）
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
ば
し
世
渡
り
の
憂
さ
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を
忘
れ
、
自
由
な
連
想
を
楽
し
み
な
が
ら
一
つ
一
つ
の
卦
形
に
命
名
し
て
い
る
古
代
中
国
の
哲
学
者
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
人
生

の
実
相
で
あ
り
、
周
易
卦
形
に
対
す
る
暗
示
と
連
想
に
相
応
し
い
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
煩
雑
さ
を
避
け
、
上
記
の
よ
う
に
六
十
四
卦

の
代
表
的
な
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
る
に
止
ま
っ
た
が
、
自
由
な
暗
示
と
連
想
は
、
卦
形
に
対
す
る
参

に
す
べ
き
視
座
で
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

二
、
偶
然
・
必
然
・
こ
じ
つ
け

卦
形
に
お
け
る
連
想
と
暗
示
に
続
け
て
、
易
断
占
筮
に
お
い
て
は
や
は
り
、
偶
然
、
必
然
、
こ
じ
つ
け
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
す
わ

け
に
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
占
筮
に
は
偶
然
、
必
然
、
こ
じ
つ
け
と
い
う
こ
と
が
付
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に

え
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
個
の
り
ん
ご
の
落
下
に
よ
っ
て
、
科
学
者
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
万
有
引
力
の
法
則
を
発
見
し
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト

ン
は
当
時
、
無
名
の
一
学
徒
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
先
輩
教
授
の
不
当
な
圧
力
に
耐
え
か
ね
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
科
学
者
へ
の
道
を

半
ば
断
念
し
郷
里
の
農
園
に
帰
省
し
て
い
た
。
あ
く
ま
で
科
学
者
へ
の
道
を
す
す
む
べ
き
か
、
一
農
夫
と
し
て
一
生
を
田
園
に
埋
め
る

べ
き
か
、
思
い
悩
み
な
が
ら
農
道
を
歩
い
て
い
た
折
り
、
万
有
引
力
の
法
則
を
発
見
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
一
個
の
り
ん
ご
が
、
彼
の

眼
前
に
落
ち
て
き
た
と
い
う
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
と
り
ん
ご
と
の
出
遇
い
は
必
然
で
な
く
、
全
く
の
偶
然
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
出
遇
い
に
先
立
つ
長
年
の
科
学
研
究

は
決
し
て
偶
然
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
彼
が
万
有
引
力
の
説
を
世
間
に
発
表
し
た
の
は
そ
の
数
年
の
後
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

占
筮
し
て
一
卦
を
得
て
も
、
そ
れ
は
必
然
で
な
く
、
偶
然
の
出
遇
い
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
そ
こ
に
遊
び
を
認
め
て
楽
し
む
に
止
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ま
る
か
、
悩
み
の
解
決
を
見
出
す
か
は
、
そ
の
人
の
悩
み
の
深
さ
と
日
頃
の
努
力
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
必
然
と
称
す
べ

き
も
の
が
出
来
す
る
と
言
え
る
。

千
回
も
く
り
返
し
て
占
筮
す
れ
ば
、
そ
こ
に
確
率
と
い
う
必
然
の
数
理
が
作
用
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
理
屈
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ

で
は
何
の
た
め
に
占
筮
し
た
の
か
わ
け
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
そ
の
よ
う
な
必
然
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
一
言
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
記
号
と
象
徴
と
を
使
い
分
け
て
暮
ら
し
て
い
る
。
記
号
は
知
る
も
の
で
あ
り
、
象

徴
は
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
交
通
信
号
は
青
で
あ
る
と
知
っ
て
も
、
前
方
か
ら
猛
進
し
て
く
る
車
に
危
険
を
感
じ
れ
ば
止
ま
っ

て
こ
れ
を
避
け
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

周
易
の
卦
形
は
記
号
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
知
る
の
は
易
い
。
だ
が
、
卦
形
が
内
包
す
る
陰
陽
の
象
徴
は
千
変
万
化
の
動
き
を
示
し
て
、

こ
れ
を
感
じ
取
る
の
は
難
し
い
。
交
通
信
号
も
象
徴
を
内
包
し
て
い
る
記
号
だ
が
、
例
え
ば
赤
は
危
険
の
象
徴
と
い
う
意
味
に
限
定
さ

れ
て
い
て
、
情
熱
な
ど
は
象
徴
し
な
い
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
卦
形
は
も
っ
と
複
雑
多
様
な
象
徴
を
内
包
し
て
い
る
。
興

味
深
い
象
徴
的
記
号
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

科
学
の
進
歩
、
技
術
の
発
達
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
日
常
生
活
が
機
械
化
記
号
化
す
る
余
り
、
人
の
心
を
知
る
働
き
ば
か
り
が

促
進
さ
れ
、
感
じ
る
機
能
は
低
下
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

煙
草
屋
の
看
板
娘
が
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
自
動
販
売
機
が
据
え
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
似
た
風
景
が
、
役
所
に
も
銀
行
に
も
、
病

院
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
学
校
や
家
庭
に
お
け
る
対
人
関
係
に
ま
で
及
び
、
人
の
感
情
は
と
げ
と
げ
し
く
な
り
、
心
の
ゆ
と
り
を
失
っ

て
行
く
。
こ
れ
で
い
い
の
か
と
周
易
は
現
代
人
に
感
じ
る
こ
と
の
重
要
さ
を
問
い
か
け
て
い
る
と
も
言
え
る
。

機
械
的
な
記
号
の
束
縛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
或
い
は
新
興
宗
教
や
星
占
い
に
救
い
を
求
め
、
推
理
小
説
や
マ
ン
ガ
に
心
の
安
ら
ぎ
を

求
め
る
。
そ
れ
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
困
る
の
は
「
こ
じ
つ
け
」
の
混
入
で
あ
る
。
偶
然
の
出
遇
い
を
楽
し
む
人
の
心
に
つ
け
こ

ん
で
、
そ
れ
が
い
か
に
も
必
然
の
理
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
周
易
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
諸
伝
（
解
説
）

四
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で
あ
る
十
翼
に
も
こ
じ
つ
け
の
混
入
の
跡
が
見
ら
れ
る
。

こ
じ
つ
け
は
「
故
事
つ
け
」
で
あ
っ
て
、
有
名
な
故
事
な
ど
を
引
用
し
て
自
分
の
説
を
権
威
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
巧

み
に
用
い
ら
れ
る
と
、
ど
こ
ま
で
が
必
然
で
ど
こ
ま
で
が
偶
然
な
の
か
、
見
分
け
が
つ
か
な
い
場
合
が
多
い
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
陰
陽
の
説
を
聞
い
て
陰
は
〇
、
陽
は
１
で
あ
る
と
解
釈
し
、
こ
の
二
つ
で
す
べ
て
の
数
を
表
す
こ
と
が
で
き
る

と
喜
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
彼
が
自
分
の
数
理
に
お
け
る

え
方
と
同
じ
傾
向
の
思

法
を
周
易
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

じ
つ
け
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
も
し
一
歩
進
ん
で
「
易
書
は
数
理
を
述
べ
た
書
で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
こ
じ

つ
け
で
あ
り
、
弊
害
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
語
の
発
声
が
二
音
節
で
切
れ
易
い
こ
と
を
利
用
し
た
言
葉
遊
び
が
あ
る
。
落
語
家
（
は
な
し
か
）
が
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
し

か
」
と
言
っ
た
り
、
少
し
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
人
を
捕
ま
え
て
、「
さ
か
な
や
（
魚
屋
）
の
ナ
ヤ
と
い
う
字
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
言
っ

て
か
ら
か
う
の
が
そ
の
例
で
、
そ
れ
が
言
葉
遊
び
に
止
ま
る
限
り
、
罪
の
な
い
遊
び
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
語
を
味
あ
う
点
で

有
益
で
あ
る
が
、
次
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
新
興
宗
教
家
の
話
の
中
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、「
働
く
と
い
う
の
は
ハ
タ
の
者
を
ラ
ク
（
楽
）
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ

て
い
た
。
ハ
タ
の
者
を
楽
に
す
る
た
め
に
働
く
の
は
い
い
こ
と
だ
が
、
日
本
語
の
文
法
を
故
意
に
ま
げ
た
困
っ
た
言
い
方
で
あ
り
、
前

の
例
と
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。

こ
れ
も
言
葉
遊
び
の
一
種
で
あ
る
が
、
桜
と
い
う
漢
字
は
古
く
は
櫻
と
書
い
た
の
で
、「
二
階
（
貝
）
の
女
が
気
（
木
）
に
か
か
る
」

な
ど
と
言
っ
て
、
漢
字
の
暗
記
の
一
助
に
し
て
楽
し
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
高
校
で
、
生
徒
達
に
対
す
る
実
業
家
の
講

演
を
傍
聴
し
た
折
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
講
師
は
努
力
の
大
切
さ
を
説
い
て
「
努
力
の
努
の
字
は
、
女
が
又
（
股
）
に
力
を
入
れ
る

意
味
で
、
女
の
出
産
の
時
の
努
力
は
男
の
想
像
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
言
っ
て
い
た
。
驚
き
あ
き
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
理
由
は

説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
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以
上
の
よ
う
に
偶
然
、
必
然
、
こ
じ
つ
け
に
つ
い
て

え
を
め
ぐ
ら
し
て
き
た
が
、
易
断
占
筮
に
お
い
て
は
、
卦
形
に
対
す
る
連
想

と
暗
示
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
見
分
け
も
重
々
、
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
の
周
易
に
お
け
る
引
用
や
訳
に
つ
い
て
は
、
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
『
易
経
上
』『
易
経
下
』（
ワ
イ
ド
版
・
岩
波
文

庫

一
九
九
三
年
八
月
）
に
拠
っ
た
。
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