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私
の
演
題
は
「
易
偲
の
逍
徳
思
想
」
こ
し
て
置
き
ま
し
た
が
、
併
し
私
は
特
に
易
に
到
し
て
深
い
研
究
を
し
て
居
る
も
の
で

易

偲

の

道

徳

文

學

博

士

武

思

想

内

義

雄

害
藉
を
六
部
に
分
け
た
の
が
，
後
世
に
な
っ
て
四
郊
に
分
け
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
セ
の
は
自
然
の
勢
で
、
こ
れ
は
己
む
を
得
な

ぃ
<
J

い
ふ
こ
y
J

和
十
分
に
認
め
つ
ヽ
書
分
類
が
如
何
に
す
べ

r
も
の
か
こ
い
ふ
こ
さ
が
、
根
本
が
ら
研
究
し
て
居
る
の
で
あ
る
3

こ
れ
等
も
今
H
の
目
鎌
學
に
取
っ
て
も
非
常
に
有
盆
な
も
の
で
あ
る
。

大
憫
章
學
減
の
學
問
は
以
上
述
べ
た
や
う
に
、
今
H
か
ら
考
へ
れ
ば
、
史
學
を
限
に
事
賞
を
記
鎌
す
る
學
問
マ
J

せ
す
に
、
其

の
根
本
マ
J

し
て
原
理
原
則
か
ら
考
へ
や
う
ご
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
考
へ
方
は
哲
學
的
で
あ
る
が
、
併
し
此
の
人
の
考
へ
ご
し

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
學
問
は
哲
學
が
根
本
で
は
な
し
に
、
史
學
が
根
本
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
學
間
は
史
學
其
の
も
の
で
あ
る
、
史

學
の
背
晟
の
な
い
も
の
は
學
問
に
な
ら
ぬ
こ
い
ふ
意
味
で
、
継
て
の
箸
述
を
批
判
し
や
う
'
y
J

し
た
の
が
特
別
な
貼
で
あ
る
Q

こ
れ
等
の
考
へ
は
文
史
通
義
を
通
讀
し
て
、
精
細
に
其
の
組
立
て
の
仕
方
を
考
へ
る
マ
J

判
る
の
で
あ
る
が
、
机
雑
に
讀
み
去

っ
た
の
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
精
密
の
組
立
て
は
判
り
難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
支
那
の
こ
れ
を
恨
秤
す
る
學
者
逹
で
も
，
な
か

l
¥

此
の
人
の
具
意
を
得
る
こ
ご
は
む
つ
か
し
い
の
で
あ
っ
て
、
漸
く
最
近
に
至
っ
て
幾
ら
か
西
洋
の
學
問
を
し
た
人
逹
に
よ
っ
て

其
の
異
債
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
b
末
っ
た
の
で
あ
る
。

で
吏
學
の
み
な
ら
す
學
問
の
見
方
か
ら
言
っ
て
、
此
の
人
の
學
風
マ
J

い
ふ
も
の
は
今
に
於
て
生
命
が
あ
る
も
の
マ
J

考
へ
ら
れ

る
の
で
、
兎
も
角
こ
れ
を
今
日
の
學
界
に
紹
介
し
て
置
き
た
い
ご
い
ふ
の
が
、
自
分
の
本
志
で
あ
る
。



は
あ

b
ま
せ
ん

°
T
度
此
の
講
演
に
末
る
や
う
に
マ
J

ぉ
話
が
あ

b
ま
し
た
営
時
、
山
片
蝠
桃
の
「
夢
の
代
」
こ
い
ふ
貨
物
を
讀

ん
で
居
り
ま
す
マ
J

｀
其
の
中
に
易
に
濶
す
る
記
事
が
あ
り
ま
し
て
、
其
の
記
事
が
大
髪
点
見
で
あ
る
ご
考
へ
ま
し
た
の
で
＂
そ

れ
セ
土
憂
に
少
し
蛇
足
セ
薔
い
て
暫
く
の
問
御
消
認
を
稿
し
た
い
こ
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

御
存
知
の
通
り
山
片
嬌
桃
は
嘗
大
阪
山
片
屋
丁
稚
か
ら
仕
上
げ
て
非
常
に
え
ら
く
な
っ
た
人
で
あ
b
ま
し
て
、
漢
學
の
方
で

は
中
井
竹
山
先
生
。
履
軒
先
生
の
放
ヤ
J

受
け
た
人
で
あ

b
ま
す
0

従
っ
て
其
の
経
學
に
爛
す
る
設
は
懐
徳
堂
の
経
義
こ
い
つ
て

も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
Q

此
の
山
片
嬌
桃
が
、
仙
堪
の
財
政
整
理
を
行
っ
た
マ
J

い
ふ
こ
ご
が
、
海
保
音
陵
'tJ

い
ふ
人
の
経
涜
談

に
出
で
居

b
ま
す
が
｀

T
度
仙
蛋
の
宮
城
縣
立
闘
書
舘
に
、
「
共
和
一
致
大
作
紐
」
．
こ
い
ふ
薄
い
嵩
本
が
あ
り
ま
し
て
、
其
の
店

本
は
蓄
時
仙
憂
の
財
務
に
閾
係
し
て
居
た
人
に
、
幡
桃
が
典
へ
た
所
の
財
政
整
理
案
の
―
つ
で
あ
る
や
う
で
あ

b
ま
す
、
そ
れ

か
ら
仙
蛋
の
近
郊
に
玲
皿
鼈
紳
祉

Jゞ

い
ふ
立
派
な
お
祉
が
あ
り
ま
し
て
、
其
の
お
祉
に

ILi片
婚
桃
が
、
主
人
山
片
屋
の
名
前
を
以

て
寄
附
し
た
大
き
は
石
燈
龍
が
一
判
の
こ
つ
て
居
り
ま
す
、
是
等
の
の
こ
つ
て
居
る
も
の
だ
マ
J

か
、
或
は
記
録
な
ん
か
か
ら
考

ヘ
ま
す
と
、
幡
桃
は
仙
憂
に
も
可
な
り
深
い
縁
故
の
あ
る
人
で
あ

b
よ
し
て
、
私
が
丁
度
仙
豪
か
ら
出
ま
し
て
、
此
の
埴
上
に

於
て
嬌
桃
の
易
説
を
基
礎
に
し
て
、
お
話
申
上
げ
る
マ
J

い
ふ
こ

Jゞ

に
も
，
何
か
ぶ
思
議
の
緑
が
あ
る
や
う
な
氣
が
致
し
ま
す
。

彼
や
址
ゃ
で
私
は
「
易
偵
の
逍
捻
忠
想
」
マ
J

い
ふ
表
退
を
掲
げ
た
次
弟
で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
私
が
特
に
易
に
封
し
て
深
き
研

究
セ
遂
げ
て
居
る
澤
で
な
い
'
t
J

い
ふ
こ
マ
L

を
、
豫
め
お
含
み
お
き
願
ひ
ま
す
Q

さ
て
先
づ
話
の
順
序
ご
致
し
ま
し
て
、
蝠
桃
の
易
に
関
す
る
考
セ
巾
し
述
べ
な
け
れ
ば
な

b
ま
せ
ぬ
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
て

易
そ
の
も
の
に
つ
い
ィ
＇L
|

ー
そ
れ
は
皆
様
既
に
御
村
知
の
こ
ゞJA
思
ひ
ま
す
け
れ
ざ
も
1

—
ー
念
の
た
め
極
く
概
界
を
巾
し
あ
げ

ま
す

1

易
は
上
下
の
経
マ
J

と
い
に
到
す
る
十
翼
f
J

か
ら
成
つ
て
居
h
ま
し
て
、
経
＜
J

い
ふ
の
が
本
文
；
あ
b
十
奨
．
r
J

い
ふ
OJ
は
そ
の

一
四



ごユ

解
繹
に
営
り
ま
す
。
更
に
詳
し
く
申
し
ま
す
る
ご
易
の
本
文
は
凡
て
六
十
四
卦
か
ら
成
り
立
つ
て
居
て
，
卦
毎
に
そ
の
説
明
が

つ
い
て
居
ま
す
~
各
卦
の
説
明
は
又
象
僻
マ
」
い
ふ
部
分
ご
交
僻
或
は
象
附
ゞ
J

い
ふ
部
分
ご
に
分
れ
て
居
ま
す
が
、
こ
の
六
十
四

卦
の
象
僻
マ
」
象
僻
マ
」
が
易
の
続
文
で
、
そ
の
経
文
が
上
下
二
怨
に
分
れ
て
居
ま
す
か
ら
こ
れ
を
易
の
上
下
の
経
ご
申
し
ま
す
。

さ
う
し
て
こ
の
経
文
の
象
僻
を
解
秤
た
も
の
に
象
偵
が
あ
り
、
象
僻
セ
解
秤
し
た
も
の
に
象
博
が
あ
b
、
又
特
に
乾
坤
の
二

卦
の
象
象
僻
を
解
秤
し
た
も
の
に
文
―
―

-gJ
い
ふ
が
あ

h
、
そ
れ
か
ら
各
卦
の
僻
に
は
閾
係
せ
す
に
易
全
憫
の
概
論
ゞ
ー
か
説
明
マ

J

か
い
っ
た
様
な
も
の
に
緊
僻
．
説
卦
、
序
卦
、
維
卦
マ
J

い
ふ
も
の
が
あ
b
ま
す
，
さ
ぅ
し
て
こ
の
象
偵
．
象
偵
及
び
繋
僻
の
一
―
―

は
各
上
下
篇
に
分
れ
て
居
つ
て
都
合
六
篇
あ
り
ま
す
か
ら
、
之
れ
に
文
言
、
説
卦
＂

ri卦
、
雑
卦
各
一
篇
を
加
へ
ま
す
ビ
合
計

十
篇
に
な
b
ま
す
、
こ
の
十
篇
の
解
繹
を
易
の
十
焚
Y
J

巾
し
ま
す
。
こ
の
十
r人
は
一
般
に
象
偵
、
象
偵
、
繋
僻
博
等
ご
い
ふ
風
に
、

博
の
字
セ
つ
け
て
呼
び
ま
す
か
ら
、
又
こ
れ
を
易
偲
マ
J

も
申
し
ま
す
。
そ
こ
で
易
側
の
道
徳
思
想
ご
い
ふ
こ
こ
は
語
を
挽
へ
て

申
し
ま
す
る
ご
易
の
十
翼
の
逍
徳
思
想

Jゞ

い
ふ
こ
こ
に
な

b
ま
す
。

さ
て
幡
桃
は
こ
の
十
翼
の
性
質
に
つ
い
て
非
常
に
水
際
を
立
て
A

は
つ
き
り
<
J

説
明
し
て
居
り
ま
す
0

こ
の
十
粟
に
到
す
る

古
来
の
説
明
は
甚
だ
混
雑
し
て
居
て
本
嘗
の
意
味
が
判
然
し
ま
せ
ぬ
が
。
蝠
桃
の
「
夢
の
代
」
に
説
明
さ
れ
た
所
は
非
常
に
は

つ
き
り
し
て
居
b
ま
す
．
極
く
簡
箪
な
文
章
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
必
要
な
部
分
セ
朗
讀
さ
せ
て
戴
き
ま
す
Q

易
＾
伏
義
ノ
蓋
ス
JV

所
ニ
テ
、
末
ク
諸
翼
ノ
僻
ナ
キ
前
二
卦
交
ノ
象
ヲ
ミ
テ
吉
凶
ヲ
決
セ
ジ

n

ト
ニ
テ
‘
卦
交
I
象
バ
カ
リ
ニ

テ
貨
二
無
最
ノ
味
ァ
JV

モ
ノ
ナ
リ
0

ソ
ノ
後
文
王
象
ヲ
カ
ケ
テ
周
公
又
交
ノ
僻
ヲ
カ
ク
ル
ナ
リ
0

大
象
偵
ヲ
作
JV
人
＾
誰
ナ

JV

カ
ヲ
畑
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
ス
グ
レ
ク
JV

文
ニ
テ
、
孔
子
ョ
リ
前
ノ
書
ナ
リ
0

古
＾
ヒ
ト
ヘ
二
象
卜
云
°
小
象
傭
コ
レ
＿
一
次
グ
。

ソ
ノ
餘
ノ
偲
｀
｀
、
ナ
疑
フ
ペ
シ

0
・
:
．．．
 
槃
僻
偵
＾
博
ク
易
論
ヲ
設
ヶ
テ
云
ッ
ク
ス
ト
雖
モ
、
乾
坤
二
卦
ノ
説
一
句
モ
ナ
ク
シ
ラ

文
言
偉
＾
乾
坤
二
卦
ノ
設
ノ
ミ
ナ
ど
＾
、
疑
ラ
ク
＾
コ
レ
緊
僻
偉
内
ョ
リ
乾
坤
二
卦
ニ
カ
、
リ
ク
炉
説
ヲ
ヌ
キ
出
シ
、
別
＿
＿



蝠
桃
の
考
へ
に
よ

b
ま
す
こ
易
が
逍
癒
の
経
典
こ
解
せ
ら
れ
る
の
は
十
翼
セ
通
し
て
見
る
か
ら
で
あ

b
ま
す
が
、
こ
の
十
粟

も
ま
た
一
人
の
人
が
作
っ
た
も
の
で
な
く
、
種
々
な
人
の
手
に
成
っ
て
居
り
ま
す
る
か
ら
．
＋
翼
相
互
の
間
に
も
見
解
の
相
逹
が

で
あ
る
マ
J

私
は
考
へ
ま
す
。

文
言
偲
卜
琥
ッ
ク
JV

ナ
JV

ベ
ッ
。

．．．．．． 
序
卦
＂
維
卦
、
設
卦
ノ
文
ノ
．
コ
ト
キ
＾
古
ナ
リ
ト
雖
モ
疑
フ
ベ
キ
コ
ト
多
ン
。

＾
前
世
易
二
長
ゞ
七
ツ
人
ノ
博
ヲ
作
リ
タ
JV

ヲ
、
亜
人
ノ
象
交
象
僻
二
合
セ
テ
十
慮
卜
名
ヶ
ク
JV

ナ
ラ
ン
。

易
ノ
卦
ぐ
上
二
云
フ
如
ク
、
文
王
ノ
ト
キ
マ
ヂ
＾
卦
交
ノ
象
ヲ
観
テ
吉
凶
ヲ
決
ス

JV

ナ
リ
、
是
レ
伏
載
の
易
ナ
リ
0

ダ
ン
ダ

ン
用
ヒ
末
リ
テ
マ
ギ
ラ
＾
シ
ク
ナ
リ
テ
、
人
ノ
勝
手
．
ッ
ク
ニ
吉
凶
ヲ
決
ン
テ
易
逍
二
違
フ
コ
ト
多
シ
、
コ
、
二
於
テ
文
王
象

ヲ
カ
ケ
周
公
又
交
ノ
僻
ヲ
カ
ク
JV

ナ
9
0
ス
ベ
テ
疑
＾
ジ
キ
コ
ト
ア
リ
テ
進
退
窮
マ
リ
ク
JV

ト
キ
ト
ン
テ
心
志
ヲ
決
ス
、
疑

ハ
シ
キ
コ
ト
ナ
ク
進
浪
四
六
歩
ナ
ラ
バ
、
六
ヲ
用
ヒ
四
ヲ
ス
テ
心
志
ヲ
決
ッ
ト
ス

J
V
-
―
及
．
＾
．
ス
。
後
世
ニ
テ
＾
象
象
ノ
僻
ヲ

＾
ジ
メ
十
閲
悉
ク
備
＾
リ
テ
、
叉
程
先
生
ノ
偲
、
朱
先
生
ノ
本
義
ァ
＞
．
＾
、
唯
ッ
．
不
二
吾
身
ノ
今
日
ノ
有
様
ヲ
考
へ
、
何
卦

何
交
ニ
ア
タ
JV

ト
定
メ
テ
、
其
交
ノ
言
ヲ
ト
リ
用
ュ
ベ
シ
、
コ
レ
易
ヲ
學
プ
ノ
要
也
＞

こ
れ
だ
け
が
大
憫
易
に
闊
す
る
記
事
の
重
な
る
貼
だ
と
思
ひ
ま
す
l

J

,

此
の
蝠
桃
の
考
へ
か
ら
見
ま
す
＜
J

｀
易
は
最
初
占
5

巫
の
為
め
に
登
明
さ
れ
た
も
の
で
、
応
巫
竹
の
数
に
よ
っ
て
卦
を
蓋
し
、
こ

の
卦
の
形
に
よ
っ
て
吉
凶
を
判
版
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
所
謂
伏
敷
oJ
易
で
あ
る
が
、
後
に
文
王
が
象
僻
を
か
け
周
公
が
交
僻

を
作
ら
れ
て
卦
交
の
僻
が
備
は
る
こ
，
そ
れ
は
判
断
の
模
範
を
示
す
書
物
ご
成
っ
て
｀
最
初
占
筵
だ
け
の
目
的
に
使
は
れ
た
も

の
ご
意
味
が
か
は
つ
て
末
る
。
さ
う
し
て
最
後
に
十
閥
が
作
ら
れ
て
、
十
翼
を
通
じ
て
卦
交
僻
を
見
る
ご
＇
そ
れ
は
耽
會
に
於

け
る
穂
て
の
場
合
ご
線
て
の
地
位
マ
J

に
應
す
べ
き
逍
徳
の
規
範
を
示
し
た
放
訓
書
こ
な
る
0

こ
れ
が
幡
桃
の
易
に
封
す
る
大
憫

の
意
見
で
あ
り
ま
す
0

幡
桃
は
斯
の
如
く
易
に
一
二
段
の
進
化
を
考
へ
て
居
り
ま
す
る
が
、
こ
>
が
幡
桃
の
優
れ
て
居
る
ご
こ
ろ

1

六

コ
レ



一
七

あ
り
ま
す
0

昔
か
ら
十
翼
は
孔
子
の
作
ら
れ
た
も
の
だ
マ
J

偵
へ
て
居
ま
す
が
、
そ
れ
は
色
々
な
貼
に
於
て
疑
問
が
あ

b
ま
す
。

始
め
て
こ
の
疑
問
を
提
出
し
た
の
は
宋
の
欧
陽
修
で
あ
り
ま
し
て
、
欧
陽
修
は
「
周
易
童
子
問
」
マ
J

い
ふ
書
物
を
か
い
て
十
翼

は
孔
子
の
作
で
あ
る
ま
ひ
マ
J

疑
つ
て
居
り
、
日
本
の
學
者
で
も
伊
藤
仁
齋
先
生
な
ざ
は
矢
張

b
欧
陽
修
の
役
を
う
け
て
十
粟
を

孔
子
の
作
で
な
い
"
y
J

考
へ
て
居
ら
れ
ま
す
、
さ
う
し
て
蝠
桃
も
亦
こ
れ
を
孔
子
の
作
ご
は
考
へ
な
い
で
、
部
分
部
分
に
よ
っ
て

作
者
も
逹
ひ
、
製
作
年
代
も
違
つ
て
居
る
も
の
こ
見
て
居
b
ま
す
。
「
夢
の
代
」
に
は
象
偲
の
こ
こ
に
つ
い
て
は
一
言
も
い
つ
て

居
り
ま
せ
ぬ
が
，
象
博
は
こ
れ
を
大
象
偲
マ
」
小
象
偲
ご
に
分
け
て
「
大
象
博
ヲ
作
JV
人
＾
誰
ナ
Jv
ヲ
知
ラ
ザ
＞
ド
モ
、
ス
グ
＞

ク
JV
文
ニ
テ
孔
子
ョ
リ
前
ノ
書
ナ
リ
、
古
＾
ヒ
ト
ヘ
―
―
象
卜
云
フ
、
小
象
偲
之
ニ
ッ
ク
」
こ
い
つ
て
居
り
ま
す
0

斯
う
い
ふ
考

へ
は
蟻
桃
自
身
の
登
明
で
は
な
く
し
て
、
恐
ら
く
竹
山
履
軒
雨
先
生
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ら
う
こ
思
ひ
ま
す
，
竹
山
先
生
の
易

に
闊
す
る
著
作
は
出
版
に
成
つ
て
居
り
ま
せ
ぬ
か
ら
参
考
で
き
ま
せ
ぬ
が
、
履
軒
先
生
の
著
書
は
「
周
易
逢
原
」
が
出
版
さ
れ

て
居
ま
す
、
こ
れ
に
よ
り
ま
す
こ
．
履
軒
先
生
は
象
を
大
象
ご
小
象
ご
に
悩
別
せ
ら
れ
て
、
更
に
小
象
こ
象
博
ご
を
類
似
の
も

の
に
見
て
、
十
翼
の
内
大
象
が
尤
も
古
く
小
象
ご
象
偵
こ
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、
繋
僻
偵
は
更
に
後
の
も
の
だ
こ
論
せ
ら
れ
て
ゐ
ま

す
0

幡
桃
の
説
も
恐
ら
く
履
軒
先
生
を
襲
つ
た
も
の
で
、
大
象
を
最
も
古
く
、
小
象
ご
象
偵
マ
J

を
略
は
同
じ
時
代
の
も
の
で
、

大
象
よ
り
は
後
に
出
末
た
も
の
ご
考
へ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
さ
う
し
て
大
象
を
尤
も
古
く
見
る
こ
こ
は
少
し
疑
問
が
あ

b
ま

す
が
、
象
博
セ
大
象
こ
小
象
こ
に
分
ち
．
大
象
を
引
き
は
な
し
て
小
象
ご
象
偵
こ
を
連
絡
さ
せ
よ
う
と
す
る
見
解
は
非
常
な
点

見
だ
ご
考
へ
ま
す
。
そ
れ
は
象
偲
は
大
憫
べ
条
節
の
説
明
で
あ
り
ま
し
て
韻
文
で
あ

b
ま
す
が
、
そ
の
初
の
部
分
は
一
卦
の
象
を

説
い
て
交
僻
に
関
係
な
く
且
散
文
で
あ
り
ま
す
、
例
へ
ば

罷

文

乾
元
亨
利
貞

象

傭

天
行
健
君
子
以
自
張
不
息



゜

初

九

、

潜

龍

勿

用

、

潜

龍

勿

用

陽

在

下

也

゜

九

二

、

見

龍

在

田

、

利

見

大

人

、

見

龍

在

田

穂

施

普

他

゜

九
―
―
-
。
君
子
終
B
乾

々

、

夕

楊

若

属

元

咎

終

H
乾
々
反
復
道
也゚

九

四

、

或

躍

在

淵

、

元

咎

｀

或

躍

在

淵

進

尤

咎

也

゜

九

五

。

飛

龍

在

天

、

利

見

大

人

飛

龍

在

天

大

人

造

也

。

上

九

、

元

龍

在

悔

元

龍

有

悔

盈

不

可

久

也

゜

用

九

、

見

塁

龍

尤

首

吉

用

九

天

徳

不

可

岱

首

也

に
於
て
象
偲
の
最
初
の
一
行
は
一
卦
の
象
を
説
明
し
て
散
文
で
あ
る
が
、
第
二
行
以
下
は
上
の
交
僻
を
説
明
し
て
句
末
に
韻
を

ふ
ん
で
居
ま
す
｀
こ
の
散
文
の
部
分
が
履
軒
先
生
や
幡
桃
翁
の
所
謂
大
象
で
、
有
防
の
部
分
が
即
ち
小
象
で
あ
り
ま
す
、
さ
う

し
て
大
象
ご
小
象
ご
は
散
文
ご
的
文
ご
文
の
形
式
を
異
に
し
て
、
そ
の
内
容
も
前
者
は
卦
象
を
説
い
て
後
者
は
交
僻
を
説
明
し

て
居
ま
す
、
こ
れ
大
象
ご
小
象
マ
J

が
形
式
か
ら
見
て
も
内
容
か
ら
見
て
も
違
っ
て
居
る
こ
さ
を
示
す
も
の
で
あ
b
ま
す
°
之
に

封
し
て
象
傭
は
象
僻
の
註
繹
説
明
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
内
容
は
小
象
マ
J

全
く
別
で
あ
り
ま
す
が
、
其
形
式
は
矢
張
り
約
文
で

小
象
に
似
て
居
ま
す
．
乃
て
象
僻
ご
小
象
こ
は
形
式
が
同
じ
で
前
者
は
卦
僻
を
説
明
し
後
者
は
交
僻
を
説
明
し
ま
す
か
ら
、
こ

れ
だ
け
で
完
全
に
卦
交
僻
即
ち
易
の
経
文
が
説
明
さ
れ
て
居
る
諄
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
既
に
象
僻
マ
J

小
象
が
あ
れ
ば
大
象

は
な
く
て
も
す
む
の
で
あ
る
か
ら
、
小
象
か
ら
大
象
を
離
し
て
獨
立
に
考
へ
、
家
偲
ビ
小
象
を
合
せ
て
同
じ
性
質
の
も
の
マ
J

見

る
こ
ぐ
J

が
｀
頗
る
合
理
的
で
あ
る
ご
思
は
れ
ま
す
。

次
ぎ
に
繋
僻
偵
に
つ
き
ま
し
て
蝠
桃
は
「
繋
僻
博
＾
博
ク
易
ヲ
設
ヶ
テ
云
ヒ
ッ
ク
ス
ト
雖
モ
，
乾
坤
二
卦
ノ
説
一
句
モ
ナ
ク

シ
テ
、
文
言
偵
＾
乾
坤
二
卦
ノ
説
ノ
ミ
ナ
＞
．
＾
、
疑
フ
ラ
ク
＾
コ
レ
繋
僻
博
内
ョ
リ
乾
坤
二
卦
ニ
カ
、
リ
ク
”
説
ヲ
ヌ
キ
出
シ

一入



f

九

別
二
文
言
博
卜
琥
シ
ク
JV

ナ
IV

ベ
ン
」
こ
言
っ
て
繋
僻
博
こ
文
言
博
マ
J

を
略
ぼ
同
じ
も
の
ご
考
へ
て
居
り
ま
す
°
尤
も
「
夢
の

代
」
の
中
に
は
、
緊
辟
博
の
文
章
は
非
常
に
い
A

が
、
文
言
博
の
文
章
は
や
ヽ
劣
る
、
こ
の
黙
か
ら
見
れ
ば
一
人
の
作
で
な

い
か
畑
れ
ぬ
ミ
一
の
足
を
ふ
ん
で
は
居
ま
す
が
，
ま
づ
大
憫
に
於
て
同
じ
も
の
で
あ
ら
う
ご
見
て
居
る
様
で
あ
り
史
す
。

さ
て
文
言
博
は
乾
坤
二
卦
の
象
僻
の
説
明
で
あ

b
ま
す
が
、
乾
の
卦
の
説
明
の
所
を
よ
（
讀
ん
で
み
ま
す
こ
．
乾
の
卦
セ
す

っ
ご
一
逼
説
明
し
て
．
叉
初
に
戻
つ
て
説
明
し
．
そ
れ
が
終
る
こ
ま
た
初
に
戻
つ
て
都
合
四
回
繰
返
し
て
同
じ
交
僻
を
説
朋
し

て
居
り
ま
す
そ
こ
で
第
一
，
第
二
、
第
三
さ
分
け
て
考
察
致
し
ま
す
ご
、
ニ
マ
J

―
―
で
は
約
文
で
．
一
ご
四
ゞ
は
散
文
に
な
っ

て
居
り
ま
し
て
、
そ
の
説
明
も
多
少
相
辿
し
て
居
ま
す
0

こ
れ
等
の
勁
に
注
意
し
て
考
へ
ま
す
こ
同
じ
文
言
博
の
中
で
も
所
に

よ
っ
て
筆
者
が
違
ふ
ご
思
は
れ
ま
す
3

さ
う
し
て
緊
僻
の
中
に
「
尤
龍
有
悔
」
マ
J

い
ふ
句
を
説
朋
し
て
、

子
日
貴
而
尤
位
．
高
而
元
民
、
賢
人
在

F
位
而
尤
輔
、
是
心
動
而
有
悔
也

ご
い
つ
て
居
り
ま
す
が
、
此
の
説
明
は
文
言
博
の
第
一
の
解
繹
散
文
の
部
分
に
一
僻
も
違
へ
す
に
出
て
居
ま
す
p

従
っ
て
現
に

繋
僻
博
に
は
な
く
て
も
文
言
の
散
文
の
部
分
は
繋
僻
偲
マ
J

同
じ
材
料
か
ら
出
て
居
る
こ
ぐ
J

が
机
像
さ
れ
ま
す
，
乃
で
繋
僻
偲

Jゞ

文
言
博
は
圃
じ
時
代
の
芥
で
あ
ら
う
マ
J

い
ふ
。
蝠
桃
の
考
へ
が
大
憫
あ
た
っ
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
土
ュ
す
。

そ
れ
か
ら
最
後
の
説
卦
璽
序
卦
．
雑
卦

Jゞ

い
ふ
三
つ
の
篇
は
、
蝠
桃
の
考
へ
で
は
可
な

b
古
い
文
章
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
そ

れ
は
本
営
の
卜
心
巫
易
者
の
方
に
博
は
つ
て
居
た
易
で
、
憐
家
の
易
ビ
闊
係
な
い
ご
考
へ
て
居
る
や
う
で
あ
り
ま
す
c

そ

nで
易
の
初
は
卦
の
形
だ
け
で
刊
晰
、
る
、
そ
れ
が
占
筑
の
時
代
で
、
そ
れ
が
一
歩
進
ん
で
象
象
僻
マ
J

い
ふ
も
の
が
か
け

ら
れ
る
こ
占
筑
判
晰
の
お
手
本
マ
J

な
り
ま
す
、
そ
れ
が
今
度
は
象
博
象
博
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
、
道
徳
的
の
経
典
に
な
る
。

さ
う
し
て
説
卦
、
序
卦
，
維
卦
'),J

い
ふ
も
の
は
、
大
象
あ
た
り
で
判
晰
し
た
時
代
の
、
易
の
専
門
家
が
博
へ
た
所
の
文
献
で
あ

ら
う
。
幡
桃
は
先
．
つ
斯
う
い
ふ
風
に
齢
別
を
立
て
ヽ
見
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。



そ
こ
で
私
も
大
騰
さ
う
い
ふ
風
に
見
て
易
を
研
究
す
る
こ
ご
が
稼
嘗
で
あ
ら
う
マ
J

考
へ
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
立
場
か
ら
易
偵

の
道
偉
思
想
マ
J

い
ふ
こ
．
こ
を
申
し
ま
す
こ
、
象
象
偲
の
道
稼
思
想
マ
J

，
緊
僻
、
文
言
の
道
偽
思
想
こ
い
ふ
二
つ
の
版
劃
を
立
て

A

考
へ
ら
れ
る
ご
思
ひ
ま
す
。
最
初
は
象
象
の
道
徳
思
想
で
あ
り
ま
し
て
一
々
象
博
．
象
博
の
文
旬
を
引
い
て
申
上
げ
る
こ
い

A

の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
非
常
に
時
間
も
か
A

り
ま
し
て
厄
介
で
あ

b
ま
す
か
ら
、
極
く
大
盟
を
申
し
ま
す
y
J

、
象
偲
の

一
番
初
め
に
、

大
哉
乾
元
、
萬
物
資
始
、
乃
統
天
．
雲
行
雨
施
＂
品
物
流
形
、
：

．．．． 
乾
道
稜
化
、
各
正
性
命
冒
保
合
大
和
、
乃
利
貞
盲

至
哉
坤
元
．
萬
物
資
生
．
乃
天
承
天
、
坤
厚
載
物
．
徳
合
光
職
、
合
弘
光
大
、
品
物
咸
亨
、

．．．．．． 
柔
順
利
貞
’
君
子
飲
行
、

ご
い
ふ
節
が
あ
り
ま
す
0

之
に
よ
る
こ
象
偵
の
作
者
は
易
の
根
本
は
乾
坤
の
二
元
で
、
此
竺
一
元
が
基
碇
に
な
っ
て
易
が
出
来

て
居
る
．
乾
元
は
天
の
捻
で
あ
っ
て
、
坤
元
が
地
の
祗
で
あ
る
、
前
者
は
萬
物
を
生
成
し
、
後
者
は
乾
元
の
徳
に
従
っ
て
生
成

の
事
業
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
マ

J‘
斯
う
い
ふ
や
う
に
考
へ
て
居
り
ま
す
）
そ
い
か
ら
象
象
偵
全
盟
を
通
讀
致
し
ま
す
こ
、

乾
の
徳
マ
J

い
ふ
も
の
は
剛
健
セ
表
は
し
．
坤
の
徳
は
柔
順
を
表
は
し
て
居
る
や
う
で
あ
り
ま
す
0

言
換
へ
れ
ば
、
剛
こ
柔
こ
の

二
つ
の
反
到
を
基
礎
に
し
て
．
繕
て
を
説
明
し
て
居
h
ま
す

J

所
が
此
の
象
象
傭
の
中
に
、
ざ
う
し
た
ら
よ
い
ご
か
悪
い
ご
か

い
ふ
判
晰
を
示
す
場
合
セ
注
意
し
て
見
ま
す
マ
J

、
い
つ
も
い
、
こ
判
斯
さ
れ
る
時
に
は
、
剛
こ
柔
の
中
を
得
た
マ
J

き
で
あ
り
ま

す
Q

消
朝
の
學
者
で
錢
大
斬
マ
J

い
ふ
人
が
あ

b
ま
し
て
、
其
の
人
の
文
梨
に
「
消
研
堂
梨
」
マ
J

い
ふ
文
集
か
あ
り
ま
す
が
そ
の

中
に
次
の
様
な
言
葉
が
あ
り
ま
す

3

象
偵
中
言
中
者
三
十
三
、
象
博
中
言
中
者
一
―
-
+
、
其
言
中
也
．
曰
正
中
、
曰
柔
中
、
日
剛
柔
非
中
也
．
而
得
中
者
光
咎
．
故
嘗

謂
易
六
十
四
卦
ー
―
―
百
八
十
交
、
一
言
以
蔽
之
．
中
而
而
巳
，

こ
れ
は
象
偲
こ
象
樽
か
ら
見
る
こ
、
易
の
道
掘
は
剛
こ
柔
こ
の
二
つ
の
反
到
の
中
と
取
る
こ
い
ふ
こ
ビ
が
標
準
に
な
っ
て
居
る

110 



こ
い
ふ
の
で
あ

b
ま
し
て
よ
く
象
象
偵
の
精
神
を
つ
か
ん
だ
も
の
ご
思
は
れ
ま
す
。

所
が
繋
僻
偵
や
文
言
偵
に
な
り
ま
す
ビ
、
象
偵
．
象
側
で
剛
柔
こ
い
っ
た

1

一―-2
ひ
方
が
菱
り
ま
し
て
、
陰
陽
ピ
い
ふ
言
葉
が
出

て
居
り
ま
す
。
尤
も
象
象
博
に
も
陰
陽
こ
い
ふ
語
が
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
緊
僻
偵
、
文
言
偲
に
も
剛
柔
の
説
が
な
い
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
盟
象
象
偲
の
剛
柔
を
繋
僻
博
で
は
陰
陽
こ
い
ふ
言
葉
で
表
は
し
て
居
り
ま
す
°
乃
で
繋
僻
偲
の
中
の
有
名

な
言
葉
セ
引
き
ま
す
マ
J‘

一
陰
一
腸
之
謂
逍
、
載
之
者
善
也
．
成
之
者
性
也
．

Jゞ

い
つ
て
居
b
ま
す
が
、
此
に
一
陰
一
陽
之
謂
逍
y
J

い
っ
た
怠
味
は

b

恐
ら
く
宇
宙
自
然
の
逍
y

」
い
ふ
も
の
は
、
陰
脇
の
消
長

稜
化
で
行
は
れ
て
居
る
y
」
い
ふ
意
で
．
枇
之
者
善
也
マ
J

い
ふ
の
は
、
こ
の
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
い
く
の
が
善
で
あ
る
ご
い
ふ

怠
で
あ

b
ま
せ
う
°
従
っ
て
人
間
の
道
徳
は
こ
の
一
陰
一
腸
あ
る
自
然
の
道
に
随
順
す
る
以
外
に
何
も
の
も
な
い
竿
11

で
あ

b
ま

す
か
ら
、
こ
の
道
を
知
る
こ
ご
が
尤
も
大
切
な
事
ビ
な
り
ま
す
0

然
ら
ば
人
間
の
逍
を
ご
う
し
て
知
る
か
こ
い
ふ
ご
、
人
間
に

は
生
れ
落
ち
て
以
来
、
先
天
的
に
一
陰
一
陽
の
道
が
備
は
つ
て
居
る
、
其
り
備
は
つ
て
居
る
逍
は
即
ち
人
間
の
本
性
で
あ

b
ま

し
て
此
の
本
性
に
基
い
て
行
動
す
る
こ
こ
が
や
が
て
人
間
道
組
が
完
成
さ
れ
る
こ
こ
に
な
る
こ
観
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
0

此

の
意
味
を
又
緊
僻
偲
の
中
に
は

成
性
存
存
逍
義
之
門

さ
い
ふ
言
葉
で
言
ひ
現
し
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
の
本
性
を
完
成
し
て
ゆ
く
<
J

い
ふ
こ
マ
」
が
、
雛
て
人
間
OJ
道
鉗
で
あ
る

こ
い
ふ
意
味
を
言
っ
て
居
る
の
で
あ

b
ま
す
。
こ
こ
ろ
が
そ
れ
が
文
言
偲
に
な
り
ま
す
こ
、

閑
邪
存
誠

ご
い
ふ
言
葉
で
言
ひ
現
さ
れ
て
居
b
ま
す
Q

閑
邪
存
誠
こ
い
ふ
の
は
｀
自
分
を
館
ら
す
に
邪
セ
防
ぐ
こ
こ
．
之
れ
が
人
間
の
道



だ
ご
説
明
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
0

前
ち
象
象
博
で
は
剛
柔
の
中
を
得
る
こ
さ
を
中
正
の
逍
ご
し
て
食
ぶ
が
、
繋
僻
文
言
で

は
戚
を
存
す
る
こ
マ
J
‘

換
言
す
れ
ば
自
ら
省
み
て
億
ら
な
い
こ
ご
を
中
正
の
逍
ざ
考
ヘ
ィ
居
る
様
で
あ

b
生
す
。
一
憫
中
の
字

は
色
々
な
意
味
に
解
繹
さ
れ
る
字
で
あ
り
ま
し
て
．
雨
端
の
中
央
ご
い
ふ
意
に
も
な
b
ま
す
が
、
又
外
に
到
す
る
中
皿
内
の
意

味
に
も
使
は
れ
ま
す
｀

n
う
し
て
内
の
義
は
更
に
一
轄
し
て
人
間
の
中
心
即
忠
の
義
に
も
使
は
れ
士
す
。
象
象
偲
に
剛
柔
の
中

ご
説
い
た
の
は
剛
柔
マ
J

い
ふ
雨
極
端
の
中
央
を
意
味
し
ま
す
る
が
、
繋
僻
文
言
に
誡
を
存
す
る
こ
マ
J

ヤ
カ
設
し
て
居
り
ま
す
の

は
忠
減
を
尊
ぶ
窯
味
で
あ
b
ま
す
が
、
こ
の
忠
誠
は
象
象
博
の
中
の
意
味
が
轄
化
し
た
の
だ
さ
思
は
れ
ま
す
。
乃
て
易
偵
の
逍

徳
思
想
を
一
言
で
申
し
述
べ
士
す
る
マ
J

中
マ
J

い
ふ
一
字
に
瑚
き
る
マ
:J1111ll'

は
れ
ま
す
、
即
ち
象
象
偵
で
は
刷
柔
の
中
正
ヤ
得
る
こ

ご
を
易
の
道
だ
ご
説
く
が
繋
僻
文
言
で
は
陰
陽
の
消
長
ヤ
宇
宙
の
道
ご
考
へ
て
こ
の
消
長
の
理
を
誠
即
忠
に
よ
っ
て
直
覺
す
る

こ
ご
を
人
間
の
道
徳
マ
J

解
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

此
虞
ま
で
話
し
て
餐
り
ま
す
マ
J

自
然
「
中
庸
」
が
聯
想
さ
れ
て
差
b
ま
す
°
易
偲
の
道
徳
は
初
め
は
中
で
後
に
は
誠
に
な
っ

て
居
り
ま
す
が
、
巾
庸
篇
の
中
に
も
や
は

b
中
ご
い
ふ
こ
ご
A
‘

誠
ご
い
ふ
こ
ご
が
設
か
れ
て
居

b
ま
す
Q

そ
れ
は
易
ご
中
庸

ご
い
ふ
も
の
が
e
9
J

う
い
ふ
闊
係
に
あ
る
か
マ
」
い
ふ
こ
ご
を
｀
暗
示
し
て
居
る
も
の
マ
J

思
ひ
ま
す
0

此
の
中
庸
も
現
在
は
四
書
の

て
こ
な
っ
て
居
り
ま
す
け
れ
ぐ
L

も
、
も
さ
は
祠
記
の
中
の
一
篇
で
、
韓
記
の
中
に
あ
る
中
庸
は
漠
の
鄭
空
が
注
セ
書
い
て
居

b

ま
し
て
、
鄭
女
の
注
の
内
に
中
庸
の
文
章
が
前
後
錯
侃
し
て
居
る

Jゞ

い
つ
て
順
序
を
直
し
た
こ
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
宋
の
朱

子
は
又
更
に
大
き
な
訂
正
を
加
へ
て
居
り
ま
す
°
然
し
鄭
空
ゃ
朱
子
が
未
だ
氣
付
な
か
っ
た
―
つ
の
錯
簡
が
残
っ
て
居
ま
す
、

そ
れ
は
朱
子
の
校
訂
本
の
第
十
六
章
に
、
鬼
紳
を
論
じ
て
居
る
部
分
で
あ
り
ま
し
て
、
此
章
は
現
在
の
ま
A

で
は
前
後
の
意
義

が
績
き
よ
せ
ん
、
恐
ら
く
こ
れ
は
第
二
十
四
章
の
次
に
ま
は
る
べ
き
だ
ろ
う
<
J

思
は
れ
ま
す
ッ
此
第
十
六
章
を
錯
簡
ご
見
る
の

は
私
の
考
で
は
な
く
し
て
悛
徳
堂
の
先
儒
の
説
で
あ
b
ま
し
て
幡
桃
の
夢
の
代
に
も
説
明
さ
れ
て
居
り
ま
す
。



鬼
牌
ノ
章
十
六
章
ニ
ア
JV

＾
錯
簡
ナ
リ
c

此
害
首
尾
連
績
ス
JV

事
至
9
テ
正
ジ
°
然
J
V
_
＿
此
章
上
下
ー
ー
ツ
ラ
ナ
ラ
．
ス
0

ユ
エ

ニ
朱
子
費
隠
ョ
9
シ
テ
サ
マ

l
¥
―
ー
ト
キ
ナ
ス
ト
雖
曹
穏
ナ
ラ
ズ
°
仁
齋
先
生
コ
ノ
章
ヲ
以
テ
｀
上
受
JV

所
ナ
グ
下
起
ス
所

ナ
シ
ト
始
メ
ラ
疑
ヲ
入
JV

ト
雖
、
其
説
ヲ
得
ズ
°
萬
年
ー
ニ
宅
先
生
ノ
卓
見
ニ
テ
、
此
章
ヲ
ニ
十
四
章
ニ
ス
レ
バ
、
前
後
ョ
リ

連
績
ス
ト
ア
リ
ジ
ョ
リ
五
井
＂
中
井
ノ
ニ
先
生
コ
＞
ヲ
ト
ナ
ヘ
テ
、
今
ノ
竹

iIi11
履
軒
ノ
雨
先
生
ニ
イ
タ

9
テ
ゾ
ノ
設
備
＾

”
°
右
鬼
神
I

章
ヲ
ノ
ゾ
ヶ
ベ
十
五
章
ノ
「
父
屈
其
順
也
乎
」
ヲ
リ
十
七
章
ノ
ー
舜
其
大
孝
也
典
」
ヘ
ウ
ッ
リ
テ
、
ダ
ン

l
¥

武
王
、
周
公
ノ
孝
ニ
ウ
ソ
J
V
o

コ
レ
ー
ー
ヨ
リ
ニ
十
四
章
＾
二
十
三
章
ト
ナ
J
V
u

「
至
減
如
神
」
（
二
十
三
章
末
句
）
ョ
リ
十
六
章

ヲ
コ
ノ
慮
へ
入
＞
テ
「
鬼
神
露
極
其
盛
也
乎
ヘ
ウ
ッ
リ
｀
末
ノ
「
誠
一
―
―
不
可
掠
如
此
乎
」
ョ

9
二
十
五
章
「
誠
自
成
也
、

逍
自
逍
也
」
ト
ウ
ク
レ
バ
、
始
終
本
末
ガ
ソ
ナ
＾
リ
テ
又
遺
懺
ナ
シ
云
々
（
夢
の
代
三
入
四
）

蝠
桃
の
説
明
は
こ
れ
だ
け
で
あ

b
ま
す
が
｀
こ
れ
は
誠
に
稔
常
な
考
へ
で
あ
る
マ
J

考
へ
ま
す
0

履
軒
先
生
の
「
中
庸
逢
原
」

の
中
に
も
十
六
章
を
二
十
四
章
に
移
し
て
居

b
ま
す
が
、
此
の
設
明
が
少
し
も
出
て
居
h
ま
せ
ん
の
で
人
の
注
意
を
惹
き
ま
せ

ん
が
、
私
は
こ
れ
は
非
常
に
点
見
で
あ
る
ざ
思
ひ
ま
す
。

さ
て
右
の
様
に
錯
簡
セ
正
し
よ
し
て
中
庸
全
盟
を
通
覧
致
し
ま
す
こ
朱
子
本
で
第
二
章
よ
り
第
十
九
年
早
よ
で
は
専
ら
中
ご
い

ふ
こ
マ
J

を
設
い
て
、
第
二
十
ギ
早
以
下
は
中
マ
J

い
ふ
こ

Jゞ

か
ら
は
な
れ
て
、
誠

Jゞ

い
ふ
こ
ビ
を
再
ら
説
い
て
居
h

ま
す
。
も
し
十

六
章
が
現
在
の
位
謹
に
あ
れ
ば
十
六
ギ
早
に
も
減
が
こ
か
れ
て
居
る
諄
で
あ
る
が
そ
れ
が
二
十
四
章
に
ま
は
る
さ
減
を
説
い
た
の

ぱ
二
十
章
以
下
に
限
ら
れ
ま
す
3

そ
れ
か
ら
中
を
説
い
た
所
ご
誠
を
説
い
た
所
を
比
較
致
し
ま
す
マ
J

．
中
を
設
い
た
所
は
言
葉

が
簡
潔
で
あ
り
ま
し
て
論
語
に
似
て
居

b
ま
す
が
、
第
二
十
章
以
下
に
な
る
マ
J

す
つ
こ
言
葉
が
延
び
て
、
謁
記
、
易
偵
に
似
て

居

b
ま
す

J

そ
れ
で
初
め
の
中
を
説
い
た
所
こ
、
後
の
減
を
説
い
だ
所
ご
は
、
作
者
が
違
ふ
で
は
な
い
か
ご
思
は
れ
ま
す
。
従
来

は
中
庸
は
子
思
が
作
っ
た
も
の
ご
な
つ
て
居
り
ま
す
が
、
私
は
子
思
の
作
っ
た
の
は
初
の
中
を
説
い
た
部
分
だ
け
で
あ
っ
て
、



減
を
設
い
た
所
は
も
つ
ご
後
の
も
の
で
な
い
か
マ
J

思
ひ
ま
す
。

然
ら
ば
後
は
ぐ
；
の
邊
ま
で
下
る
か
こ
い
ふ
マ
J

、
大
慨
考
へ
は
つ
く
ご
思
ひ
ま
す
。
そ
，
は
現
在
中
庸
の
減
を
説
い
た
所
に

今
天
下
車
同
帆
、
書
同
文
、
行
同
倫
、

マJ
い
ふ
文
句
が
あ
h'
ま
し
て
、
此
文
章
が
か
ヽ
れ
た
常
時
支
那
全
土
に
わ
た
つ
て
車
の
轍
の
幅
が
統
一
さ
れ
て
居
下
り
、
文
字
が

統
一
さ
れ
て
居
て
、
逍
徳
の
標
準
も
同
じ
で
あ
っ
た
こ

A

こ
が
明
芸
口
さ
れ
て
居
り
ま
す
が
、
後
漢
の
許
慎
こ
い
ふ
學
者
が
作
っ
た

説
文
ピ
い
ふ
書
物
の
序
文
に
よ
る
ご
、
戦
國
の
頃
は
七
國
相
手
つ
て
國
々
が
田
疇
誨
を
異
に
し
、
車
塗
軌
を
異
に
し
作
法
令
を

異
に
し
．
衣
冠
制
セ
異
に
し
、
全
口
語
磐
セ
異
に
し
・
文
字
形
セ
異
に
し
て
少
し
も
統
一
が
な
か
っ
た
の
で
始
皇
帝
が
天
下
を
統

一
す
る
に
及
ん
で
木
ょ
斯
の
献
策
に
従
っ
て
こ
れ
が
統
一
を
は
か
つ
だ
マ
J

い
ふ
こ
y
J

が
、
か
A

れ
て
居
り
ま
す
、
さ
う
し
て
秦
の
始

白
素
帝
は
天
下
を
巡
狩
し
て
所
々
で
碑
セ
立
て
自
れ
功
業
を
勒
し
て
居
り
ま
す
が
、
芝
来
の
刻
石
や
猿
邪
星
の
刻
石
に
は
や
は

b

＂
「
器
械
一
最
、
同
害
文
字
」
ご
い
ふ
文
句
が
あ
っ
て
度
最
衡
や
文
字
の
統
一
を
は
か
っ
た
こ
ご
が
始
塁
の
功
績
ご
し
て
記
さ
れ

て
居
ま
す
＂
こ
れ
は
説
文
の
序
文
の
記
事
が
確
賓
で
あ
る
こ
ご
を
貨
證
す
る
も
の
で
あ

b
ま
し
て
戦
國
以
後
秦
の
統
一
ま
で
車

軌
を
同
じ
う
し
害
文
を
同
じ
く
し
た
こ
こ
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
b
ま
す
。
従
っ
て
中
庸
の
中
に
「
今
天
下
車
同
軌
、
害
同

文
」
<
J

あ
る
の
は
中
庸
の
此
等
の
部
分
が
秦
の
時
に
か
ヽ
れ
て
居
る
こ
ご
を
示
す
も
の
で
あ

b
ま
す
。
但
「
行
同
倫
」
ご
い
ふ

一
句
は
虐
政
を
縦
に
し
だ
始
皇
の
時
代
に
は
適
中
し
な
い
様
に
も
戚
せ
ら
れ
ま
せ
う
が
。
始
皇
が
奥
越
の
方
面
を
巡
狩
し
て
立

て
た
會
稽
山
の
碑
に
は
、
常
時
此
地
方
の
風
俗
は
男
女
爛
係
が
非
常
に
胤
れ
て
居
た
の
で
始
皇
が
厳
命
を
下
し
て
男
女
の
道
徳

を
中
國
こ
同
じ
く
せ
し
め
た
<
J

か
い
て
居
り
ま
す
か
ら
、
始
皇
に
も
「
行
同
倫
」
マ
J

い
ふ
善
政
が
あ
っ
た
こ
マ
J

は
た
し
か
で
、

こ
れ
も
秦
代
に
適
嘗
す
る
語
で
あ
b
ま
す
。
そ
こ
で
此
等
の
句
を
含
む
中
雁
の
誠
を
設
い
た
部
分
は
秦
代
の
述
作
だ
と
考
へ
ら

れ
ま
す
。
こ
の
中
庸
の
下
半
セ
秦
代
の
述
作
ご
見
る
こ
こ
は
私
一
個
の
私
見
で
な
く
し
て
清
末
の
大
儲
愈
曲
園
の
「
湖
棲
筆
談
」

ニ
四



二
五

の
中
に
[
中
庸
苓
泰
士
閃
呼
ご
い
ふ
二
印
が
あ
っ
て
詳
ら
に
考
證
さ
れ
て
居
ま
す
ヽ
但
愈
曲
園
は
こ
れ
等
の
句
に
＊
い
て
中
庸

全
謄
を
秦
粛
に
考
へ
た
が
、
私
は
中
庸
セ
上
下
二
つ
に
分
け
て
、
下
半
分
だ
け
セ
秦
粛
ご
芳
へ
た
勁
が
逹
つ
て
居
り
ま
す
。

Up

も
私
の
考
へ
で
は
中
庸
は
上
下
に
分
つ
て
考
へ
る
べ
き
も
の
で
、
上
の
方
は
子
思
の
作
か
畜
よ
し
子
思
の
作
で
な
く
て
も
、
子

思
に
近
い
時
代
の
記
録
で
あ
ら
う
が
、
下
の
半
分
は
泰
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
子
思
學
派
の
後
學
が
上
半
の
思
想
を
敷
演
し

て
作
っ
た
も
の
で
、
中
庸
の
古
い
部
分
て
は
中
を
過
不
及
な
き
雨
端
の
中
央
ご
見
て
居
ま
す
が
、
後
字
で
は
中
は
忠
即
ち
減
の

意
味
に
説
明
さ
れ
て
居
る
マ
J

思
ふ
の
で
あ
b
ま
す
Q

さ
う
し
て
斯
う
考
へ
ま
す
こ
中
庸
の
思
想
の
漿
展
が
易
博
の
思
想
の
登
逹

t
娩
行
し
て
ゐ
る
様
に
成
吐
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
少
し
武
晰
の
そ
し
り
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
私
は
易
の
象
象
博
は
中
浦
の
上
半

さ
は
同
じ
思
想
で
、
恐
、
．
く
は
子
思
學
派
の
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
、
又
緊
僻
文
言
は
中
庸
の
下
半
ご
同
じ
息
想
で
こ
れ
も

亦
延
に
後
れ
た
時
代
に
恐
ら
く
は
泰
の
頃
の
子
思
學
派
の
人
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ら
う

Jゞ

考
へ
ま
す
0

か
つ
て
西
村
先
生

が
御
存
命
の
頃
、
先
生
が
私
に
向
つ
て
易
偵
の
一
部
は
恐
ら
く
子
思
の
作
だ
ら
う
さ
話
さ
れ
た
こ
マ
」
を
記
低
し
ま
す
が
、
そ
の

後
色
々
讀
害
を
し
つ
ヽ
考
へ
ま
す
・
＼
消
朝
の
初
に
李
光
地
y
J

い
ふ
序
者
が
あ
っ
て
、
此
人
は
勅
命
セ
う
け
て
周
易
折
中
セ
編

纂
し
だ
人
で
あ
り
ま
す
が
、
此
人
が
又
「
中
庸
餘
論
」

Jゞ

い
ふ
本
を
か
い
て
、
易
の
背
學
に
よ
っ
て
中
浦
セ
説
明
し
て
ゐ
ま
す

そ
れ
か
ら
消
朝
の
未
に
魏
源
ご
い
ふ
學
者
が
あ
っ
て
、
一
庸
易
通
義
」
ご
い
ふ
論
を
か
い
て
居
士
す
が
、
そ
の
中
に
は
易
ご
中
浦

ゞ
一
の
言
葉
の
類
似
恩
想
の
類
似
貼
セ
並
べ
て
居

b
ま
す
Q

さ
う
し
て
此
等
の
先
猿
の
研
究
セ
綜
合
し
て
考
察
を
進
め
ま
す

Jゞ
‘

易
こ
中
庸
マ
J

の
闊
係
が
如
何
に
深
く
あ
る
か
を
梧
る
こ
マ
J

が
で
き
ま
す
。
さ
う
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
従
末
の
作
者
マ
上
製
作
年
代

の
全
然
判
ら
な
い
マ
J

さ
れ
て
ゐ
た
易
偲
が
、
何
時
頃
如
何
な
る
學
派
の
學
者
に
よ
っ
て
か
A

れ
た
か
キ
笙
労
煽
す
る
こ
ご
が
で
き

る
ぐ
」
思
ひ
ま
す
。
今
一
度
<
b
か
へ
し
て
申
し
ま
す
ぐ
J
‘

易
の
象
象
他
の
消
徳
は
唯
中
の
一
字
で
、
中
庸
上
半
の
思
想
マ
J

似
て

居
る
、
恐
ら
く
象
象
偵
は
子
思
學
派
の
人
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
0

次
に
緊
僻
文
言
の
道
徳
説
は
滅
の
一
字
を
出
な
い



こ
、
い
も
亦
中
雁
後
の
思
想
ご
同
じ
で
あ
る
、
恐
ら
く
繋
僻
文
一
芦
＂
は
秦
の
頃
に
於
け
る
子
思
後
學
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ら
う

さ
う
し
て
易
が
逍
徳
的
に
見
ら
れ
る
の
は
．
此
等
の
偵
を
通
じ
て
見
る
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
易
が
儒
家
UJ
純
典
マ
J

し
て
尊
ば
れ

る
様
に
成
っ
た
の
も
｀
子
思
學
派
の
間
か
ら
始
ま
っ
た
こ
≫
こ
で
あ
ら
う
、

今
H
私
が
御
話
申
上
げ
た
い
<
J

思
っ
た
こ
y
J

は
こ
れ
だ
け
で
あ

b
ま
す
が
、
猶
―
つ
附
加
へ
て
お
き
度
い
こ
．
こ
が
あ
b
ま
す

そ
れ
は
秦
の
始
星
帝
ご
い
ふ
人
は
詩
書
を
燒
い
た
り
偏
者
を
坑
に
し
た
り
し
て
、
恐
ろ
し
く
低
放
を
追
害
し
た
君
主
で
あ
る
の

に
、
ぐ
J

う
し
て
易
の
文
言
や
中
浦
後
半
の
様
な
深
遠
な
思
想
が
こ
の
時
代
に
起
り
得
た
か
こ
い
ふ
疑
問
で
あ
り
ま
す
3

想
像
し

ま
す
る
に
孔
夫
子
歿
後
道
家
墨
家
を
始
め
マ
J

し
て
色
々
綾
つ
た
思
想
が
起
り
。
こ
れ
等
の
異
端
は
絶
わ
す
信
疲
に
影
響
し
て
儒

家
の
方
で
も
追
々
哲
學
的
に
進
ん
で
末
｀
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
突
然
始
皇
の
追
害
に
遣
つ
て
免
る
べ
ぎ
途
を
考
へ
た
楊

句
、
唯
一
の
に
げ
逍
セ
考
へ
つ
い
た
も
の
'
y
J

思
は
れ
ま
す
｀
そ
れ
は
詩
書
を
始
め
天
下
の
舎
は
遊
＜
燒
棄
を
命
せ
ら
れ
ま
し
た

が
、
た
ゞ
易
だ
け
は
卜
心
巫
の
害
<
J

い
ふ
名

H
の
下
に
燒
棄
を
免
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
易
に
よ
っ
て
偏
放
の
精
神
セ
宣
博
し
よ

ぅ
ご
考
へ
た
結
果
が
、
緊
僻
や
文
五
の
生
れ
る
所
以
で
な
い
か
マ
J

考
へ
ま
す
°
甚
だ
下
手
な
話
セ
永
々
9
J

申
し
述
べ
ま
し
て
、

さ
ぞ
御
聴
苦
し
か
っ
た
こ
"
y
J

/I;¢
じ
ょ
す
が
、
そ
れ
に
も
か
>
わ
ら
す
御
消
罷
を
賜
つ
た
こ
マ
J

を
威
謝
い
た
し
ま
す
。
（
終
り
）

二
六


