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馬
王
堆
の
胎
産
書
・
時
蔵
圃
・
人
字
固
に
つ
い
て

大

形

徹

は
じ
め
に

《
合
陰
陽
〉
|
馬
王
堆
出
土

4

「
神
仙
」
類
文
献
共8
種
、
即
、

馬
王
堆
出
土
の
書
籍
の
中
で
、
妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
吊
書
は
、
『
胎
産
書
』

〈
却
谷
食
気
V
|
馬
王
堆
出
土

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
来
、
書
名
は
な
く
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
整
理
小
組
(
以

〈
導
引
園
〉
|
馬
王
堆
出
土

下
、
整
理
小
組
と
略
称
)
が
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
で
は
、
こ
の
書
お

〈
胎
産
書
〉
馬
王
堆
出
土

よ
び
同
じ
吊
の
中
に
描
か
れ
る
爵
蔵
圏
、
人
字
国
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

〈
雑
禁
方
〉
|
馬
王
堆
出
土

馬
橋
興
「
出
土
亡
侠
古
医
籍
研
究
I

』
、
は
、
こ
れ
ら
の
書
物
を
『
漢
書
』

〈
導
引
九
法
〉
|
張
家
山
出
土

喜
文
志
、
方
伎
類
に
あ
わ
せ
て
分
類
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

《
導
引
三
十
二
法
〉
|
張
家
山
出
土

〈
四
十
八
病
導
引
〉
|
張
家
山
出
土

3

「
房
中
」
類
文
献
共
5

種
、
即
、

《
導
引
之
妓
〉
張
家
山
出
土

《
養
生
方
〉l
馬
王
堆
出
土

《
雑
療
方
〉
|
馬
王
堆
出
土

『
天
下
至
道
談
』
『
十
問
』
『
合
陰
陽
』
が
「
房
中
」
類
に
入
る
の
は
問
題
な

《
天
下
至
道
談
〉
|
馬
王
堆
出
土

い
だ
ろ
う
。
「
養
生
方
』
と
『
雑
療
方
」
も
房
中
と
さ
れ
て
い
る
。
『
雑
療
方
』

1 

〈
十
問
〉
|
馬
王
堆
出
土

と
い
う
名
は
房
中
術
の
書
に
そ
ぐ
わ
な
い
が
、
雑
多
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、



2 

房
中
と
も
多
少
、
関
連
す
る
。

『
胎
産
書
」
が
『
雑
禁
方
』
と
と
も
に
「
神
仙
」
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の

は
疑
問
で
あ
る
。
『
胎
産
書
』
に
類
似
し
た
内
容
は
北
斉
、
徐
之
才
の
『
逐
月

養
胎
方
2

』
や
『
産
経
3

』
に
み
え
る
。
「
産
経
』
は
、
『
通
志
』
義
文
略
で
産

乳
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
『
漢
書
」
義
文
志
に
は
、
そ
の
よ
う
な
分
類
が
な
い
。

『
漢
書
』
塞
文
志
編
纂
時
に
、
「
胎
産
書
』
の
類
の
書
物
は
必
ず
存
在
し
て
い
た

は
ず
で
あ
る
が
、
喜
文
志
に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
当
時
、
取
捨
選

択
が
行
わ
れ
、
俗
書
と
し
て
価
値
の
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

馬
繕
興
氏
が
馬
王
堆
出
土
の
書
物
を
芸
文
志
と
い
う
鋳
型
に
流
し
込
ん
だ
こ

と
は
価
値
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
著
録
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
考
察

し
て
み
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

一
、
『
胎
産
書
』
の
文
章

書
名『

天
下
至
道
談
』
は
、
竹
簡
中
に
「
天
下
至
道
談
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
り
、

本
来
の
書
名
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
胎
産
書
』
と
い
う
書
名
は
馬
王
堆

吊
書
整
理
小
組
が
命
名
し
た
も
の
だ
が
、
「
胎
産
書
」
と
い
う
文
字
は
吊
の
中

に
全
く
登
場
し
な
い
。
現
在
、
『
胎
産
書
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
た
め
、
拙

稿
で
も
、
そ
の
名
称
に
し
た
が
う
。
け
れ
ど
も
、
後
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
「
南

方
再
蔵
」
と
い
う
四
文
字
が
吊
の
図
の
中
心
に
大
書
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
吊

全
体
の
書
名
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

『
胎
産
書
』
は
、
胎
児
の
成
長
、
胎
教
、
胞
衣
の
処
理
な
ど
に
関
す
る
こ
と

が
記
さ
れ
た
吊
書
で
あ
る
。
同
じ
吊
の
中
に
図
二
種
も
描
か
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
図
も
整
理
小
組
に
よ
り
、
『
人
字
国
』
・
『
爵
蔵
圃
』
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。

後
図
の
名
称
は
図
の
中
心
部
に
大
き
く
「
南
方
再
蔵
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
た
こ

と
と
、
『
雑
療
方
」
の
原
文
二
十
四
に
「
再
戚
(
蔵
)
怨
(
埋
)
包
(
胞
)
園
法
」

と
み
え
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
は
「
爵
蔵
埋
胞
園
法
(
爵
が
胞
を
蔵
埋
す
る
園

法
)
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
縮
め
る
と
「
爵
蔵
園
」
に
な
る
。

後
世
の
同
種
の
書
物
に
は
、
「
産
経
』
や
『
逐
月
養
胎
方
」
が
あ
り
、
内
容

も
類
似
す
る
。
『
産
経
』
の
「
産
」
と
『
逐
月
養
胎
方
』
の
「
胎
」
を
あ
わ
せ

た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
宋
の
陳
振
孫
の
『
直
斎
書
録
解
題
』
に
陸
子
正
撰
「
胎

産
経
方
』

一
巻
が
記
さ
れ
、
宋
、
王
褒
撰
『
博
済
方
』
巻
四
の
最
初
の
見
出
し

が
「
胎
産
」
で
あ
る
。
ま
た
日
用
類
書
の
『
三
台
高
用
正
宗
』
に
「
胎
産
門
」

と
い
う
語
が
み
え
る
。
整
理
小
組
は
「
逐
月
養
胎
方
の
祖
本
」
と
述
べ
て
い
る
。

内
'*' 骨鈴

木
千
春
氏
は
、
「
馬
王
堆
出
土
の
『
胎
産
書
』
に
は
、
胎
児
の
発
育
記
述

や
妊
婦
の
養
生
法
な
ど
の
論
説
が
妊
娠
の
各
月
ご
と
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ



ら
の
根
拠
と
論
理
背
景
を
考
察
し
た
結
果
、
本
書
の
胎
児
発
育
記
述
の
一
部
分

は
、
流
産
な
ど
に
よ
る
実
際
の
胎
児
観
察
に
基
づ
く
可
能
性
が
強
く
示
唆
さ
れ

た
。
ほ
ば
同
時
代
の
胎
児
発
育
記
述
は
「
管
子
』
「
准
南
子
』
に
も
存
在
す
る
が
、

『
胎
産
書
』
と
は
相
当
に
異
な
り
、
実
際
の
観
察
に
基
づ
く
と
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
『
胎
産
書
」
の
発
育
記
述
は
世
界
で
も
現
存
最
古
に
属
す
る
胎
児
観

察
記
録
と
推
量
さ
れ
る
4

」
と
述
べ
て
い
る
5
0

実
際
の
胎
児
を
観
察
し
て
い

る
よ
、
つ
に
み
え
る
と
い
、
っ
。

出
土
状
況
と
形
式

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

小
曽
戸
洋
氏
は
、
『
五
十
二
病
方
』
等
の
復
元
に
あ
た
り
、
「
多
く
の
吊
片
に

は
、
重
な
り
あ
っ
て
い
た
相
手
の
吊
の
字
の
墨
が
鏡
文
字
と
し
て
写
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
徹
底
的
に
調
査
し
、
解
析
す
れ
ば
こ
の
書
の
形
態
が
わ
か
る
の
で
は
な

い
か
」
・
「
馬
王
堆
吊
書
の
新
知
見
に
よ
っ
て
、
冊
子
本
は
は
る
か
昔
の
戦
国
時

代
に
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
従
来
の
定
説
は
覆
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
書
誌
学
上
、
画
期
的
な
発
見
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
6

」
と
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
五
種
の
医
書
は
も
と
巻
末
折
込
み
に
示
す
よ
う
な
二
枚
の
吊
書
に

書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
吊
の
大
き
さ
は
第
一
吊
、
第
二
吊
と
も
、
そ
れ

ぞ
れ
縦
約
四
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
一
一
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
そ
れ
ぞ

れ
横
半
分
に
二
つ
折
り
、
縦
を
八
つ
折
り
に
し
、
各
一
六
頁
、
計
三
二
頁
で
あ

3 

る
。
吊
に
は
片
面
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
埋
蔵
時
は
二
枚
の
吊
の
文
字
が

書
か
れ
て
い
な
い
側
を
背
中
合
わ
せ
に
し
(
第
1

頁
の
裏
に
第
認
頁
の
裏
を
合

わ
せ
、
第
9
頁
の
裏
に
第

M
頁
の
裏
が
合
わ
さ
る
)
、
こ
れ
が
第
一
吊
は
内
折

り
に
、
第
二
吊
は
外
折
り
の
状
態
で
、
埋
葬
時
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
、

や
や
変
則
的
に
畳
ん
で
あ
っ
た
7

」
と
み
え
る
。

『
胎
産
書
』
の
場
合
も
状
況
は
似
て
い
る
。
吊
は
縦
約
四
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
約
四
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

8

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
写
真
版
を
み
る
と
正
方

形
で
は
な
く
、
縦
長
で
あ
る
。
ま
ず
文
字
の
書
か
れ
て
い
る
側
を
内
側
に
し
て

上
下
に
折
り
畳
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
吊
の
下
半
分
に
書
か

れ
て
い
た
文
字
が
上
半
分
に
鏡
文
字
と
し
て
転
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か

る
。
け
れ
ど
も
出
土
し
た
状
態
で
は
、
さ
ら
に
左
右
を
重
ね
る
よ
う
に
横
に
も

折
り
畳
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
開
い
た
状
態
で
は
、
ち
ょ
う
ど
四

つ
に
分
割
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
、
真
柳
誠
氏
も
「
全
体
は
大
き
く
四
裂
片
に
分

か
れ
9

」
と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
写
真
を
よ
く
み
れ
ば
、
さ
ら
に
細
か
く

折
ら
れ
て
い
た
折
り
敏
の
痕
跡
が
み
え
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
四
分
の
一
の
大

き
さ
に
な
る
よ
う
に
折
っ
た
あ
と
、
も
う
一
度
、
横
に
折
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

こ
の
時
点
で
縦
長
の
書
状
の
よ
う
な
形
に
な
り
、
携
帯
し
て
持
ち
歩
く
の
に
適

し
て
い
る
。
『
醤
心
方
』
に
は
男
性
が
自
ら
の
子
の
胞
衣
を
埋
蔵
す
る
場
所
を

探
す
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
被
葬
者
の
男
性
が
、
か
つ
て
自
ら
の
子
の
胞

衣
を
埋
蔵
す
る
場
所
を
探
す
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
持
ち
歩
い
た
の
だ

ろ
う
。
子
は
一
人
だ
け
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
何
度
も
使
用
さ
れ
た
可
能
性



4 

が
強
い
。
た
だ
し
、
副
葬
時
に
は
、
小
さ
く
折
り
畳
む
必
要
も
な
い
た
め
、
せ

い
ぜ
い
、
上
下
左
右
に
し
か
折
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

整
理
小
組
は
、
こ
の
折
り
畳
ま
れ
て
い
た
「
吊
」
を
『
胎
産
書
」
一
巻
と
記

述
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
い
え
ば
巻
物
で
は
な
い
た
た
め
、
「
巻
」

と
呼
ぶ
こ
と
は
、
た
と
え
量
詞
と
し
て
の
「
巻
」
で
あ
っ
て
も
、
ふ
さ
わ
し
く

な
い
。
馬
纏
興
氏
は
前
掲
『
出
土
亡
侠
古
医
籍
研
究
』
に
お
い
て
「
吊
」
と
呼

び
、
「
巻
」
と
は
し
て
い
な
い
。

現
在
、
絹
地
に
文
字
を
書
し
、
あ
る
い
は
絵
画
を
描
い
た
り
し
て
、
そ
れ
を

巻
物
の
形
に
す
る
場
合
に
は
、
絹
を
和
紙
な
ど
で
裏
打
ち
す
る
必
要
が
あ
る
。

絹
そ
の
ま
ま
だ
と
軟
ら
か
す
ぎ
、
し
っ
か
り
と
巻
く
こ
と
は
難
し
い
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
馬
王
堆
の
「
吊
」
の
写
真
を
見
れ
ば
、
織
り
は
そ
れ
ほ
ど
細
か
く
は

な
く
硬
そ
う
で
あ
る
。

竹
簡
や
木
簡
を
巻
く
形
が
後
世
の
「
巻
子
本
」
の
原
型
に
な
る
。
書
物
を
巻

と
数
え
る
こ
と
も
そ
こ
に
由
来
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
吊
を
巻
く
こ
と
は
、

芯
に
な
る
木
な
ど
を
入
れ
な
い
限
り
、
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
折
り
畳
ま
れ
る
こ
と

も
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

『
胎
産
書
」
も
『
五
十
二
病
方
』
も
折
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
墨
文
字

が
合
わ
さ
っ
た
面
に
付
着
し
、
鏡
文
字
と
し
て
転
写
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

吊
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
、
文
字
が
読
め
な
い
部
分
も
、
鏡
文
字
を
反
転
さ
せ
て

当
該
箇
所
に
醍
め
込
む
こ
と
で
、
あ
る
程
度
、
読
め
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
、

整
理
小
組
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
か
な
り
の
部
分
を
判
読
し
て
い
る
の
で
あ

る
折
り
畳
ま
れ
て
い
た
吊
を
聞
い
て
広
げ
る
と
、
ま
ず
「
南
方
再
蔵
(
図
版
参

照
)
」
と
墨
書
さ
れ
た
太
い
文
字
が
み
え
、
そ
の
ま
わ
り
に
、
月
と
方
位
を
あ

わ
せ
た
図
と
数
字
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
み
え
る
。
図
は
朱
で
描
か
れ
て
い
る
。

別
に
「
人
字
国
」
と
よ
ば
れ
る
図
と
簡
単
な
文
が
右
の
上
半
分
部
分
に
み
え
る
。

下
半
分
に
は
、
妊
娠
と
胎
教
に
か
か
わ
る
月
ご
と
の
文
章
や
胞
衣
処
理
の
文
章

が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
章
の
最
初
に
は
、
「
・
」
(
日
本
で
い
う
ナ
カ
グ
ロ
に
よ

く
似
た
「
点
」
)
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
で
」
は
文
章
の
ま
と
ま
り
を

示
し
て
お
り
、
全
部
で
四
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
つ
を
除
き
、
す
べ

て
上
部
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
『
胎
産
書
稗
文
註
蝿
押
印
』
は
、
こ
の
「
点
」
を

す
べ
て
記
し
て
い
る
が
、
馬
纏
興
氏
の
『
馬
王
堆
古
醤
書
考
稗
』
は
、
す
べ
て

省
略
し
て
い
る
。

儒
教
書
に
み
え
る
胎
教

胎
教
の
記
述
と
し
て
は
、
孟
子
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
孟
子
の
母
は
、
孟

母
三
還
や
孟
母
断
機
の
話
で
有
名
で
あ
る
が
、
『
韓
詩
外
惇
』
巻
九
に
以
下
の

よ
う
な
話
が
み
え
る
。

孟
子
が
幼
い
時
に
、
東
と
な
り
の
家
が
豚
を
殺
し
た
。
孟
子
は
そ
の
母
に



た
ず
ね
て
言
っ
た
。

「
ど
う
し
て
、
東
の
家
が
豚
を
殺
し
て
い
る
の
」
と
。

母
は
こ
う
答
え
た
。

「
お
ま
え
に
食
べ
さ
せ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
る
か
ら
だ
よ
」
と
。

言
っ
て
か
ら
母
は
後
悔
し
て
こ
う
つ
ぶ
や
い
た
。

「
わ
た
し
が
、
こ
の
子
を
身
ご
も
っ
た
と
き
、
席
が
正
し
く
な
け
れ
ば
坐

ら
ず
、
包
丁
の
切
り
目
が
正
し
く
な
け
れ
ば
食
べ
な
か
っ
た
。
胎
(
お
腹

の
子
)
に
、
そ
れ
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
今
、
こ
の
子
に
知
恵
が
つ
く
こ

ろ
に
、
踊
す
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
こ
の
子
に
不
信
感
を
植
え
つ
け
る

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

」
と
に
な
る
」
と
。

そ
こ
で
、
東
の
家
の
豚
肉
を
買
っ
て
、
子
に
食
べ
さ
せ
、
嘘
で
は
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

「
胎
(
お
腹
の
子
)
に
、
そ
れ
を
教
え
た
の
で
あ
る
」
と
訳
し
た
部
分
は
、

原
文
で
は
「
胎
教
之
也
(
胎
に
之
れ
を
教
う
る
な
り
)
」
と
記
さ
れ
、
「
胎
教
」

と
い
う
言
葉
の
典
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
何
を
教
え
た
の
か
と
い
え
ば
、

き
り
め

「
席
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
坐
せ
ず
。
割
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
食
ら
わ
ず
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
『
論
語
』
郷
党
篇
の
孔
子
の
語
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
関
わ
る
細
々
し

た
礼
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
が
、
お
腹
の
子
の
教
育
に
よ

5 

い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
漢
、
戴
徳
撰
『
大
戴
櫨
記
』
保
博
に
も
、
「
胎
教
」
の
語
が
み
え
る
。

み
ご
も
っ
ま
だ
た

周
の
后
妃
が
成
王
を
任
っ
た
時
、
立
っ
て
も
肢
ず
、
坐
っ
て
も
足
を
く
ず

う
ず
く
ま
の
の
し
ら

さ
ず
、
濁
り
で
い
て
も
倍
ら
ず
、
怒
っ
て
も
晋
な
か
っ
た
。
胎
教
の
意
味

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
胎
教
の
謂
な
り
(
胎
教
之
謂
)
」
と
「
胎
教
」
と
い
う
語
が
熟

語
化
し
て
い
る
。

続
け
て
以
下
の
よ
、
つ
に
い
、
っ
。

太
任
が
文
王
を
苧
ん
だ
時
、
目
に
は
悪
い
色
を
視
ず
、
耳
に
は
淫
ら
な
音

を
聴
か
ず
、
口
に
は
悪
い
言
葉
を
話
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
君
子
は
、

太
任
は
よ
く
胎
教
を
行
っ
た
、
と
思
っ
た
。
古
は
、
婦
人
が
妊
娠
し
た
時

の
礼
は
、
「
寝
る
時
は
横
向
き
に
な
ら
な
い
。
坐
る
時
は
辺
ら
な
い
。
立

つ
時
は
蝉
れ
な
い
。
邪
味
を
食
べ
な
い
。
包
丁
の
切
り
目
が
正
し
く
な
け

れ
ば
食
べ
な
い
。
席
が
正
し
く
な
け
れ
ば
坐
ら
な
い
。
目
は
邪
悪
な
色
を

視
な
い
。
耳
は
淫
ら
な
音
を
聴
か
な
い
。
盲
目
の
楽
師
に
詩
を
諦
さ
せ
、

正
し
い
事
を
道
わ
せ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、

生
ま
れ
る
子
の
姿
形
は
端
正
で
、
才
能
は
人
よ
り
も
優
れ
た
も
の
に
な
る
。

子
を
苧
ん
だ
時
に
は
、
必
ず
感
じ
る
所
に
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
善
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に
感
じ
れ
ば
善
に
な
り
、
悪
に
感
じ
れ
ば
悪
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
。

こ
こ
で
も
「
胎
教
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。
太
任
の
話
は
前
漢
、
劉
向
(
七
九

ー
八
回
・
内
・
)
の
編
と
さ
れ
る
『
古
列
女
惇
』
周
室
三
母
の
中
に
も
見
え
、
や

は
り
「
胎
教
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
と
ま
っ
た
記
述
と
し
て
は
、
前
漢
の
貰
誼
(
二0
0
1

一
六
八
回
・
内
・
)
の
『
新

書
』
胎
教
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
青
史
氏
之
記
目
、
古
者
胎
教
之
道
・
:
」
と

見
え
、
「
青
史
氏
之
記
」
に
胎
教
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。
こ
の
「
青

史
氏
之
記
」
と
い
う
の
は
、
さ
き
の
『
大
戴
櫨
記
』
保
停
に
も
見
え
た
が
、
芸

文
志
の
『
青
史
子
』
五
十
七
篇
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
述
べ
た
胎
教
の
話
は
、
い
ず
れ
も
大
き
く
は
儒
教
の
枠
組
み
の
中
に

あ
る
。
儒
教
的
な
道
徳
教
育
を
妊
娠
中
か
ら
す
で
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
胎
教
に
関
す
る
記
述
と
『
胎
産
書
』

の
記
述
に
全
く
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
胎

産
書
』
は
儒
教
的
教
養
と
は
一
線
を
画
し
た
書
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

『
胎
産
書
』
は
、
む
し
ろ
、
『
備
急
千
金
要
方
』
巻
二
所
引
、
徐
之
才
『
逐
月

養
胎
方
』
、
『
諸
病
源
候
論
』
巻
四
十
一
、
妊
娠
候
、
「
醤
心
方
』
巻
二
十
二
所
引
『
産

経
』
な
ど
の
医
書
の
記
述
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
書
物
は
、
『
胎

産
書
』
を
祖
形
と
し
て
、
あ
る
い
は
針
灸
、
あ
る
い
は
湯
薬
の
要
素
を
、
雪
だ

る
ま
の
よ
う
に
付
加
し
て
い
き
、
増
大
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

逐
月
養
胎
方

徐
之
才
は
北
斉
の
人
だ
が
、
梁
に
仕
え
、
の
ち
貌
の
尚
書
令
と
な
っ
て
い
る
。

『
逐
月
養
胎
方
」
は
、
い
く
つ
か
の
書
物
の
集
合
体
と
な
っ
て
い
る
。
妊
娠
一
ケ

月
の
箇
所
で
い
え
ば
、
ま
ず
『
胎
産
書
』
に
よ
く
似
た
一
説
が
引
か
れ
、
次
に

経
絡
や
針
灸
と
関
わ
る
記
述
が
あ
り
、
さ
ら
に
病
気
に
な
っ
た
場
合
の
こ
と
が

記
さ
れ
、
続
け
て
服
用
す
る
薬
物
の
処
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
胎

産
書
』
に
類
似
す
る
部
分
の
み
、
取
り
出
し
て
み
た
。

妊
娠
一
月
名
始
匪
飲
食
精
熟
酸
美
受
御
宜
食
大
萎
母
食
腫
辛
是
謂
才
正

妊
娠
二
月
名
始
膏
無
食
辛
牒
居
必
静
慮
男
子
勿
勢
百
節
皆
痛
是
為
胎
始
結

妊
娠
三
月
名
始
胎
嘗
此
之
時
未
有
定
儀
見
物
而
化
欲
生
男
者
操
弓
矢
欲
生

女
者
弄
珠
磯
欲
子
美
好
数
視
壁
玉
欲
子
賢
良
端
坐
清
虚
是
謂
外
象
而
内
感

者
也

妊
娠
四
月
始
受
水
精
以
成
血
肱
食
宜
稲
梗
藁
宜
魚
雁
是
謂
盛
血
気
以
通
耳

目
而
行
経
絡

妊
娠
五
月
始
受
火
精
以
成
其
気
臥
必
曇
起
泳
浴
涜
衣
深
其
居
庭
厚
其
衣
服

朝
吸
天
光
以
避
寒
挟
其
食
稲
妻
其
藁
牛
羊
和
以
莱
東
調
以
五
味
是
謂
養
気

以
定
五
臓

妊
娠
六
月
始
受
金
精
以
成
其
筋
身
欲
微
勢
無
得
静
慮
出
遊
子
野
敷
観
走
犬

及
視
走
馬
食
宜
鷲
烏
猛
獣
之
肉



妊
娠
七
月
始
受
木
精
以
成
其
骨
勢
身
揺
肢
無
使
定
止
動
作
屈
伸
以
運
血
気

居
慮
必
燥
飲
食
避
寒
常
食
稲
梗
以
密
膝
理
是
調
養
骨
而
堅
歯

妊
娠
八
月
始
受
土
精
以
成
膚
草
和
心
静
息
無
使
気
極
是
謂
密
膝
理
而
光
津

顔
色

妊
娠
九
月
始
受
石
精
以
成
皮
毛
六
蹄
百
節
莫
不
畢
備
飲
醒
食
甘
緩
帯
自
持

而
待
之
是
謂
養
毛
髪
致
才
力

妊
娠
十
月
五
臓
倶
備
六
蹄
斉
通
納
天
地
気
子
丹
田
故
使
関
節
人
神
皆
備
但

侠
時
而
生

妊
娠
一
月
始
胎
二
月
始
膏
三
月
始
胞
四
月
形
韓
成
五
月
能
動
六
月
筋
骨
立

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

七
月
毛
髪
生
八
月
臓
蹄
具
九
月
穀
気
入
胃
十
月
諸
神
備
日
浦
即
産
実
宜
服

滑
胎
薬
八
月
即
服

最
後
の
一
節
は
全
体
の
ま
と
め
だ
が
、
「
醤
心
方
』
所
引
の
『
産
経
』
で
は

最
初
の
部
分
に
相
当
す
る
。
『
醤
心
方
』
に
は
図
が
あ
る
。

狭
義
の
胎

「
胎
」
の
文
字
に
は
妊
娠
三
ヶ
月
日
の
胎
児
を
特
に
指
し
示
す
場
合
が
あ
る
。

「
説
文
解
字
』
胎
に
「
婦
苧
み
て
三
月
な
り
日
」
と
あ
り
、
確
か
に
そ
の
例
が
最

も
多
い
。
だ
が
、
「
図
表
一
、
胎
」
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
「
逐
月
養
胎
方
」
の

7 

こ
で
は
一
ヶ
月
日
を
「
胎
」
と
い
い
、
『
産
経
』
で
は
二
ヶ
月
日
を
「
胎
」
と

い
う
こ
と
が
あ
り
、
『
文
子
』
や
『
醤
心
方
』
所
引
の
『
太
素
」
で
は
四
ヶ
月

目
を
「
胎
」
と
い
う
。
「
胎
」
は
三
ヶ
月
を
中
心
と
し
て
、
一
ヶ
月
、
二
ヶ
月
目
、

四
ヶ
月
目
を
も
含
め
て
の
胎
児
を
い
う
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
た
ん
に
「
胎
」
と
い
う
場
合
は
、
母
親
の
体
内
に
い
る
状
態
を
「
胎
」

と
述
べ
る
事
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
我
々
と
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
醤
心
方
』
巻
二
十
こ
で
は
、
治
任
婦
養
胎
方
、
治
任
婦
胎
動
不
安
方
、
治
任

数
落
胎
方
、
治
任
婦
胎
堕
血
不
止
方
、
治
任
婦
堕
胎
腹
痛
方
、
治
任
婦
胎
上
迫

心
方
、
治
任
婦
胎
死
不
出
方
、
治
任
婦
欲
去
胎
方
等
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
の
場
合
も
、
と
く
に
三
ヶ
月
の
胎
児
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
(
図

表
一
、
胎
)

始
は
胎
で
は

『
胎
産
書
』
と
い
う
書
名
は
整
理
小
組
の
命
名
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
に
は

「
胎
」
と
い
う
文
字
が
全
く
で
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。
「
胎
」

の
文
字
自
体
は
戦
国
時
期
の
金
文
で
あ
る
「
陳
嘉
文
」
の
「
陳
胎
之
右
薬
文
辺
」

に
見
え
る
。
ま
た
戦
国
中
期
と
さ
れ
る
天
星
観
楚
墓
竹
簡

T

九
n

の
写
真
に
み

え
る
が
、
江
村
治
樹
主
編
『
馬
王
堆
出
土
医
書
字
形
分
類
索
引
よ
、
陳
松
長
編

著
『
馬
王
堆
簡
吊
文
字
編
日
』
、
李
正
光
編
『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
竹
簡
己
に
は

見
え
な
い
。
馬
王
堆
出
土
の
書
物
の
時
代
に
「
胎
」
の
文
字
は
、
す
で
に
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
こ
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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図
表
一
、
胎

413 21 
ケケ ケケ

月 月 月 月

血 脂始 始膏
空はもS襲留刑 E 
留~

如岨 鮭If{ .... 

肌 胎 朕 膏 精神司霊南Z 

胎 距 高

胎 距 肱 膏 子文

血脈 胎始 始膏 始形

胎始 始蔵

脈血 胎始 膏始 肝始

髄形成 胞始 膏始 胎始
胎方 同

の二「亜月養

骨 血脈 胎 肝 Ef 

胎始 膏始 始形 経」産 一同
の

一

同

胎 施 肱 膏 ;割EEE雇E 

こ
こ
で
「
胎
」
に
字
形
が
似
る
「
始
」
と
い
う
文
字
に
着
目
し
て
み
た
い
。

『
胎
産
書
』
の
第
一
段
落
で
判
読
で
き
る
二
八
二
文
字
の
う
ち
、
「
始
」
は
七
箇

所
見
え
、
剥
落
し
て
い
る
箇
所
を
推
測
で
補
っ
た
も
の
を
含
め
る
と
十
箇
所
あ

ま
り
あ
る
。

従
来
、
「
始
」
は
「
始
め
て
」
の
意
味
で
読
ま
れ
て
い
る
。
『
馬
王
堆
古
醤
書

考
稗
』
で
も
馬
継
興
氏
は
「
開
始
」
と
現
代
語
に
訳
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
「
始
」

を
「
胎
」
の
意
味
で
使
用
し
て
い
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
胎
」
に
は

「
は
じ
め
と
の
訓
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
爾
雅
』
釈
詰
の
「
胎
:
・
始
也
」
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
る
。
晋
、
郭
瑛
(
二
七
六
j

一
一
一
一
一
四
)
の
「
爾
雅
』
注
は
、
「
匪

胎
未
だ
成
ら
ず
、
亦
た
物
の
始
め
な
り
お
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
物
」

に
つ
い
て
、
『
爾
雅
』
の
疏
は
「
物
は
則
ち
形
な
り
ご
と
「
形
」
と
と
ら
え
て

い
る
。
「
物
の
始
め
」
を
「
人
の
形
の
始
め
」
と
理
解
す
れ
ば
、
わ
か
り
や
す
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
胎
」
は
「
は
じ
め
」
な
の
で
あ
る
。

高
田
忠
周
『
古
籍
篇
」
巻
四
十
一
の
四
は
、
「
胎
」
の
文
字
の
原
形
と
し
て

帰
父
盤
の
「
旨
(
台
)
」
を
挙
げ
、
「
:
・
胎
の
字
も
亦
た
当
に
台
を
以
て
之
れ
と

為
す
べ
し
。
又
た
或
い
は
始
を
以
て
之
れ
と
為
す
可
し
」
と
、
「
胎
」
は
「
台
」

ゃ
「
始
」
に
置
き
換
え
が
可
能
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
先
に
見
た
『
爾
雅
」
稗

詰
の
「
胎
:
・
、
始
な
り
」
と
、
そ
の
注
の
「
匹
胎
は
、
未
だ
成
ら
ず
、
物
の
始

め
な
り
」
を
引
用
し
た
上
で
、
「
始
、
胎
の
二
字
、
或
い
は
韓
注
為
り
」
と
い
う
。

転
注
と
は
『
説
文
解
字
』
で
「
同
意
相
受
く
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
胎
」
に
「
始

め
」
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
始
」
に
も
「
胎
」
の
意
味
が
あ
っ
て
も
よ
い
。

胎
は
「
人
の
始
め
」
で
あ
る
。
「
胎
」
は
「
に
く
づ
き
」
だ
が
、
む
し
ろ
、
「
女

篇
」
の
「
始
」
の
方
が
胎
児
を
あ
ら
わ
す
文
字
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

文
脈
の
中
で
、
「
始
」
を
「
始
め
て
」
で
は
な
く
「
胎
児
」
と
訳
す
こ
と
は

可
能
だ
ろ
う
か
。
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。



『
胎
産
書
」
の
「
二
月
始
膏
」
の
部
分
を
馬
纏
興
氏
は
「
妊
娠
両
個
月
的
時

候
称
為
〈
始
膏
〉
。
此
時
在
胎
児
体
内
開
始
生
長
膏
滋
(
妊
娠
二
ヶ
月
の
時
を
〈
始

膏
〉
と
い
う
。
こ
の
時
、
胎
児
の
体
内
で
膏
滋
が
生
長
し
始
め
る
)
幻
」
と
訳
し

て
い
る
。
馬
氏
は
「
始
」
を
「
開
始
」
と
訳
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
訳
文

に
「
胎
児
」
を
補
な
っ
て
い
る
。

も
し
、
「
始
」
が
「
胎
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま

で
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
『
胎
産
書
』
の
「
始
」
が
「
胎
」
の
意
味
に
読
み

替
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
乃
始
為
人
」
は
「
乃
ち
始
め
て
人
と
為
る
」
で
は

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

な
く
「
乃
ち
始
(
胎
)
、
人
と
為
る
」
と
理
解
で
き
る
。
「
二
月
始
膏
」
は
「
一
一

月
始
め
て
膏
あ
り
」
で
は
な
く
、
「
二
月
始
(
胎
)
に
膏
あ
り
」
、
「
是
胃
(
謂
)

始
戚
(
戴
)
」
は
、
「
是
れ
始
め
て
戚
(
戴
)
さ
る
と
胃
(
謂
)
う
」
で
は
な
く
、

「
是
れ
始
(
胎
)
に
戚
(
蔵
)
さ
る
と
胃
(
謂
)
う
」
、
こ
れ
は
「
胎
蔵
」
で
あ
る
。

「
三
月
始
脂
」
は
「
三
月
始
め
て
脂
あ
り
」
で
は
な
く
、
「
三
月
始
(
胎
)
に
脂

あ
り
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
胎
蔵
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
用
語
の
イ
メ

l

ジ
が
強
い
が
、
本
来
は
産
科
の
用
語
で
、
宋
陳
直
撰
『
親
養
老
新
書
』
に
も
「
治

妊
娠
養
胎
戴
・
:
」
と
使
わ
れ
て
い
る
。

『
胎
産
書
』
に
数
多
く
あ
ら
わ
れ
る
「
始
」
が
「
胎
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
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『
胎
産
書
』
と
他
の
書
物

『
胎
産
書
」
と
関
連
す
る
書
物
と
し
て
、
『
管
子
』
水
地
篇
、
『
准
南
子
』
精

神
訓
、
『
諸
病
源
候
論
』
、
「
逐
月
養
胎
方
』
(
『
千
金
要
方
」
所
収
)
、
『
産
経
』
(
『
醤

心
方
』
所
収
)
を
並
べ
て
み
た
。
『
諸
病
源
候
論
」
、
『
逐
月
養
胎
方
』
、
『
産
経
』

は
『
胎
産
書
』
の
文
章
が
、
そ
の
ま
ま
流
れ
込
ん
で
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
、
影
響
関
係
が
大
き
い
。
表
で
は
省
略
し
た
が
、
他
の
要
素
も
入
り
込
ん

で
い
る
。
『
管
子
』
と
「
准
南
子
』
は
、
文
章
は
そ
れ
ほ
ど
似
て
い
な
い
も
の
の
、

胎
児
の
発
育
を
月
ご
と
に
捉
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
い

ず
れ
も
、
「
水
」
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
「
水
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
『
管
子
』

水
地
篇
は
、
水
と
地
(
土
)
の
す
ば
ら
し
さ
を
強
調
し
た
篇
で
あ
る
。
「
:
・
水
は
、

地
の
血
気
、
筋
脈
の
通
じ
流
る
る
が
知
き
者
な
り
明
記
」
。
こ
の
表
現
は
、
人
体

を
血
管
が
走
っ
て
い
る
様
子
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
「
人
は
水

な
り
お
」
と
は
、
何
と
も
大
胆
な
表
現
で
あ
る
が
、
人
と
水
と
の
関
係
を
説
く

時
に
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
水
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
「
男

女
、
精
気
合
し
て
水
、
形
を
流
くM
」
も
、
男
性
の
精
と
女
性
の
精
が
合
わ
さ
っ

て
、
鋳
型
に
水
を
流
し
込
む
よ
う
に
し
て
形
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
男
性
ば
か
り
で
な
く
、
女
性
に
も
「
精
」
が
あ
る
こ
と
は
、
馬
王

堆
の
房
中
術
書
に
も
み
え
、
「
精
」
が
男
性
に
限
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
お
。

水
を
貴
ぶ
こ
と
は
、
『
老
子
』
や
郭
店
楚
簡
の
『
太
一
生
水
』
に
も
見
え
、

一
種
の
流
行
と
も
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
『
老
子
』
に
は
、
「
上
善
は
水
の
若
し
。
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水
善
く
高
物
を
利
し
て
争
そ
わ
ず
、
恩
人
の
悪
む
所
に
慮
る
、
故
に
道
に
幾
し

(
第
八
章
)
ぉ
」
、
「
天
下
、
水
よ
り
柔
弱
な
る
は
莫
し
、
而
も
堅
強
な
る
者
を
攻

む
る
に
之
れ
に
能
く
勝
つ
莫
し
、
其
の
無
を
以
て
之
れ
を
易
く
す
(
第
七
八

章
)
幻
」
と
い
っ
た
表
現
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
水
が
い
か
に

す
ぐ
れ
て
い
る
か
を
説
く
。
そ
の
際
、
水
の
徳
を
人
格
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

生
成
論
と
し
て
の
水
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
太
一
生
水
』
は
、
太
一

と
い
う
根
源
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
水
だ
、
と
述
べ
て
お
り
、
物
事
の
始

ま
り
を
水
に
結
び
つ
け
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

『
管
子
』
の
「
人
は
水
な
り
」
と
、
そ
れ
ら
と
の
関
わ
り
は
不
明
だ
が
、
水

地
篇
が
「
水
」
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
(
図

表
二
、
胎
産
書
と
他
の
書
物
と
の
比
較
表
)

五
行
プ
ラ
ス
一

『
胎
産
書
』
で
は
、
4

ヶ
月
か
ら
9
ヶ
月
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
水
・
火
・

金
・
木
・
土
・
石
に
対
応
し
て
い
る
。
五
行
よ
り
も
一
つ
数
が
多
い
。
鈴
木
千

春
氏
は
、
こ
の
並
び
が
一
般
的
な
五
行
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

五
行
相
生
説
は
、
木
↓
火
↓
土
↓
金
↓
水
↓
木
の
順
番
で
循
環
し
て
い
く
。

木
は
火
を
生
じ
、
火
は
土
を
生
じ
、
士
は
金
を
生
じ
、
金
は
水
を
生
じ
、
水
は

木
を
生
ず
、
と
い
う
形
に
な
る
。
こ
こ
と
は
全
く
一
致
し
て
い
な
い
。

一
方
、

五
行
相
克
(
勝
)
説
は
、
水
・
火
・
金
・
木
・
土
の
順
で
あ
り
、
水
は
火
に
克
ち
、

火
は
金
に
克
ち
、
金
は
木
に
克
ち
、
木
は
土
に
克
ち
、
土
は
水
に
克
つ
、
と
い

う
順
序
で
循
環
す
る
。
5

つ
目
ま
で
は
、
こ
の
相
克
説
に
合
致
す
る
。
ゆ
え
に
、

こ
の
相
克
説
に
則
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
胎
児
の
発
育
は
、
む
し
ろ

足
し
算
の
発
想
で
あ
り
、
胎
児
に
と
っ
て
必
要
な
要
素
を
加
算
し
て
い
く
と
い

う
意
味
合
い
が
強
い
。
相
克
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
ま

た
石
を
加
え
る
と
、
う
ま
く
循
環
し
な
い
。

中
村
顧
里
氏
は
、
『
書
経
』
に
み
え
る
相
生
理
論
を
持
ち
出
し
、
『
胎
産
書
』

の
順
序
は
、
そ
れ
が
変
形
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。
そ
の
推

論
は
興
味
深
い
が
穿
ち
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
相
克
説
の
方
が
相
生
説
よ
り
も
古
い
。
斉
の
都
新
が
、
は
じ
め
て

五
行
の
こ
と
を
説
い
た
時
、
相
克
説
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
『
史
記
』
で
は
、
「
始

皇
、
終
始
五
徳
の
俸
を
推
し
、
以
為
え
ら
く
周
は
火
徳
を
得
、
秦
は
周
の
徳
に

代
わ
る
は
、
勝
た
ざ
る
所
に
従
う
。
方
今
水
徳
の
始
め
・
:
ぉ
」
と
秦
の
始
皇
帝

が
、
い
わ
ゆ
る
五
徳
終
始
説
を
採
用
し
た
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
始
皇
は
数
は
「
六
」
を
貴
ん
だ
と
い
う
。
「
六
」
は
秦
の

聖
数
と
さ
れ
る
。
五
行
で
あ
っ
て
六
を
貴
ぶ
と
い
う
の
は
、
う
ま
く
整
合
し
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
相
克
説
の
順
序
を
借
り
た
上
で
、
そ
れ
に
一
を
加
え

て
六
に
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
胎
児
の
成
長
の
場
合
、
必
ず

し
も
循
環
す
る
五
行
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
加
算
式
で
あ
る
方
が
好
ま



し
い
。
相
克
説
を
持
ち
出
す
と
、
か
え
っ
て
矛
盾
す
る
。
相
克
も
相
生
も
加
算

式
と
は
異
な
る
原
理
で
あ
る
が
、
五
に
石
と
い
う
一
を
足
せ
ば
、
結
果
的
に
加

算
式
と
な
り
、
循
環
し
な
い
の
で
あ
る
。
(
図
表
三
、
五
行
と
身
体
)

き
ん

相
関
関
係
と
し
て
、
水
と
血
、
火
と
気
、
木
と
骨
は
納
得
し
や
す
い
。
金
と

き
ん筋

は
発
音
の
類
似
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
土
は
、
地
表
を
お
お
う
も
の
で
、
そ
れ

を
膚
革
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
。
石
と
豪
(
事
)
毛
も
、
皮
膚
の
上
に
あ
る

硬
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
理
解
は
で
き
る
が
、
細
く
て
長
い
も
の
と
い
う
イ

メ
l

ジ
に
は
合
致
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
付
会
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

馬王堆の胎産書・再蔵図・人字図について

日
用
類
書
や
三
世
相
と
の
類
似

日
用
類
書
お
と
呼
ば
れ
て
い
る
書
物
の
中
に
「
胎
産
書
』
と
類
似
の
表
現
が

み
え
る
。
『
高
用
正
宗
不
求
人
」
種
子
門
、
十
月
受
胎
圃
訣
、
『
五
車
抜
錦

H
U』

保
嬰
門
、
十
月
胎
形
圃
説
、
『
三
台
高
用
正
宗
位
」
胎
産
門
、
十
月
胎
形
、
『
高

書
淵
海

M
M』
婦
人
門
、
十
月
胎
形
圃
説
、
『
五
車
高
賓
全
書
と
、
種
子
門
、
十

月
受
胎
園
、
「
妙
錦
高
賓
全
書
店
制
』
全
嬰
門
、
十
月
胎
形
圃
説
な
ど
に
、
そ
れ

ぞ
れ
月
ご
と
に
十
か
月
に
わ
た
り
胎
児
の
成
長
の
図
が
つ
け
ら
れ
た
上
で
解
説

が
つ
け
ら
れ
る
。
「
胎
産
門
」
と
い
う
部
門
も
あ
る
。

ま
た
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
日
本
で
流
行
し
た
三
世
相
と
呼
ば
れ
る

書
物
が
あ
る
。
前
世
・
現
世
・
来
世
の
三
世
の
因
果
・
吉
凶
を
判
断
す
る
と
い
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う
仏
教
的
な
書
物
で
あ
る
が
、
大
雑
書
と
も
呼
ば
れ
、
民
間
の
生
活
に
必
要
な

雑
多
な
知
識
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
成
に
な
っ
て
も
ま
だ
出
版
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
三
世
相
安
政
雑
書
寓
暦
大
成
占
で
は
、
「
懐
胎
十

月
の
圃
」
が
画
か
れ
る
が
、
初
月
は
不
動
明
王
、
三
月
め
は
文
殊
菩
薩
と
い
う

よ
う
に
、
仏
像
と
一
緒
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
『
永
代
大
雑
書
三
世
相
4
の
「
懐

妊
十
月
園
解
」
で
は
、
四
ヶ
月
ま
で
は
密
教
法
具
の
金
剛
杵
等
が
画
か
れ
、
五
ケ

月
目
よ
り
胎
児
の
形
が
画
か
れ
る
。
十
か
月
目
は
胎
児
の
頭
が
下
に
な
っ
て
い

え
な
を
さ
む

る
。
こ
の
す
ぐ
後
に
、
「
胞
衣
納
る
方
」
が
記
さ
れ
、
「
子
年
で
あ
れ
ば
、
巳
午

ま
た
は
子
の
方
角
が
よ
い
」
な
ど
と
十
二
支
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
別
の

箇
所
に
は
、
「
四
季
皇
帝
の
事
」
と
あ
り
、
四
季
ご
と
に
四
名
の
皇
帝
の
絵
が

え
が
か
れ
、
頭
、
肩
な
ど
身
体
の
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
に
十
二
支
の
名
が
え
が
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
も
胎
児
の
出
生
と
運
勢
を
結
び
つ
け
た
も
の
だ
が
、
後
述
す

る
よ
う
に
人
字
固
と
関
連
す
る
。

三
世
相
の
類
の
書
物
は
他
に
も
多
々
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
み

え
る
、
胎
児
の
成
長
の
様
子
、
出
産
後
の
胞
衣
の
埋
め
方
、
四
季
に
よ
り
生
ま

れ
た
子
の
運
勢
を
占
う
こ
と
、
の
い
ず
れ
も
が
、
「
胎
産
書
」
の
記
さ
れ
て
い

た
吊
の
中
に
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
知
識
は
、
そ
の
基
本
的

な
形
を
か
え
る
こ
と
な
く
、
連
綿
と
伝
わ
り
、
海
を
越
え
て
日
本
の
庶
民
に
ま

で
影
響
を
与
え
て
い
る
。
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図
表
二
、
胎
産
書
と
他
の
書
物
と
の
比
較
表
制

4 ヶ月 3 ヶ月 2 ヶ月 1 ヶ月
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矯以図

童日qh正t 
口
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成五而月

形i務i 操九而月 j動而月l 成七市月 而骨月 五而筋月

五裁乃形形骸乃成十而生月 前!!i!;iì;動数如操九月而 孟需主人品動 )寂成(肢九四七成形月 化)骨化脂脂肉(血化肉六成骨月 筆成(積集而筋五月而
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以 以 以 以

人且E時担服?胎宣礎脅珂満摩宅日十諸神笥R 量買 脂質
E月七 1 六月 五能月動

胃九 明八 生七

産日
五動月自月 月 月

日 日 日
穀 瞳 毛
入 子 髪

25 
是謁成膚以

語がEE匡、v戸ZE 面」のもZ 

一

図
表
三

五
行
と
身
体

918 716 514 
ケケ ケケ ケケ

月 月 月 月 月 月

石 土 木 金 火 水 要素

豪

主量 膚草 骨 筋 気 血

毛
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皮毛 膚草 骨 筋 気 血脈

皮毛 軍 骨 筋 気 血脈 経産
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ニ
、
周
戚
圃

南
方
高
蔵

「
吊
」
は
四
つ
折
り
に
な
っ
て
い
た
が
、
広
げ
た
状
態
で
は
、
大
き
く
上
下

二
段
に
分
か
れ
て
い
る
。
便
宜
上
、
4
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
察
す
る
。(1
)

上
部
右
、
(
2
)上
部
左
、
(
3
)下
部
右
、
(
4
)下
部
左
、
の
順
に
わ
け
る
。

上
部
左
に
画
か
れ
た
図
形
の
中
心
に
「
南
方
局
蔵
」
と
大
き
な
文
字
で
墨
書
さ

れ
て
い
た
。
文
字
は
築
書
だ
が
最
後
を
長
く
伸
ば
し
て
い
る
。
た
だ
、
隷
書
の

特
徴
で
あ
る
波
礁
は
ま
だ
作
ら
れ
て
お
ら
ず
、
家
書
か
ら
隷
書
の
過
渡
期
の
文

字
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

南
方
は
方
位
か

整
理
小
組
は
「
南
方
馬
蔵
」
と
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
図
形
に
つ

け
ら
れ
た
名
称
と
判
断
し
た
よ
う
だ
。
「
南
方
」
と
「
爵
蔵
」
を
2

つ
に
分
け

て
考
察
し
、

本
圏
在
吊
書
左
上
部
、
名
〈
再
減
(
蔵
)
〉
、
圃
上
「
南
方
」
係
標
明
方
位
、

以
上
矯
南
、
輿
同
墓
古
地
圃
向
。
園
的
意
義
見
吊
書
〈
雑
療
方
》
中
的
〈
爵

戴
埋
胞
圃
法
》
。
再
字
原
加
有
株
賭
図
。

と
い
、
っ
。

「
南
方
」
は
方
位
で
あ
り
、
上
を
南
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
じ
く
馬
王
堆

出
土
の
地
図
と
同
様
で
あ
る
。
図
の
意
味
は
『
雑
療
方
』
の
中
の
『
爵
戴
埋
胞

圃
法
』
に
み
え
る
。
「
爵
」
の
文
字
に
は
、
も
と
、
朱
で
点
が
打
た
れ
て
い
た

と
い
、
っ
。

南
方
国
蔵

「
南
方
爵
蔵
」
四
文
字
は
中
央
に
書
か
れ
図
の
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
「
南
方
」
は
、
『
白
書
』
の
図
に
四
方
(
東
方
・
西
方
・
南
方
(
図
版

参
照
)
・
北
方
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
墨
書
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
参
考
に
す

れ
ば
方
角
で
あ
る
。
図
の
部
分
は
、
た
ん
に
「
爵
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
『
雑
療
方
』
の
原
文
二
十
四
に
「
爵
戴
(
蔵
)
組
(
埋
)
包
(
胞
)

国
法
」
と
み
え
、
こ
れ
は
「
爵
蔵
埋
胞
園
法
(
爵
が
胞
衣
を
蔵
埋
す
る
固
法
)
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
爵
蔵
は
、
こ
れ
を
省
略
し
、
最
初
の
部
分
の
み
を
記
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

南
と
男

「
南
方
」
は
方
位
と
解
釈
し
た
が
、
『
胎
産
書
』
の
冒
頭
部
分
に
「
・
:
三
日
中

従
之
、
有
子
。
其
一
日
南
(
男
)
、
其
二
日
女
殴
(
也
)
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、



15 馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

5 折れ線のついた状態
4 さらにもう一度、折る

戒機武

., 
『睡虎地秦簡』文物出版社 1990
白書乙書図版の写真(左) 136頁、同稗文註稼 250頁
206武-218試の書きおこし図(右)。
「南方(東方・北方・西方) J の語がみえる。

五車抜錦

1 折る前の状態

南方高械の大書と転写の状況
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「
南
」
は
「
女
」
と
対
比
し
て
使
用
さ
れ
、
「
男
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
南
」
と

「
男
」
は
発
音
も
同
じ
で
あ
る
。
「
南
方
」
は
「
有
南
(
男
)
子
方
」
の
省
略
形

と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
男
子
を
得
る
た
め
の
方
法
」
と
い
う
縁
起
も
か

つ
い
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

十
二
支
で
も
方
位
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
再
蔵
園
で
は
、
朱
線
が
ま
さ
に

十
二
の
方
角
を
指
し
示
し
て
い
る
。
爵
蔵
圃
は
全
体
と
し
て
も
正
方
形
に
近
く
、

月
ご
と
に
み
て
も
方
形
で
あ
る
。
天
円
地
方
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
で
に
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
宅

な
お
馬
繕
興
氏
は
前
掲
「
馬
王
堆
古
醤
書
考
稗
」
で
「
爵
蔵
圃
」
を
「
示
意

圃
主
と
し
て
書
き
直
し
て
い
る
。
こ
の
図
は
わ
か
り
や
す
い
が
、
も
と
あ
っ

た
朱
線
を
す
べ
て
消
去
し
た
上
で
、
方
形
で
は
な
く
、
時
計
の
よ
う
に
丸
い
図

で
あ
ら
わ
す
。
も
し
、
方
形
で
あ
る
こ
と
に
、
「
地
」
を
あ
ら
わ
す
意
味
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
円
形
に
書
き
直
す
必
要
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

図
が
上
で
文
章
が
下
に
あ
る
理
由

縦
書
き
の
文
章
は
、
ふ
つ
う
上
か
ら
下
に
書
き
、
ま
た
右
か
ら
左
に
書
く
。

け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
、
そ
う
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
こ
の
爵
蔵
圃
の
表
を

例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
図
を
書
く
者
は
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
南
面
し
て
い
る
。

十
二
支
の
方
角
で
い
え
ば
、
子
(
北
)
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
右
(
時

計
)
回
り
で
進
む
。
開
始
位
置
は
も
っ
と
も
下
の
左
に
あ
る
。
正
月
は
足
下
の

左
下
に
あ
り
、
二
月
は
そ
の
上
に
あ
り
、
三
月
は
そ
の
ま
た
上
に
あ
り
、
四
月

は
そ
の
ま
た
上
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
左
か
ら
右
に
進
み
、
次
に
五
月
、
六

月
、
七
月
ま
で
行
き
、
今
度
は
下
に
さ
が
り
、
八
月
、
九
月
、
十
月
と
最
下
段

ま
で
行
き
、
つ
ぎ
に
左
へ
十
一
月
、
十
二
月
と
進
ん
で
一
巡
す
る
。

正
月
か
ら
四
月
ま
で
は
階
段
を
上
に
積
み
上
が
っ
て
い
く
よ
う
な
進
み
方
を

し
て
、
上
段
に
至
れ
ば
、
左
か
ら
右
に
進
む
。
階
段
を
下
か
ら
上
に
あ
が
っ
て

い
く
よ
う
な
書
き
方
は
、
甲
骨
文
が
そ
う
で
あ
る
。
石
を
積
む
時
に
、
ま
ず
、

下
か
ら
積
ん
で
い
く
の
に
似
て
い
る
。
「
易
』
の
乾
坤
の
卦
も
下
か
ら
書
く
。

数
字
の
一
、
二
、
三
、
四
(
横
棒
を
四
つ
重
ね
た
も
の
)
も
本
来
、
算
木
を
並
べ

た
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て
い
る
と
す
れ
は
、
下
か
ら
順
に
積
み
上
げ
た
の
か
も
知

れ
ず
、
書
き
順
も
本
来
は
下
か
ら
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

『
五
十
二
病
方
』
は
ま
ず
半
分
に
折
ら
れ
て
い
た
。
吊
の
幅
が
広
す
ぎ
る
た
め
、

そ
の
ま
ま
書
け
ば
縦
に
長
す
ぎ
る
。
そ
の
た
め
、
折
っ
て
幅
を
半
分
に
し
、
書

き
や
す
く
、
ま
た
読
み
や
す
く
し
て
い
る
。
『
胎
産
書
』
の
場
合
も
上
下
に
分

か
れ
る
が
、
吊
全
体
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
①
妊
娠
↓
胎
児
の

成
長
↓
出
産
(
『
胎
産
書
』
、
下
半
分
に
書
か
れ
て
い
る
)
↓
②
胞
衣
の
埋
蔵
(
「
再

減
圃
」
、
上
半
分
の
左
側
に
描
か
れ
る
)
↓
③
子
の
運
勢
(
「
人
字
圃
」
、
上
半

分
の
右
側
に
横
向
き
に
描
か
れ
る
)
と
見
て
い
け
ば
、
全
体
の
流
れ
は
ス
ム
I

ズ
で
あ
る
。
吊
全
体
は
、
お
そ
ら
く
、
ま
ず
右
下
の
文
章
の
部
分
を
最
初
に
読

む
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
右
下
か
ら
左
下
部
分
に
う
つ
り
、
そ
れ



か
ら
、
左
上
の
部
分
の
図
に
移
り
、
そ
の
あ
と
、
右
上
の
人
字
園
に
行
く
と
い

う
順
序
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
種
の
吊
が
折
っ
て
幅
を
半
分
に
す
る
と
す
れ
ば
、

ふ
つ
う
に
右
か
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

胞
衣
の
埋
め
方

胞
衣
の
埋
め
方
に
関
し
て
は
『
雑
療
法
』
原
文
二
十
三
に
説
明
が
あ
る
。
「
再

え
な
ろ
す

が
胞
を
蔵
埋
す
る
と
い
う
圃
法
に
、
胞
を
埋
め
る
の
は
、
小
時
、
大
時
の
在
る

所
を
避
け
、
産
ま
れ
月
に
よ
っ
て
、
寿
命
の
長
く
な
る
も
の
を
選
ん
で
、
胞
を

埋
め
る
、
と
あ
る
こ
と
み
え
る
。

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

こ
こ
で
は
、
そ
の
原
理
的
な
意
味
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。
「
小
時
」
は

月
建
(
北
斗
)
、
「
大
時
」
は
太
歳
(
木
星
)
を
さ
し
、
そ
の
方
角
を
犯
す
こ
と

は
死
を
意
味
す
る
。
「
小
時
、
大
時
の
在
る
所
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
時
間
を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
「
所
」
、
つ
ま
り
「
方
角
」
と
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
。
方
角
は
「
十
二
支
」
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

方
角
と
時
間
は
本
来
、
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
時
間
を
循
環

さ
せ
る
表
現
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
密
接
に
関
連
す
る
よ
う
に
な
る
。

世
界
史
の
年
表
の
よ
う
に
直
線
的
に
時
間
が
進
む
と
考
え
る
の
が
、
直
線
的

時
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
の
進
行
と
と
も
に
ま
っ
す
ぐ
に
進
ん
で
い
く
。
一
方
、

天
体
の
運
行
、
太
陽
や
月
の
動
き
の
よ
う
に
、
循
環
す
る
も
の
と
し
て
時
間
を

17 

捉
え
る
。
こ
れ
が
循
環
的
時
間
ω

で
あ
る
。
直
線
的
時
間
を
あ
ら
わ
す
時
計
を

作
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
毎
日
の
繰
り
返
し
は
、
針
が
ぐ
る
ぐ
る
回

る
柱
時
計
の
時
計
盤
の
よ
う
な
形
で
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
時
間
を

二
次
元
の
平
面
上
に
模
式
図
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
間
は
本
来
、

二
次
元
で
も
平
面
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
な
模
式
図
の
中
に
押
し
込

め
た
こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
聞
か
れ
た
。

一
方
、
方
角
は
本
来
、
空
間
の
中
の
あ
る
一
点
を
基
点
と
し
て
の
相
対
的
な

位
置
関
係
で
あ
る
。
上
下
を
無
視
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
平
面
と
い
う
二
次
元

の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
見
た
『
白
書
」
で
は
、
東
西
南
北

が
示
さ
れ
て
い
た
。
再
蔵
園
で
は
「
南
」
と
「
十
二
支
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

古
代
の
十
二
支
は
年
、
月
、
日
、
時
に
使
わ
れ
、
時
間
を
表
す
際
に
も
不
可
欠

な
単
位
で
あ
っ
た
。

時
間
、
方
角
が
、
と
も
に
平
面
に
表
さ
れ
、
な
お
か
っ
、
ど
ち
ら
も
同
じ
単

位
で
あ
る
十
二
支
が
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
紛
ら
わ
し
い
が
、
そ
の
こ
と

に
よ
り
、
方
角
と
時
間
は
ぴ
っ
た
り
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
。
時
計
盤
に
磁
石
の

方
位
盤
を
重
ね
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
午
の
位
置
は
お
昼
の
十
二
時
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
方
角
的
に
は
「
南
」
と
な
る
。

時
刻
の
か
わ
り
に
十
二
ヶ
月
と
い
う
月
を
こ
の
盤
の
上
に
重
ね
た
と
想
像
し

て
み
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
「
爵
蔵
圃
」
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
は
円
盤
で
は
な
く
、
方
形
で
あ
る
た
め
、
子
(
ロ
)
の
位
置
と
午

(
6
)

の
位
置
が
、
ぴ
っ
た
り
と
上
下
に
は
こ
な
い
。
な
ぜ
方
形
な
の
か
と
い
う
説
明



、
、
、

4
n
u

宇
山u
i
v

が
な
い
が
、
天
円
地
方
に
則
り
、
方
形
で
地
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

18 

一
ヶ
月
ご
と
に
上
記
の
よ
う
な
方
位
は

爵
蔵
図
は
十
二
の
月
か
ら
な
る
が
、

記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
暗
黙
の
了
解
事
項
で
あ
る
。
こ
こ
に
理
念
的
な
寿

命
叩
歳

j
m歳
を
当
て
は
め
て
み
る
と
、
そ
の
右
の
図
、
概
念
図
に
な
る
回
。

右
回
り
に
初
度
移
動
す
る
ご
と
に
寿
命
が
m
歳
ず
つ
増
え
て
い
き
、
最
長
の
寿

命
は
凶
歳
と
な
る
。
こ
の
理
念
的
な
図
を
基
準
と
し
て
、
『
准
南
子
』
に
い
う

図
表
四

。J I L70 

lOl I 190 

0鴎蔵図の月だけを
書き出したもの

反JIL申
寅つ I r一成

0大時(死)・小時(死)
が入らないと仮定した
ときの概念図

0方位図

「
大
時
(
成
池
)
」
と
「
小
時
」
の
位
置
が
月
ご
と
に
移
動
し
て
い
く
。
移
動
に

は
法
則
性
が
あ
る
。
「
大
時
」
は
毎
月
、
卯
度
ず
つ
時
計
ま
わ
り
に
動
く
。
つ

ま
り
時
計
で
い
え
ば
、
3
、

6

、
9
、
ロ
の
位
置
に
動
い
て
い
く
。
こ
れ
は
神
祭

の
動
き
方
と
同
様
で
あ
る
。
「
小
時
」
は
毎
月
、
初
度
ず
つ
時
計
ま
わ
り
に
動

い
て
い
る
。
爵
蔵
図
で
は
、
そ
の
位
置
に
「
死
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
「
大
時
」
の
「
死
」
を
O
で
囲
ん
だ
。
正
月
に
「
大
時
」

は
卯
の
方
角
に
あ
り
、
二
月
に
は
午
の
方
角
に
あ
る
。
卯
度
ず
つ
な
の
で
四
ケ

月
で
一
巡
し
、

一
年
で
三
巡
す
る
。
一
方
、
正
月
に
「
小
時
」
は
寅
の
方
角
に

あ
る
。
こ
れ
は
初
度
ず
つ
循
環
す
る
た
め
、
ち
ょ
う
ど
一
年
で
一
巡
す
る
。
こ

の
「
大
時
」
「
小
時
」
の
二
つ
の
基
準
が
同
じ
盤
面
で
月
ご
と
に
移
動
し
て
い
く
。

そ
れ
で
は
寿
命
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
は

法
則
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
時
」
「
小
時
」
つ
ま
り
「
死
」
の
す
ぐ
後
の
方
角

は
「
加
」
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
時

が
卯
つ
ま
り
東
の
方
角
に
あ
る
時
は
、
そ
の
次
の
辰
の
方
角
は
却
で
は
な
く
て

却
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
死
」
で
い
っ
た
ん
リ
セ
ツ

卜
さ
れ
て
、
「
却
」
あ
る
い
は
「
却
」
か
ら
、
ま
た
始
ま
る
と
考
え
れ
ば
わ
か

り
や
す
い
。

」
の
図
で
は
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
(

)
を
つ
け
て
補
っ
た
。
ま
た
誤
写

か
と
思
わ
れ
る
も
の
に
も
(

)
を
つ
け
、
そ
の
中
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
数

字
を
入
れ
て
い
る
。
大
時
・
小
時
は
規
則
正
し
く
動
く
た
め
、
欠
け
て
い
て
も
、
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『馬王堆漠墓〔慰J .l 134 頁、附園二より
「死」には 30度ずつ動く小時の「死」と ω度ずつ動く大時の「死」がある。区別するために
大時の「死」をOで囲んだ。小時の「死」のあとは寿命がリセットされて 20 になる。大時の
「死」のあとは法則性が不明。小時の「死」と同様に寿命がリセットされて 20 になることが多い。
ただし、 30、 40 になる場合もある。東側の「死J のあとだけは寿命がリセットされて 30 にな
ると考え、そうなっていないところは誤記と考え、( )で補ったが判然としない。

そ
の
場
所
は
確
定
し
う
る
。
ま
た
先
ほ
ど
あ
げ
た
法
則
通
り
に
数
字
が
醍
め
込

19 

数
字
は
(

ま
れ
て
い
く
た
め
、
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
確
定
し
う
る
。
こ
の
推
測
に
よ
る

)
の
中
に
表
し
た
。
微
妙
に
そ
の
配
列
に
合
致
し
て
い
な
い
も
の

も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
数
字
を
、
書
か
れ
て
い
る
数
字
の

後
ろ
に
(
)
に
入
れ
て
表
し
た
。

具
体
例
で
説
明
し
て
み
よ
う
。
十
二
月
は
「
大
時
」
の
「
死
(
太
字
で
表
し
た
)
」

と
「
小
時
」
の
「
死
」
が
連
続
す
る
。
そ
の
た
め
、
(
死
)
(
子
)
・
(
死
)
(
丑
)
・

加
(
寅
)
・
却
(
卯
)
・
却
(
辰
)
・
印
(
巳
)
・

ω
(
午
)
・
叩
(
未
)
・
初
(
申
)
・

叩
(
画
)
-
m
(
成
)
-
m
(
亥
)
と
規
則
正
し
く
配
列
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

最
高
寿
命
は

m歳
と
な
る
。
二
月
は
、
初
(
子
)
・
鈎
(
丑
)
・
卯
(
寅
)
・
死

(
卯
)
・
却
(
辰
)
・
却
(
巳
)
・
死
・
却
(
却
)
(
午
)
・
(
却
)
(
未
)
・
(
却
)
(
申
)
・

(
印
)
(
酉
)
・
ω
(
成
)
・
河
(
亥
)
と
な
る
。
大
時
の
死
の
後
の
却
は
却
に
な

る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
(

)
内
に
補
っ
た
。
こ
の
場
合
、
最
高
の
寿
命
を
得

る
場
所
は
、
寅
の
方
角
で
卯
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

図
の
形

こ
の
図
に
み
え
る

L

字
形
(
カ
ギ
形
)
等
の
記
号
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
十
二
の
方
位
に
き
れ
い
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
中
山
王
国
出
土
の

石
製
六
博
棋
盤
臼
が
こ
の
形
に
よ
く
似
る
。
動
物
の
文
様
等
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
て
い
る
(
図
版
参
照
)
が
、
そ
の
区
画
を
示
す
記
号
が
爵
蔵
圃
に
よ
く
似
て

い
る
。
六
博
は
博
(
双
六
の
類
)
の
こ
と
で
、
博
突
の
語
源
と
も
な
っ
た
遊
戯

に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
サ
イ
コ
ロ
に
相
当
す
る
六
本
の
箸
を
振
っ
て
葉

を
進
め
る
。
サ
イ
に
は
神
意
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
コ
マ
の
進
め
方
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は
人
智
が
必
要
で
あ
る
。
「
六
」
は
天
地
四
方
の
六
つ
の
方
位
を
指
し
、
当
時

の
宇
宙
論
の
根
幹
を
示
す
言
葉
で
あ
ろ
う
。

員
蔵
圃
も
六
博
も
四
角
四
方
で
あ
る
が
、
こ
の
形
は
後
に
鏡
の
文
様
に
取
り

入
れ
ら
れ
て
、
T
L
V

字
鏡
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
国
で
は
博
局
鏡
と

い
う
。
こ
れ
ら
は
式
盤
に
も
似
る
。
そ
こ
で
は
四
角
い
盤
の
上
に
回
転
す
る
半

球
が
載
せ
ら
れ
る
。
動
か
す
こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
も
の
図
を
書
く
必
要
が
な

く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
式
盤
に
は
方
位
と
時
間
だ
け
で
な
く
天
の
星
座
ま
で
記

さ
れ
て
い
る
。

占
い
は
神
の
意
志
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
方
法
だ
が
、
人
智
に
よ
っ
て
悪
い
運

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

勢
を
変
え
る
余
地
も
あ
る
。
爵
蔵
固
で
は
神
と
い
う
よ
り
も
天
と
い
っ
た
方
が

よ
い
が
、
大
時
・
小
時
の
動
き
が
天
の
意
志
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
規

則
正
し
い
宇
宙
の
運
行
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
大
時
・
小
時
以
外

の
命
数
を
選
ぶ
の
が
人
智
で
あ
り
、
こ
の
図
は
宇
宙
の
原
理
と
、
そ
れ
と
相
関

す
る
人
間
の
運
勢
を
解
読
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

胞
衣
の
埋
め
方
の
実
際
例

胞
衣
の
埋
蔵
の
こ
と
は
『
醤
心
方
』
所
収
の
『
産
経
』
に
み
え
る
。
ま
た
民

俗
学
で
は
永
尾
龍
造
『
支
那
民
俗
誌4
児
童
篇
に
「
胞
衣
の
慮
置
と
俗
信
」
・
「
胞

衣
の
埋
め
方
と
俗
信
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
胞
衣
は
子
供
の
瞬
の
緒

21 

と
相
連
携
し
て
居
る
と
云
ふ
関
係
か
ら
、
胞
衣
と
子
供
と
の
間
に
は
、
密
接
不

離
の
関
係
が
あ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
と
胞
衣
と
子
供
と

は
同
じ
く
母
腹
に
在
っ
て
、
し
か
も
同
時
に
出
て
来
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
小
児
と
同
程
度
の
重
要
さ
を
持
つ
も
の
と
視
て
大
切
に
す
る
の
で
あ
る
“
」

と
い
う
の
が
そ
の
理
論
で
あ
る
。

こ
れ
は
た
ん
に
中
国
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
フ
レ
ー
ザ
ー
は
「
臓
の
緒
や

後
産
が
保
存
さ
れ
て
適
当
な
取
扱
か
い
を
受
け
る
時
は
栄
達
す
る
の
に
引
き
か

ぇ
、
も
し
そ
れ
が
害
わ
れ
る
か
失
わ
れ
る
か
す
れ
ば
災
厄
に
見
舞
わ
ら
れ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
:
・
ス
マ
ト
ラ
の
パ
タ
ク
族
も
ま
た
も
ま
た
胎
盤

を
赤
ん
坊
の
弟
ま
た
は
妹
と
み
な
し
て
家
の
床
下
に
葬
る
:
・
。
カ
ロ
パ
タ
ク
族

は
、
人
間
の
も
つ
二
つ
の
霊
魂
の
う
ち
で
、
床
下
の
胎
盤
と
共
に
あ
る
も
の
こ

そ
真
実
の
霊
魂
で
あ
る
と
さ
え
確
信
し
て
い
る
。
・
:
こ
の
よ
う
に
、
世
界
中
の

多
く
の
地
方
で
、
臓
の
緒
、
ま
た
は
更
に
一
般
的
に
は
後
産
は
、
嬰
児
の
兄
弟

も
し
く
は
姉
妹
で
あ
る
生
き
物
と
見
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
子
供
の
守
護
霊
ま
た
、

そ
の
魂
の
一
部
を
宿
す
物
質
的
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ご
と
述
べ
て
い
る
。

中
国
古
代
の
胞
衣
の
埋
蔵
と
寿
命
の
関
係
に
関
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
理
論
は

適
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
丹
波
康
頼
の
『
馨
心
方
』
に
も
中
国
の
事
例
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
胞
衣
の
埋
蔵
が
そ
の
人
の
運
勢
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
考
え
方

は
、
後
世
、
陰
宅
風
水
で
、
祖
先
の
骨
を
ど
こ
に
埋
め
る
か
に
よ
っ
て
、
子
孫

の
運
勢
が
規
定
さ
れ
る
の
と
似
て
い
る
。
日
本
の
考
古
学
的
な
具
体
例
に
関
し

て
は
『
埋
聾
ω

』
に
詳
し
い
。
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高
と
高
蔵
図

「
爵
蔵
圃
」
の
「
爵
」
は
儒
教
で
は
夏
王
朝
の
始
祖
と
さ
れ
る
人
物
。
民
間

で
は
行
神
(
旅
行
の
安
全
を
司
る
神
)
と
さ
れ
て
い
る
。
『
五
十
二
病
方
』
で

は
馬
の
名
を
出
し
て
悪
鬼
を
威
嚇
し
、
再
の
歩
行
法
で
あ
る
爵
歩
を
行
っ
て
治

療
す
る
方
法
が
記
さ
れ
、
『
千
金
翼
方
」
巻
二
九
禁
経
上
に
も
継
承
さ
れ
て
い

る
ω
。」

こ
で
は
『
産
経
』
に
み
え
る
爵
の
話
加
を
紹
介
し
た
い
。

昔
、
馬
、
雷
津
の
上
に
於
い
て
す
。
一
婦
人
、
悲
突
し
て
来
た
る
有
り
。
爵
、

わ
か
じ
に

其
の
由
を
問
う
。
答
え
て
日
く
、
妾
、
子
を
産
み
て
皆
な
夫
し
、
一
も
生

き
て
在
る
無
し
。
故
に
哀
突
す
、
と
。
馬
、
此
の
法
を
教
え
、
子
皆
な
長
書
、

復
た
天
失
す
る
無
き
な
り
、
と
。
産
胞
衣
を
取
り
、
善
く
択
び
、
草
塵
を

去
り
、
之
れ
を
洗
う
こ
と
清
く
す
。
一
土
人
を
作
り
、
児
男
を
生
む
者
は

男
像
を
作
り
、
児
女
を
生
む
者
は
女
像
を
作
り
、
緯
衣
を
以
て
土
人
を
褒

む
。
先
ず
三
銭
を
以
て
新
華
中
に
置
き
、
巳
に
し
て
土
人
を
取
り
銭
上
に

か
め

著
け
、
復
た
子
の
胞
を
取
り
銭
上
に
置
き
、
以
て
臥
を
蓋
い
、
周
り
を
し

ち
ち

て
密
封
し
、
之
れ
に
泥
せ
し
む
。
算
多
き
地
上
を
案
じ
、
児
の
公
を
し
て

自
ら
掘
り
て
之
れ
を
埋
め
し
む
。
畢
り
て
、
祝
し
て
日
く
、
一
銭
は
汝
が

地
主
を
領
せ
ん
が
潟
、

一
銭
は
汝
が
害
、
算
を
領
せ
ん
が
潟
、
一
銭
は
汝

が
口
食
を
領
せ
ん
が
矯
、
と
。
詑
り
て
左
足
を
以
て
之
れ
を
踏
み
、
堅
く

築
く
こ
と
上
の
法
の
如
く
す
。

後
世
の
書
で
は
あ
る
が
、
爵
が
嬰
児
を
健
全
に
発
育
さ
せ
る
方
法
を
知
っ
て

お
り
、
そ
れ
が
胞
衣
の
埋
葬
法
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
泥
人
形
を
つ
く
り
、
赤
い
衣
を
着
せ
て
、
埋
め
る
と
い
う
。

以
下
、
『
南
方
再
蔵
圃
』
の
理
解
の
た
め
に
、
『
産
経
』
に
み
え
る
胞
衣
の
埋

蔵
に
関
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
紹
介
す
る
。
生
ま
れ
た
日
(
十
干
)
と
胞
衣

を
埋
め
る
日
(
十
干
)
の
吉
凶
、
ま
た
胞
衣
を
埋
め
る
月
と
方
位
と
子
の
寿
命

と
の
関
連
等
が
記
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
胞
衣
を
埋
め
る
方
法
と
子
供
の
寿
命
が

関
連
す
る
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
は
同
様
で
あ
る
。

「
『
産
経
』
に
云
う
、
正
月
亥
子
、
二
月
丑
寅
、
三
月
巳
午
寅
、
四
月
申
酉
卯
、

五
月
亥
酉
、
六
月
寅
卯
辰
、
七
月
午
、
八
月
未
申
、
九
月
巳
亥
、
十
月
寅
申
、

十
一
月
未
午
、
十
二
月
申
酉
(
吉
日
)
(
『
醤
心
方
』
巻
二
三
、
蔵
胞
衣
吉
凶
日

法
第
十
六
)
」
。

こ
れ
は
月
に
よ
っ
て
、
吉
日
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

子
供
の
寿
命
が
何
歳
ま
で
と
い
っ
た
具
体
的
な
こ
と
は
、
全
く
記
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
埋
め
る
日
で
あ
り
、
埋
め
る
方
角
で
は
な
い
。
こ
れ
に

よ
く
似
た
も
の
は
日
本
の
暦
の
中
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
ご
く
近
い
時
代
に
ま
で

残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
正
時
代
発
行
の
『
新
版
三
世
相
大
鑑

4
に
も
「
胞



を
さ
む

衣
を
納
る
方
の
事
」
と
し
て
、
「
・
:
丑
年
ハ
う
し
の
方
か
午
ひ
つ
じ
の
間
:
・
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
年
ご
と
の
変
化
の
様
子
は
大
ま
か
に
は
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
馬
王
堆
の
も
の
ほ
ど
整
理
さ
れ
た
法
則
性
は
な
く
、
ま
た
馬
王
堆

の
も
の
と
の
厳
密
な
整
合
性
は
な
い
。

」
の
よ
う
な
習
俗
は
、
お
そ
ら
く
産
婆
な
ど
を
通
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
婦
人
科
の
医
院
で
子
を
産
む
よ
う
に
な
っ
て
急
速
に
廃
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

「
又
た
云
う
、
甲
乙
に
生
ま
る
れ
ば
、
丙
丁
に
蔵
す
。
丙
丁
に
生
ま
る
れ
ば
、

戊
己
に
蔵
す
。
戊
己
に
生
ま
る
れ
ば
、
庚
辛
に
蔵
す
。
庚
辛
に
生
ま
る
れ
ば
、

馬王堆の胎産書・再蔵図・人字図について

壬
発
に
蔵
す
。
壬
突
に
生
ま
る
れ
ば
、
甲
乙
に
蔵
す
(
吉
日
)
(
向
上
)
」
。

こ
こ
で
は
生
ま
れ
た
日
と
胞
衣
を
埋
め
る
日
が
機
械
的
に
相
関
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
干
支
に
関
す
る
呪
術
の
特
徴
は
機
械
的
な
操
作
に
よ
っ
て
、
日
や

方
位
な
ど
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
合
理
性
を
も
つ
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
最
短
の
場
合
は
翌
日
、
最
長
の
場
合
で
も
三
日
後
に
埋
め
る

と
い
、
つ
こ
と
に
な
る
。

「
『
産
経
』
に
云
う
、
春
は
甲
乙
を
以
て
す
る
無
か
れ
。
夏
は
丙
丁
を
以
て
す

る
無
か
れ
。
秋
は
庚
辛
を
以
て
す
る
無
か
れ
。
冬
は
壬
突
を
以
て
す
る
無
か
れ
。

右
の
四
時
は
忌
日
。
皆
な
悪
し
。
避
け
ざ
れ
ば
身
(
生
)
子
倶
に
亡
ぶ
(
忌
日
)
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(
同
上
)
」
。

こ
こ
か
ら
は
吉
日
で
は
な
く
、
忌
み
日
で
あ
る
。
ま
た
十
干
を
四
季
の
四
つ

に
分
類
し
て
い
る
た
め
、
戊
発
の
二
つ
だ
け
が
忌
み
日
で
は
な
い
。

「
又
た
云
う
、
甲
辰
・
乙
巳
・
丙
丁
午
未
(
丙
午
・
丁
未
か
)
・
戊
申
・
戊
成
。

す
べ
か
ら

右
の
日
、
胞
を
蔵
す
る
勿
か
れ
。
浄
め
洗
う
こ
と
十
鈴
過
、
盆
中
に
置
き
、
須
く

良
日
を
待
ち
て
乃
ち
之
れ
を
蔵
す
可
し
(
忌
日
)
(
向
上
)
」
。

「
又
た
云
う
、
月
の
十
日
、
廿
日
を
避
け
、
月
の
未
だ
童
き
ざ
る
の
一
日
は

胞
を
埋
む
可
か
ら
ず
。
大
凶
な
り
(
向
上
)
」
。

「
又
た
云
う
、
月
の
一
日
、
十
一
日
、
廿
一
日
を
避
け
よ
。
凶
な
り
。
又
た
云
う
、

建
・
除
・
破
・
厄
・
閉
日
を
避
け
よ
。
大
凶
な
り
。
又
た
云
う
、
児
の
生
日
を

以
て
す
る
勿
か
れ
。
児
を
し
て
書
な
ら
ざ
ら
し
む
。
又
た
云
う
、
胞
を
埋
む
る

は
、
牢
日
を
以
て
す
れ
ば
、
小
児
死
す
(
牢
日
の
法
は
『
湛
館
経
』
中
に
在
り
)

(
向
上
)
」
。

」
こ
に
は
「
建
」
の
こ
と
が
み
え
る
。

「
凡
そ
胞
胎
を
蔵
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
詳
ら
か
に
十
二
月
図
を
視
る

可
し
。
算
多
き
慮
の
者
は
害
時
有
り
。
算
少
な
き
処
の
者
は
毒
少
な
し
。
或
い
は

算
多
き
地
な
る
者
も
、
忌
神
併
さ
ん
と
す
る
者
な
ら
ば
、
亦
た
当
に
之
れ
を
避

く
べ
し
。
次
に
算
を
取
る
こ
と
多
け
れ
ば
、
亦
た
吉
な
り
。
又
た
既
に
毒
地
を

得
て
、
其
の
日
、
悪
な
る
者
は
、
待
つ
に
良
日
を
以
て
乃
ち
之
れ
を
埋
む
れ
ば
、

吉
。
又
た
毒
処
為
る
と
躍
も
、
必
ず
高
惨
向
陽
の
地
を
得
よ
。
能
く
す
る
者
は

書
長
く
、
智
高
く
、
富
貴
極
む
る
無
き
な
り
。
其
の
高
惨
の
地
な
る
者
は
、
遠

近
自
在
に
し
て
苦
し
む
無
し
(
蔵
胞
衣
吉
方
第
十
八
)
」
。
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こ
こ
に
み
え
る
十
二
月
園
と
い
う
の
が
、
馬
王
堆
の
再
蔵
園
に
近
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
再
蔵
圃
は
後
世
、
十
二
月
園
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
「
醤
心
方
』
で
は
、
そ
の
図
で
寿
命
が
多
く
て
も
、
他
の
基
準
の
も

の
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
よ
く
な
い
場
合
は
、
変
更
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
い

く
つ
か
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
又
た
云
う
、
経
に
日
く
『
産
子
の
胞
胎
を
蔵
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず

十
二
月
神
圃
を
視
よ
。
八
神
、
諸
神
の
方
に
在
る
は
至
り
犯
す
可
か
ら
ず
。
之

れ
を
犯
さ
ば
、
各
重
し
。
慎
し
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
』
と
(
向
上
)
」
。

馬
王
堆
の
も
の
は
、
大
時
と
小
時
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
「
十
二
月

神
」
と
そ
の
図
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
算
」
が
多
い
も
の
は
寿
命
が
長
く
、

少
な
い
者
は
寿
命
が
短
い
。
生
ま
れ
た
時
か
ら
寿
命
が
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う

定
命
論
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
完
全
に
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

や
り
方
に
よ
っ
て
微
妙
に
か
わ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
価
値
が

存
す
る
。
こ
こ
で
は
胞
衣
を
埋
め
る
時
間
(
日
の
良
し
悪
し
)
と
場
所
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
る
。
日
当
た
り
の
よ
い
高
い
場
所
が
と
く
に
ょ
い
と
さ
れ
る
。
そ

れ
は
寿
命
だ
け
で
な
く
智
恵
や
富
貴
と
も
か
か
わ
る
と
い
う
。
ま
た
諸
神
の
居

場
所
を
犯
し
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
禁
忌
も
多
い
。

「
正
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
丁
の
地
、
吉
、
年
一
百
(
是
れ
天
徳
の
地
)
。
丑

の
地
は
年
百
十
、
而
れ
ど
も
月
熱
(
殺
)
併
せ
て
在
り
。
亦
た
小
児
、
禍
害
の

地
、
故
に
其
の
善
と
成
さ
ず
。
他
皆
な
此
れ
に
妓
う
。
又
た
日
虚
月
徳
、
丙
に

在
り
、
天
道
、
辛
に
在
り
。

一
一
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
人
門
の
地
、
吉
、
年
、
九
十
(
是
れ
天
徳
、
人
道
の
地
)
。

天
門
、
鬼
門
は
吉
神
有
り
と
雄
も
、
而
れ
ど
も
是
れ
小
児
、
禍
害
絶
命
の
地
、

故
に
不
吉
。
丑
の
地
、
書
多
く
し
て
小
児
、
行
年
立
つ
る
所
の
地
、
故
に
犯
す

可
か
ら
ず
。
至
兇
な
り
。
又
た
乙
丁
辛
の
地
、
悪
神
無
し
、
之
れ
を
用
う
可
し
。

三
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
庚
の
地
、
吉
、
年
、
九
十
二
(
是
れ
天
徳
、
人
道

の
地
)
。
又
た
壬
地
大
吉
(
是
れ
天
道
の
地
)
。
又
た
丁
の
地
、
吉
。

四
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
辛
の
地
、
吉
、
年
、
八
十
(
是
れ
天
徳
、
人
道
の

地
)
。
又
た
丁
の
地
(
是
れ
天
道
)
。

五
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
乾
の
地
、
吉
、
年
、
九
十

(
是
れ
天
徳
、
人
道

の
地
)
。
又
た
乙
辛
の
地
、
悪
神
無
し
。

六
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
壬
の
地
、
吉
、
年
、
七
十
八
(
是
れ
天
徳
、
人
道

の
地
)
。
又
た
乙
辛
の
地
、
悪
神
無
し
。

七
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
発
の
地
、
吉
、
年
、
七
十
八
(
是
れ
天
徳
、
人
道

の
地
)
。
又
た
辛
の
地
(
天
道
)
壬
地
、
大
吉
。

八
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
艮
の
地
、
鬼
門
、
吉
、
年
、
八
十
六
(
是
れ
天
徳
、

人
道
の
地
)
。
又
た
乙
丁
辛
の
地
、
悪
神
無
し
。

九
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
甲
の
地
、
吉
、
年
、
八
十
五
(
是
れ
天
徳
、
人
道

の
地
)
。
又
た
丙
の
地
(
天
道
、
大
吉
)
、
発
地
、
悪
神
無
し
。

十
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
乙
の
地
、
吉
、
年
、
八
十
四
(
是
れ
天
徳
、
人
道



の
地
)
。
又
た
甲
の
地
(
月
徳
、
大
吉
)
、
発
地
(
天
道
)
、
丁
地
、
悪
神
無
し
。

十
一
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
巽
の
地
、
戸
地
吉
、
年
、
百
廿
(
天
徳
、
人
道

の
地
)
。
又
た
乙
辛
発
の
地
、
悪
神
無
し
。

十
二
月
胞
衣
を
蔵
す
る
は
、
丙
の
地
、
吉
、
年
、
百
(
天
徳
、
人
道
の
地
)
。

又
た
乙
辛
の
地
、
悪
神
無
し
。
(
蔵
胞
衣
吉
方
第
十
八
)
」

こ
こ
で
は
月
ご
と
の
胞
衣
を
埋
め
る
方
位
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
寿
命

が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
再
蔵
園
に
え
が
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
基
本
的

に
同
じ
考
え
方
で
あ
る
。

『
再
蔵
圃
』
に
関
し
て
は
、
猪
飼
祥
夫
「
馬
王
堆
「
南
方
再
減
」
図
考
」
(
「
竜

馬王堆の胎産書・再蔵図・人字図について

谷
史
壇
」

一
O
三
・
一
O
四
号
、
竜
谷
大
学
史
学
会
、

一
九
九
四
)
が
詳
し
く
、

李
建
民
『
南
方
爵
蔵
園
筆
証
』
に
も
考
証
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が

ら
考
察
す
る
。

『
南
方
再
蔵
園
』
は
吊
書
の
左
上
方
に
描
か
れ
て
い
る
。
図
は
「
示
意
園
(
馬

纏
興
八
二
一
頁
、
上
が
南
)
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
右
回
り
に
時
間
と
方
位
が

進
ん
で
い
く
。
こ
こ
の
内
容
は
『
雑
療
法
』
原
文
二
十
三
の
「
埋
胞
、
避
小
時
、

大
時
所
在
(
胞
を
埋
む
る
は
、
小
時
、
大
時
の
在
る
所
を
避
く
)
」
と
関
連
す
る
。

小
時
、
大
時
の
説
明
は
『
准
南
子
』
天
文
訓
に
「
大
時
者
、
成
池
也
。
小
時
者
、

月
建
也
(
大
時
は
成
池
な
り
。
小
時
は
月
建
な
り
)
」
と
み
え
る
。

た
と
え
ば
正
月
生
ま
れ
の
子
供
で
あ
れ
ば
、
月
建
で
あ
る
寅
(
東
北
)
の
方
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角
と
成
池
つ
ま
り
太
歳
の
卯
の
方
角
に
胎
盤
を
埋
め
る
と
子
供
が
死
亡
す
る
と

さ
れ
、
当
然
、
そ
の
方
角
は
避
け
る
。
「
南
方
爵
蔵
圃
」
に
よ
れ
ば
、
正
月
の
、

子
の
方
角
は
、
寿
命
百
一
十
、
丑
は
百
廿
、
寅
は
死
、
卯
は
死
、
辰
は
廿
、
巳

ょ
ん
じ
ゅ
う
き
ん
じ
ゅ
う

は
世
(
「
舟
」
の
あ
や
ま
り
)
、
午
は
五
十
、
未
は
六
十
、
申
は
七
十
、

酉
は
八
十
、
戊
は
九
十
、
亥
は
(
一
百
)
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
人
字
国

「(
1
)上
部
右
」
の
右
半
分
あ
た
り
に
は
、
「
人
字
国
」
と
呼
ば
れ
る
図
が

描
か
れ
て
い
た
。
「
(
1
)上
部
右
」
の
左
半
分
か
ら
「

(
2
)上
部
左
」
全
体

に
渡
り
、
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
人
字
図
は
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
本
来
、

空
白
部
分
が
多
か
っ
た
が
、
写
真
版
で
は
「
(
3
)
下
部
右
」
か
ら
裏
う
つ
り

し
た
鏡
文
字
に
隠
れ
て
、
目
を
凝
ら
し
て
見
て
も
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
ど
う
も
頭
が
左
側
に
あ
る
よ
う
に
み
え

る
。
つ
ま
り
通
常
の
文
字
の
方
向
か
ら
九
十
度
左
に
回
転
さ
せ
て
図
を
描
い
て

い
る
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
向
き
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の

部
分
は
吊
の
中
で
は
右
の
上
部
に
位
置
す
る
も
の
の
、
子
が
生
ま
れ
て
か
ら
後

の
こ
と
に
関
連
す
る
図
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
最
後
に
描
か
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
図
に
よ
く
似
た
も
の
が
『
日
書
』
(
工
藤
、
李
)
に
あ
り
、
そ
れ
を
参

考
に
し
た
復
元
図
(
図
版
参
照
)
が
あ
る
。
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
太
い
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墨
線
で
人
の
姿
が
描
か
れ
る
。
し
い
て
い
え
ば
金
文
の
「
大
」
あ
る
い
は
「
天
」

と
い
う
文
字
に
似
て
い
る
。
「
大
」
と
い
う
文
字
は
正
面
形
で
あ
り
、
「
天
」
と

て
ん

い
う
文
字
も
、
人
の
頭
の
部
分
、
顛
が
強
調
さ
れ
た
人
の
正
面
形
で
あ
る
。
「
人
」

は
元
来
、
人
の
側
面
形
で
あ
る
た
め
、
「
人
字
国
」
と
い
う
名
称
に
は
微
妙
に

不
満
が
残
る
が
、
「
人
」
と
い
う
文
字
と
い
う
よ
り
も
、
人
を
象
っ
た
文
字
と

と
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

『
白
書
』
の
も
の
は
図
が
二
つ
あ
る
。
馬
王
堆
の
も
の
も
同
様
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
後
世
の
も
の
は
皇
帝
四
季
園
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
四
季
と
対
応
し
て

お
り
、
四
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

馬王堆の胎産書・爵蔵図・人字図について

人
字
国
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
『
皆
心
方
』
に
は
み
え
な
い
。
ま
た
「
事
林
贋
記
』
な
ど
宋
代
の
日

用
類
書
に
も
み
え
な
い
が
、
明
代
の
日
用
類
書
の
『
妙
錦
蔦
書
全
書
』
(
図
版

参
照
)
に
み
え
る
。
ま
た
、
三
世
相
の
類
の
書
物
に
は
数
多
く
み
え
る
。
前
掲

『
新
版
三
世
相
大
鑑
』
(
図
版
参
照
)
や
、
昭
和
の
発
行
で
あ
る
神
宮
館
の
『
天

保
新
選
永
代
大
雑
書
高
暦
大
成
η

』
に
も
み
え
る
。
中
国
で
現
在
、
流
布
し
て

い
る
日
用
類
書
の
類
に
も
同
じ
も
の
が
あ
る
。
二
O
O
O

年
の
年
末
に
福
建
省

慶
門
で
購
入
し
た
『
包
羅
高
有
η
(図
版
参
照
)
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
内
容

は
毎
年
、
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
人
の
図
は
複
雑
な
も
の
へ
と
変

化
し
て
い
る
が
、
基
本
原
理
は
同
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
図
を
説
明
し
た

文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
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春
夏
秋
冬
の
O
(
十
二
支
)
の
日
に
生
ま
れ
た
も
の
は
、
皇
帝
の
O
(
頭
、
胸
、

腹
、
手
、
足
)
に
相
当
し
、
そ
れ
は
O
O
だ
と
い
う
図
式
に
な
っ
て
い
る
。
頭

の
部
分
が
最
も
普
く
、
足
の
部
分
が
最
も
悪
い
。

春
夏
秋
冬
に
よ
っ
て
十
二
支
の
配
列
は
ず
れ
て
い
く
が
、
変
化
の
法
則
は
、

そ
れ
ほ
ど
、
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
(
図
表
六
・
図
表
七

図
表
六

『
胎
産
書
』
人
字
園1

)
内
は
法
則
に
も
と
づ
い
て
補
な
っ
た
も
の
。
(
※

前
掲
『
白
書
』
を
参
照
)

頚 在外 手 腕 足 査 足 腕 手 在外 主頁 頭

右
右
右 右 右 中 左 左 左

左
左 中

未

酉 申 午 巳 辰 JJP 左春早

寅 丑 子 、亥、.-' 成 酉 酉 JJP 右夏型

亥 成 申未 午 巴五荻守

辰卯 寅 丑 子 亥 巳宕釘
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図
表
七

『
胎
産
書
』
人
字
圃
2
(
馬
纏
興
氏
の
図
に
も
と
づ
き
、
左
右
を
補
っ
た

酉 申未 午 巳辰 。H 寅 丑 子

~ 左足 左腕 左手 左外在 左頚 頭
春

4主4 頭 右頚 右在外 右手 夏

左服 左手 左在外 左頚 E頁
秋

頭右頚 右外在 右手 服右 右足 会主

ど
ち
ら
の
図
で
も
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
た
と
え
ば
、
春
の
卯
の
日
に
生
ま
れ

た
者
は
、
そ
の
運
勢
は
、
「
頭
」
と
な
り
、
そ
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
一
目
前
、
春
の
寅
の
日
に
生
ま
れ
た
場
合
は
、
対
応
す
る
身
体

の
位
置
は
何
も
な
く
、
占
い
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
春
は
、
成
・
亥
・
子
・
丑
・

寅
の
五
つ
に
関
し
て
は
何
の
解
釈
も
な
い
。
同
様
に
夏
は
辰
・
巳
・
午
・
未
・
申
、

秋
は
子
・
丑
・
寅
・
卯
・
辰
・
巳
、
冬
は
午
・
未
・
申
・
酉
・
成
が
そ
う
で
あ

る
。
要
す
る
に
卦
の
無
い
易
占
の
よ
う
な
も
の
で
、
占
い
の
形
式
と
し
て
は
不

十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
原
因
は
春
に
該
当
す
る
十
二
支
が

7

つ
し
か
な
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ

は
人
の
図
を
半
分
に
分
け
て
春
・
夏
、
ま
た
秋
・
冬
と
し
た
こ
と
に
も
よ
る
だ

ろ
、
っ
。

」
の
卦
の
無
い
占
い
を
解
消
さ
せ
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
季
節
に
十
二
支
が

す
べ
て
配
当
さ
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
胸
・

腹
と
い
っ
た
部
位
を
増
や
す
方
法
も
可
能
だ
が
、
後
世
の
も
の
は
、

一
つ
の
季

節
に
対
し
て
一
人
ず
つ
配
当
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
そ
の
た
め

4

名
の

人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
下
、
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
配
当
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
簡
単
な
概
念

図
を
記
す
。
(
図
表
八
)

図
表
八

皇
帝
四
季
の
図
(
『
包
羅
高
有
』
)
(
中
国
・
香
港
)

戊 酉 申未 午 巳辰 J1P 寅 丑 子

左膝 左肩 右足 左手 腰眼下 右手 右膝 右肩 左足 右胸 頭
春

左膝 左肩 左足 右胸 頭 右手 右膝 右屑 右足 左手 腰下限 夏

右足 左膝 腰眼下 左胸 左肩 右手 左足 右胸 右膝 左手 右肩
秋

左足 右肩 左胸 左膝 左手 E耳 右足 左肩 右胸 右膝 腰下眼 長ζ



腰
下
限
の
「
眼
(
こ
ん
)
」
は
、
「
か
か
と
」
の
意
味
だ
が
、
「
根
(
こ
ん
)
」

に
通
じ
、
こ
こ
で
は
男
根
の
意
味
だ
ろ
う
。
陰
部
を
さ
す
。

4

名
は
、
い
ず
れ
も
男
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
皇
帝
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
く

み
る
と
春
の
人
物
は
若
く
て
ヒ
ゲ
が
な
い
が
、
夏
、
秋
、
冬
と
な
る
に
つ
れ
、

ヒ
ゲ
が
長
く
な
り
、
冬
の
も
の
は
、
ヒ
ゲ
が
白
く
な
っ
て
い
る
。
四
季
を
人
生

の
年
齢
に
あ
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
占
い
の
内
容
に
か
か
わ
る
の
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

人
物
ご
と
に
十
二
支
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
卦
の
無
い
占
い
と
い

う
状
況
は
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
馬
王
堆
で
在
外
と
さ
れ
た
も
の
は
な
く
、
い

馬王堆の胎産書・馬蔵図・人字図について

ず
れ
も
身
体
の
一
部
分
で
あ
る
。
馬
王
堆
の
場
合
は
頭
か
ら
始
ま
り
、
人
物
の

輪
郭
に
そ
っ
て
一
周
す
る
。
『
包
羅
寓
有
』
の
場
合
は
動
き
方
の
法
則
が
あ
る

よ
う
に
も
み
え
る
が
未
詳
で
あ
る
。

次
に
、
昭
和
美
亥
(
一
九
八
三
)
の
序
文
の
あ
る
『
永
代
大
雑
書
高
暦
大
成
』

の
も
の
を
検
討
し
た
い
。
(
図
表
九
)

こ
の
場
合
は
胞
衣
の
埋
め
方
の
よ
う
に
、
選
択
す
る
場
所
に
よ
っ
て
、
運
勢

が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
選
択
の
余
地
の
な
い
単
純
な

占
い
で
あ
る
。
た
だ
季
節
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
る
。
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図
表
九

皇
帝
四
季
の
占
(
日
本
・
昭
和
)

亥 成 酉 申 未 午 巳 辰 .l}p 寅 丑 子

右膝 左胸 左膝 左手 左肩 頭 右肩 右手 右胸 右足 左足 股
もも 春

左手 左膝 左胸 右足 左肩 股 右手 右膝 右胸 左足 右肩 頭
夏

頭 右足 左膝 腰限下 左胸 左肩 右手 左足 右胸 右膝 左手 右肩 秋
右手 左足 右肩 左胸 左膝 左手 頭 右足 左肩 右胸 右膝 腰下限 先

お
わ
り
に

『
胎
産
書
」
は
、
わ
ず
か
一
枚
の
吊
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
貴
重
な
情
報

が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
竹
簡
や
木
簡
で
は
な
く
吊
で
あ
る
こ
と
は
、
図
を
描

く
の
に
適
し
て
い
る
。
墨
と
朱
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

文
章
の
部
分
に
は
朱
で
罫
線
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
現
在
も
中
国
に
は
朱
の
罫

線
の
便
筆
が
あ
る
。
罫
線
は
、
竹
簡
や
木
簡
に
は
自
然
に
あ
っ
た
縦
の
区
切
り

を
人
為
的
に
示
し
た
も
の
が
あ
ろ
う
。
文
章
部
分
は
胎
児
の
成
長
と
胎
教
に
つ
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い
て
書
か
れ
て
い
る
。
本
来
、
図
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ

し
い
。
儒
教
の
胎
教
の
話
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
民
間
に
伝
わ
っ
て

い
た
話
が
ベ
l

ス
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
『
胎
産
書
』
に
み
え
る
「
始
」

の
文
字
は
、
「
胎
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
う
解
釈
す
る
方

が
わ
か
り
や
す
い
。
け
れ
ど
も
、
文
法
的
に
は
「
始
め
に
」
と
も
読
め
る
た
め
、

後
世
の
『
逐
月
養
胎
方
」
に
は
「
始
胎
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
。

胞
衣
を
埋
め
る
図
は
本
来
、
『
爵
戚
埋
胞
圃
法
』
(
「
雑
療
法
』
に
そ
の
名
が

み
え
る
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
省
略
形
が
「
爵
減
」
で
あ
ろ
う
。
「
南
方
」

は
整
理
小
組
の
解
釈
は
南
と
い
う
方
位
で
あ
る
。
『
日
書
』
の
図
に
四
方
に
そ

れ
ぞ
れ
、
南
方
・
北
方
・
東
方
・
西
方
と
書
く
例
が
あ
る
。
こ
こ
は
中
心
に
南

方
と
書
か
れ
て
お
り
、
や
や
不
自
然
だ
が
、
方
位
と
考
え
た
。
「
南
」
は
「
男
」

に
も
通
じ
る
た
め
、
男
子
を
得
る
た
め
の
方
法
と
い
う
意
味
も
含
む
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
胞
衣
を
埋
め
る
こ
と
に
関
す
る
俗
信
は
最
近
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。

「
人
字
図
」
は
睡
虎
地
秦
簡
の
「
白
書
』
に
同
様
の
図
が
あ
る
。
そ
の
後
、

同
種
の
も
の
は
、
久
し
く
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
『
日
用
類
書
』
の
中
に
出
現
し
、

現
在
、
香
港
や
中
国
で
流
布
し
て
い
る
暦
の
書
物
の
中
に
同
種
の
も
の
が
あ
る
。

要
す
る
に
「
胎
産
書
』
に
書
か
れ
て
い
る
図
や
文
章
は
世
俗
に
伝
わ
る
も
の

で
、
宮
中
の
書
庫
に
所
蔵
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
中
に
こ
そ
当
時
の
人
々
の
意
識
や
考
え
方

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

注
1 

中
医
古
籍
出
版
社
、
二
O
O
五
、
三
二
頁
。

2 

唐
、
孫
思
遡
『
備
急
千
金
要
方
』
所
引
。

3 

「
醤
心
方
』
所
収
。
『
陪
書
』
経
籍
志
、
五
行
に
『
産
経
』

樵
『
通
志
』
義
文
略
、
産
乳
に
も
『
産
経
』

一
巻
、
宋
、
鄭

一
巻
と
み
え
る
。

4 

「
馬
王
堆
出
土
『
胎
産
書
』
に
つ
い
て
」
、
中
園
出
土
資
料
皐
曾
、
平
成

一
八
年
度
大
会

二
O
O
七
年
三
月
一
七
日
、
於
成
城
大
学
、
発
表
概
要

よ
り
。

5 

こ
の
内
容
は
鈴
木
千
春
「
中
国
古
代
・
中
世
に
お
け
る
逐
月
胎
児
説
の
変

遷
」
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
五
O
巻
四
号
、
五
六
九
|
五
八
九
頁
、
二
O

O
四
に
詳
し
い
。

6 

「
馬
王
堆
医
吊
「
足
骨
十
一
脈
灸
経
』
「
陰
陽
十
一
脈
灸
経
』
『
脈
法
』
『
陰

陽
脈
死
候
』
『
五
十
二
病
方
』
の
形
態
復
元
に
関
す
る
新
知
見
」
、
中
国
出

土
資
料
皐
曾
報
、
二
O
O
七
年
三
月
一
七
日
第
三
四
号
。

7 

小
曽
戸
洋
他
『
五
十
二
病
方
』
、
東
方
書
店
、
二O
O
七
、
町
頁
。

8 

真
柳
誠
「
書
評
『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
〔
庫
〕
』
」
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』

三
三
巻
二
七
二
|
二
七
四
頁
、

一
九
八
七
。

9 

同
右
。

10 

『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
』
、
文
物
出
版
社
、一
九
八
五
。

11 

婦
苧
三
月
也
。
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12 

中
園
社
曾
科
事
院
考
古
研
究
所
編
『
股
周
金
文
集
成
」
修
訂
増
補
本
、
中

華
書
局
、
二
O
O

七
、
四
一
一
一
頁
、
一
一
一
二
七
、
戦
国
、
青
州
市
博
物
館
。

陳
胎
は
姓
名
、
築
文
は
、
ほ
こ
。

13 

『
楚
簡
吊
文
字
編
』
、一
O
三
頁
。

14 

科
学
研
究
費
補
助
金
(
総
合
研
究
A
)
研
究
成
果
報
告
書
、
中
国
古
代
養

生
思
想
の
総
合
的
研
究
、
関
西
大
学
文
学
部
、

一
九
八
七
。

15 

文
物
出
版
社
、
二
O
O

一
。

16 

湖
南
美
術
出
版
社
、
一
九
八
八
。

17 

文
物
出
版
社
、

原
文
は
留
形
。
『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
(
臨
時
)
』
、

一
九
八
五
、
二
二
六
頁
、
前
掲
『
馬
王
堆
古
醤
書
考
稗
』
湖
南
科
学
技
術

出
版
社
、

一
九
九
二
、
七
八
一
頁
は
流
形
と
解
す
。
ま
た
、
留
は
胎
と
同

源
字
と
い
う
。
鈴
木
氏
は
、
「
流
形
」
。

18 

管
仲
に
仮
託
、
古
い
も
の
は
春
秋
末
1

戦
国
初
期
、
お
お
む
ね
は
戦
国
後

期
か
ら
漢
初
。
日
原
利
国
編
『
中
国
思
想
辞
典
』
「
管
子
(
金
谷
治
)
」
。

19 

前
漢
、
劉
安
[
一
七
九
1

二
一
二
回
丙
・
]
撰
、
劉
文
典
集
解
『
准
南
鴻
烈

集
解
』
、
第
二
版
、
壷
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
四
を
参
照
。

20 

『
太
平
御
覧
』
は
「
血
」
。

21 

後
漢
、
許
慎
[
三
O
j

一
一
一
四
]
撰
。

22 

『
太
平
御
覧
』
太
平
御
覧
巻
第
三
百
六
十

叙
人
よ
り
。
「
文

人
事
部

子
』
は
老
子
の
弟
子
の
文
子
に
仮
託
。
「
列
子
」
・
『
荘
子
』
・
『
准
南
子
』

に
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。
日
原
利
国
編
『
中
国
思
想

辞
典
』
「
文
子
(
鵜
飼
尚
代
)
」
、
研
文
出
版
、
一
九
八
四
、
三
六
九
頁
を
参
照
。

23 

隔
、
巣
元
方
(
場
帝
[
在
位
、
六

O
四
1

一
八
〕
の
頃
)
撰
。
巻

四
十
一
。

24 

巻
四
十
一
。

25 

唐
孫
思
遡
撰
[
六
五
二
成
書
]
、
宋
林
億
等
校
正

四
庫
全
書
、
巻
二
、

婦
人
方
、
養
胎
第
三
。
鈴
木
千
春
氏
は
、
林
億
ら
の
改
訂
を
経
て
い
な
い

『
新
離
孫
真
人
千
金
方
」
と
の
比
較
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

26 

丹
波
康
頼
[
九
二
一
j

九
九
五
]
撰
、
巻
二
十
二
。

27 

『
新
字
源
』
「
胎
」
、
角
川
書
店
、
一
九
八
九
(
一
九
六
一
初
版
)
八
一
九
頁
。

『
大
漢
和
辞
典
」
巻
九
、
「
胎
」
、
大
修
館
書
店
、一
九
五
八
、
二
七
四
頁
。

28 

匹
胎
未
成
、
亦
物
之
始
也
。

29 

物
則
形
也
。

30 

宏
業
書
局
、
中
華
民
国
六
四
年
。

31 

前
掲
『
馬
王
堆
古
醤
書
考
稗
』
七
八
四
頁
。
便
宜
上
、
簡
体
字
を
日
本
の

漢
字
に
変
え
た
。

32 

水
者
、
地
之
血
気
、
知
筋
脈
之
通
流
者
也
。

33 

人
、
水
也
。

34 

男
女
精
気
合
、
而
水
流
形
。

35 

加
藤
千
恵
氏
は
、
「
女
性
の
月
水
」
と
捉
え
て
い
る
。
『
不
老
不
死
の
身
体
』



32 

大
修
館
書
店
、
二
0
0
0
。

36 

上
善
若
水
。
水
善
利
高
物
而
不
争
、
慮
厭
人
之
所
悪
、
故
幾
於
道
。
(
第
八
章
)

37 

天
下
莫
柔
弱
於
水
、
而
攻
堅
強
者
莫
之
能
勝
、
以
其
無
以
易
之
。
(
第

七
八
章
)

38 

始
皇
推
終
始
五
徳
之
停
、
以
為
周
得
火
徳
、
秦
代
周
徳
、
従
所
不
勝
。
方

今
水
徳
之
始
・
・
・
。

39 

坂
出
祥
伸
、
小
川
陽
一
編
、

中
園
日
用
類
書
集
成
、
汲
古
書
院
、

一
九
九
九
。

40 

同
右
所
収
、
明
、
龍
陽
子
輯
、
万
暦
三
十
五
年
(
一
六

O
七
)
。

41 

同
右
所
収
、
明
、
鄭
雲
斎
の
序
文
、
万
暦
二
十
五
年
(
一
五
九
七
)
。

42 

同
右
所
収
、
明
、
余
象
斗
編
、
万
暦
二
十
七
年
(
一
五
九
九
)
。

43 

同
右
所
収
、
明
、
閥
名
撰
、
万
暦
三
十
八
年
(
一
六
一
O
)。

44 

同
右
所
収
、
明
、
徐
筆
洞
纂
、
出
版
不
明
。

45 

同
右
所
収
、
明
、
劉
隻
松
撰
、
万
暦
四
十
年
(
一
六
二
乙
。

46 

若
林
喜
助
、
明
治
時
年
(
一
八
八
三
)
、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

吉
田
】
一
\
\
E
E
R
E
-
-
m

。
お
円
呂
田
寄
りOE
-
-
B
℃

47 

塚
田
為
徳
編
、
東
京
書
障
、
明
治
時
年
(
一
八
八
三
)
、
近
代
デ
ジ
タ
ル

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
宮
号
己
E
E
戸

E
-
-
m
。
右
面
白
F
ロ
2

巴
・
同v
s

48 

鈴
木
千
春
氏
「
中
国
古
代
中
世
に
お
け
る
逐
月
胎
児
説
の
変
化
宮
晋
\
\

割
当
者

-
F
C
H
E
E
S
E
-
R
-
E
\
B
m
q
m
g
m
w

尚
一\
ω
E巳
g
g
\
。
ω
\
ω
C
N
ロ
E
-
E
B
]」

の
表
1

に
も
と
づ
き
、
縦
書
き
用
に
書
式
を
直
し
た
上
で
、
比
較
す
る
内

容
を
大
幅
に
増
や
し
た
。
ま
た
一
部
、
改
変
し
、
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所

に
は
注
釈
を
施
し
た
。

49 

-
・
・
是
謂
始
蔵
の
部
分
を
付
加
し
た
。

50 

前
掲
『
馬
王
堆
古
墜
書
考
稗
」
七
九
一
頁
は
「
使
」
を
「
始
」
に
作
る
が
、

注
釈
は
な
い
。

51 

鈴
木
氏
の
表
に
「
懐
娠
一
月
名
目
」
を
付
加
し
た
。
以
下
同
じ
。

52 

鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
「
始
匹
」
は
新
離
に
は
な
い
。

53 

「
名
目
」
が
な
い
。

54 

こ
の
あ
と
、
経
絡
・
針
灸
に
関
わ
る
表
現
が
以
下
の
よ
う
に
み
え
、
「
胎
」

と
い
う
語
も
み
え
る
。
夫
婦
人
任
身
、
十
二
経
脈
主
胎
養
胎
、
当
月
不
可

針
灸
其
脈
也
。
不
禁
、
皆
為
傷
胎
、
復
賊
母
也
、
不
可
不
慎
。
宜
依
月
図

市
避
之
。
『
胎
産
書
』
は
経
絡
と
は
、
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い
な
い
た
め
、
「
醤

心
方
」
の
以
下
の
部
分
に
関
し
て
も
同
様
に
省
略
す
る
。
ま
た
、
そ
の
こ

と
は
一
々
、
注
記
し
な
い
。

55 

『
醤
心
方
』
に
は
、
以
下
の
注
が
あ
る
。
「
太
素
経
云
、

一
月
膏
、
二
月

脈
、
三
月
胞
、
四
月
胎
、
五
月
筋
、
六
月
骨
、
七
月
成
、
八
月
動
、
九
月

操
、
十
月
生
」
と
み
え
る
。
高
文
鋳
等
校
注
研
究
「
醤
心
方
』
、
四
四
一
頁
、

注
一
四
に
よ
れ
ば
、
今
本
の
『
太
素
』
に
な
く
、
楊
上
善
注
の
中
に
も
な

い
。
ま
た
『
素
問
』
、
『
霊
枢
』
に
も
み
え
な
い
。
お
そ
ら
く
丹
波
康
頼
が
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引
用
し
た
楊
上
善
注
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

56 

「
激
」
、
高
文
鋳
等
校
注
研
究
『
医
心
方
』

華
夏
出
版
社
、

一
九
九
六
、
四
四
三
頁
、
注
二
に
よ
れ
ば
、
仁
和
寺
本
は
「
噸
」
で
『
諸

病
源
候
論
」
と
同
じ
。
「
激
」
は
「
噸
」
の
字
形
が
誤
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
す
る
。

57 

鈴
木
氏
の
表
は
「
成
」
に
作
る
。

58 

『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
庫
』
、
文
物
出
版
社
、
一
三
五
頁
。

59 

『
大
戴
櫨
記
』
曾
子
天
圏
第
五
十
八
に
「
天
国
而
地
方
」
、
『
准
南
子
』
巻

天
文
訓
に
「
天
園
地
方
」
と
み
え
る
。

60 

馬
纏
興
『
馬
王
堆
古
醤
書
考
稗
』
八
一
一
一
頁
、
上
が
南
。

61 

再
蔵
埋
胞
圃
法
、
埋
胞
、
避
小
時
、
大
時
所
在
、
以
産
月
、
視
敷
多
者
埋
胞
。

62 

こ
こ
で
使
用
し
た
循
環
的
時
間
、
直
線
的
時
間
と
い
う
言
葉
は
、
リ
チ
ャ
1

ド
・
モ
リ
ス
著
、
荒
井
喬
訳
『
時
間
の
矢
』
、
地
人
書
館
、
一
九
八
七
、
「
第

2 
章

循
環
的
時
間
と
直
線
的
時
間
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

63 

た
だ
し
、
実
際
に
は
叩
歳
と
い
う
年
齢
は
全
く
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
「
死
」

に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
死
」
と
は
、
生
ま
れ

て
か
ら
初
代
に
な
る
ま
で
に
落
命
す
る
、
つ
ま
り
、

m
代
後
半
ま
で
の
寿

命
を
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

64 

『
中
山
王
国
文
物
展
』
。
六
博
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
直
美
氏
に
精
細
な
論
考

が
あ
る
。

65 

「
支
那
民
俗
誌
』
刊
行
会
、
一
九
四
二
年
。

66 

問
、
二
九
七
頁
。

67 

岩
波
文
庫
、
永
橋
卓
介
訳
『
金
枝
篇
』
(
こ
、
一
九
五
一
年
、
一
O
八
j

一
一
一
頁
。

68 

木
下
忠
『
埋
蓋
・
・
古
代
の
出
産
習
俗
」
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
、

考
古
学
選
書
店
。

69 

工
藤
元
男
「
再
歩
・
天
皇
」
、
『
「
道
教
」
の
大
事
典
』
、
新
人
物
往
来
社
、

一
九
九
六
、
一
一
一
一
頁
を
参
照
。

70 

『
醤
心
方
』
巻
二
三
、
蔵
胞
衣
料
理
法
第
十
五
所
収
。

71 

吉
村
藤
作
、
心
友
社
、
大
正
七
年
。

72 

木
村
金
吾
、
神
宮
館
、
昭
和
二
十
七
年
初
版
、
五
十
八
年
十
五
刷
。

73 

来
賓
棲
、
辛
巳
(
二

O
O

一
)
用
の
も
の
。


