
具

�

曆

の

淵

源

︱
︱
｢
日
書
﹂
・
﹁
視
日
﹂
・
﹁
質
日
﹂
の
閒
︱
︱

工

�

元

男

は
じ
め
に

第
一
違

｢元
光
元
年
曆
�
﹂
に
み
え
る
節
氣
・
節
日
・
曆
�

第
一
節

節
氣

第
二
節

節
日

第
三
節

曆
�

第
二
違

｢
視
日
﹂
の
性
質
を
め
ぐ
っ
て

第
一
節

�
獻
	
料
に
み
え
る
﹁
視
日
﹂

第
二
節



山
楚
鯵
の
﹁
見
日
﹂

第
三
節

｢見
日
﹂
か
ら
﹁
視
日
﹂
へ

第
四
節

江
陵
磚
瓦
廠
楚
鯵
の
﹁
視
日
﹂

第
五
節

上
�
楚
鯵
﹁
昭
王
衛
室
﹂
の
﹁
視
日
﹂

第
三
違

｢
視
日
﹂・﹁
質
日
﹂・﹁
日
書
﹂
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て

第
一
節

｢質
日
﹂・﹁
視
日
﹂
と
の
關
係

第
二
節

尹
灣
漢
鯵
・﹁
日
書
﹂
と
の
關
係

第
三
節

｢日
書
﹂
の
解
體
と
日
者
の
分
立

第
四
節

｢日
書
﹂・﹁
視
日
﹂
と
の
關
係

む
す
び
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は

じ

め

に

一
九
七
五
年
末
︑
湖
北
省
雲
夢
縣
睡
虎
地
で
發
見
さ
れ
た
十
一
號
秦
墓
か
ら
﹁
日
書
﹂
が
出
土
し
て
以
來
︑﹁
日
書
﹂
も
し
く
は
﹁
日
書
﹂

と
み
な
さ
れ
る
占
書
が
多
數
發
見
さ
れ
て
い
る(1

)
︒
ま
た
こ
の
﹁
日
書
﹂
を
出
土
し
た
墓
葬
か
ら
︑
し
ば
し
ば
い
わ
ゆ
る
曆
�
の
類
も
出
土
し
て

い
る(

2
)

︒
曆
�
と
い
う
名
稱
は
︑
も
と
も
と
羅
振
玉
・
王
國
維
が
﹃
液
沙
�
鯵
﹄
中
の
漢
�
木
鯵
に
含
ま
れ
る
曆
關
聯
の
�
料
を
︑﹃
漢
書
﹄
藝

�
志
の
數
�
略
・
曆
�
に
よ
っ
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
る(3

)
︒
し
か
し
�
年
﹁
視
日
﹂・﹁
質
日
﹂
等
の
�
題
を
も
つ
曆
�
類
が
種
々
出
土
す
る
よ

う
に
な
り
︑
そ
の
分
類
と
定
名
を
め
ぐ
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
中
で
も
鄧
�
�
氏
は
藝
�
志
の
內
容
に
再
檢
討
を
加
え
︑
そ
れ
を
漢
代
の

出
土
曆
本
︑
敦
煌
卷
子
中
の
北
魏
曆
日
︑
�
宋
�
後
の
具
�
曆
等
と
比
�
し
︑
こ
れ
ら
の
�
料
を
“
曆
日
”
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る(4

)
︒

以
下
︑
行
論
の
都
合
上
︑
曆
�
の
名
稱
を
襲
用
す
る
が
︑
小
論
は
﹁
日
書
﹂
と
こ
れ
ら
の
曆
�
が
同
一
墓
葬
か
ら
出
土
す
る
背
景
を
︑
と
く
に

具
�
曆
の
淵
源
と
の
關
聯
か
ら
檢
討
す
る
も
の
で
あ
る
︒

第
一
違

｢
元
光
元
年
曆
�
﹂
に
み
え
る
節
氣
・
節
日
・
曆
�

『
液
沙
�
鯵
﹄
に
輯
錄
さ
れ
た
曆
�
で
は
︑﹁
元
康
三
年
歷
�
﹂
に
曆
�
の
円
除
の
円
︑
二
十
四
節
氣

(
以
下
︑
節
氣
と
鯵
稱
)
の
秋
分
・
立

夏
・
立
冬
が
︑﹁
神
#
三
年
歷
�
﹂
に
節
氣
の
立
夏
・
冬
至
が
︑﹁
永
光
五
年
歷
�
﹂
に
節
氣
の
春
分
・
立
夏
・
夏
至
・
立
秋
・
秋
分
・
立
冬
・

冬
至
・
立
春
︑
曆
�
の
初
伏
・
中
伏
・
後
伏
が
︑﹁
永
元
六
年
歷
�
﹂
に
曆
�
の
円
除
の
円
・
除
・
執
・
破
・
危
・
$
・
$
・
定
・
開
・
閉
︑

お
よ
び
八
魁
・
血
忌
・
白
□
□
□
・
反
荏
が
記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
五
鳳
元
年
八
%
歷
�
﹂
と
﹁
永
興
元
年
歷
�
﹂
に
は
節
氣
や
曆
�
が
み
ら
れ

な
い
︒
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
曆
�
を
大
別
す
る
と
︑
①
節
氣
や
曆
�
の
み
え
る
も
の
︑
②
そ
れ
ら
が
み
え
な
い
も
の
と
に
區
分
さ
れ
︑
�
者
は

さ
ら
に

(Ａ
)
節
氣
・
曆
�
が
共
に
み
え
る
も
の
︑
(Ｂ
)
片
方
が
み
え
る
も
の
と
に
區
分
さ
れ
る

(表
一
)
︒

一
方
︑
�
年
の
出
土
曆
�
に
お
い
て
は
︑
①
(Ａ
)
の
節
氣
・
曆
�
が
共
に
み
え
る
早
&
の
曆
�
と
し
て
﹁
元
光
元
年
曆
�
﹂
が
擧
げ
ら
れ
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る
︒
そ
れ
は
一
九
七
二
年
に
山
東
省
臨
沂
縣
銀
雀
山
二
號
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
�
漢
武
'
元
光
七
年
十
%
～

(
年
後
九
%
ま
で
の
曆
�
で
あ
る
︒
當
初
︑
羅
福
頤
氏
等
は
第
一
鯵
に
み
え
る
�
題
を
﹁
七
年
祈
日
﹂
と
釋

し
た
が(5

)
︑
吳
九
龍
氏
は
﹁
七
年
季
日
﹂
と
釋
し(6

)
︑
劉
樂
賢
氏
は
﹁
七
年
視
日
﹂
と
釋
し
て
い
る(7

)
︒
こ
の
﹁
七

年
﹂
と
は
﹁
元
光
元
年
﹂
に
改
元
さ
れ
る
�
の
�
漢
武
'
の
円
元
七
年

(
�
一
三
四
)
に
當
た
る
︒
�
題
の

釋
�
が
變
�
し
て
い
る
の
は
︑
�
題
の
墨
痕
が
,
く
て
讀
み
取
り
に
く
い
か
ら
で
あ
る
︒
吳
九
龍
氏
が
復
原

し
て
い
る
元
光
元
年
の
節
氣
・
節
日
・
曆
�
は
︑
表
二
の
如
く
で
あ
る
︒
以
下
︑
そ
の
內
容
を
鯵
略
に
說
.

す
る
︒

第
一
節

節
氣

冬
日
至
・
立
春
・
立
夏
・
夏
日
至
・
立
秋

當
該
曆
�
に
は
節
氣
中
の
冬
日
至
・
立
春
・
立
夏
・
夏
日
至
・
立
秋
が
み
え
る
︒
周
知
の
よ

う
に
︑
節
氣
は
太
陽
の
黃
1
上
の
位
置
を
二
四
等
分
し
て
定
め
た
季
節
の
名
稱
で
あ
る
︒
そ
の
す
べ
て
が
出
揃
う
の
は
︑
�
漢
武
'
初
&
に
成

立
し
た
﹃
淮
南
子
﹄
の
天
�
訓
に
お
い
て
で
あ
る(8

)
︒

第
二
節

節
日

臘

(
祭
)

元
光
元
年
十
二
%
戊
戌
の
日
は
﹁
臘
﹂
で
あ
る
︒
臘
%
は
十
二
%
の
衣
稱
︒
こ
の
%
に
臘
祭
が
行
わ
れ
た
︒﹃
左
傳
﹄
僖
公
五

年
の
條
に
︑
晉
が
虢
を
伐
つ
た
め
3
に
1
を
借
り
よ
う
と
し
た
と
き
︑
こ
れ
を
許
し
た
3
君
に
對
し
て
大
夫
宮
之
奇
は
﹁
3
︑
臘
せ
ず
﹂
(
3

は
臘
祭
を
行
う
�
に
滅
び
る
で
あ
ろ
う
)
と
批
4
し
た
︑
と
あ
る
︒
こ
の
臘
祭
の
內
容
に
つ
い
て
︑﹃
說
�
﹄
第
四
�
下
肉
部
の
﹁
臘
﹂
字
に
對
す

る
說
解
に
︑

冬
至
の
後
の
三
戌
に
臘
し
て
百
神
を
祭
る
︒
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表一 『液沙�鯵』5載曆�の
節氣・曆�

曆 � 節氣 曆�

元康三年歷�

神#三年歷�

五鳳元年八%歷�

永光五年歷�

永元六年歷�

永興元年歷�

○
○

○

○

○
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表二 ｢元光元年曆�」の節氣・節日・曆�

% 名 干荏日 節 氣 節日・曆� % 名 干荏日 節 氣 節日・曆�

十 %

大
甲午 6
庚子 12
丙午 18
壬子 24
戊午 30

【反】
反
反
反
反

五 %

大
己未 4
庚申 5
乙丑 10
辛未 16
丁丑 22
癸未 28

反
□？
反
反
反
反十一%

小
辛酉 3
丁卯 9
癸酉 15
己卯 21
乙酉 27
丙戌 28 冬日至

反
反
反
反
反

六 %

小
戊子 3
壬辰 7
戊戌 13
庚子 15
甲辰 19
庚戌 27

夏日至
反
反
初伏
反
反・中伏十二%

大
癸巳 6
戊戌 11
己亥 12
乙巳 18
辛亥 24
丁巳 30

反
臘
反
反･出僮 (種)
反
反

七 %

大
己未 5
乙丑 11
辛未 17
甲戌 20
丁丑 23
庚辰 26
癸未 29

立秋

反
反
反

反
後伏
反

正 %

大
庚申 3
丙寅 9
壬申 15
戊寅 21
甲申 29

立春

反
反
反
反
反

八 %

小
丙戌 2
壬辰 8
戊戌 14
甲辰 20
庚戌 26

反
【反】
反
反
反

二 %

小
癸巳 6
己亥 12
乙巳 18
辛亥 24

反
反
反
反

九 %

大
戊午 5
甲子 13
庚午 17
丙子 25
壬午 29

反
子？
反
子？
反

三 %

【大】
庚申 4
丙寅 10
壬申 16
戊寅 22
甲申 28

反
反
反
反
反

後九%
小

乙酉 2
辛卯 10
丁酉 16
癸卯 22
己酉 28

【反】
【反】
反
反
反

四 %

小
丁亥 1
癸巳 7
己亥 13
乙巳 19
辛亥 25 立夏

反
反
反
反
反



と
あ
り
︑
應
劭
の
﹃
風
俗
6
﹄
祀
典
第
八
・
臘
に
︑

臘
は
獵
な
り
︒
言
う
こ
こ
ろ
は
︑
田
獵
し
て
獸
を
取
り
︑
以
て
其
の
先
祖
を
祭
祀
す
る
な
り
︒

と
あ
り
︑
こ
の
よ
う
に
﹁
百
神
の
祭
﹂
說
と
﹁
祖
先
祭
祀
﹂
說
の
兩
說
が
あ
る(9

)
︒﹁
元
光
元
年
曆
�
﹂
を
み
る
と
︑﹃
說
�
﹄
と
衣
な
っ
て
冬
至

後
の
二
戌

(戊
戌
)
が
臘
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
說
�
﹄
の
よ
う
に
冬
至
後
の
三
戌
と
す
る
規
定
は
︑
後
漢
以
後
に
固
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る(10

)
︒

第
三
節

曆
�

反
荏

｢反
﹂
と
は
﹁
反
荏
﹂
の
鯵
稱
で
︑﹁
%
朔
の
荏
辰
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
凶
煞
の
類
目(11

)
﹂
と
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
%
朔

(
每
%

の
朔
日
)
の
十
二
荏
が
子
も
し
く
は
丑
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
が
一
9
し
て
ふ
た
た
び
子
も
し
く
は
丑
に
歸
る
そ
の
�
日
に
當
た
る
忌
日
で
あ
る
︒

﹃
後
漢
書
﹄
王
符
列
傳
第
三
九
引
の
﹃
潛
夫
論
﹄
愛
日
�
5
載
の
.
'
故
事
に
そ
の
一
例
が
み
え
︑

.
'
の
時
︑
公
車
は
反
荏
の
日
な
る
を
以
て
違
奏
を
:
け
ず
︒
'
︑
聞
き
︑
怪
し
み
て
曰
く
︑﹁
民
は
農
桑
を
廢
し
︑
;
く
來
り
て
闕
に

詣
る
に
︑
復
た
拘
す
る
に
禁
忌
を
以
て
す
る
は
︑
豈
に
政
を
爲
す
の
<
な
ら
ん
や
﹂
と
︒
是
に
於
い
て
︑
=
に
其
の
制
を
蠲の

ぞ

く
︒

と
あ
り
︑
李
賢
�
に
︑

凡
そ
反
荏
日
は
︑
%
朔
を
用
て
正
と
爲
す
︒
戌
・
亥
朔
は
一
日
も
て
反
荏
と
し
︑
申
・
酉
朔
は
二
日
も
て
反
荏
と
し
︑
午
・
未
朔
は
三
日

も
て
反
荏
と
し
︑
辰
・
巳
朔
は
四
日
も
て
反
荏
と
し
︑
寅
・
卯
朔
は
五
日
も
て
反
荏
と
し
︑
子
・
丑
朔
は
六
日
も
て
反
荏
と
す
︒﹃
陰
陽

書
﹄
に
見
ゆ
る
な
り
︒

と
あ
る
︒
陳
夢
家
氏
は
そ
の
內
容
を
表
三
の
よ
う
に
復
原
し
て
い
る(12

)
︒

す
な
わ
ち
︑
%
朔
が
十
二
荏
の
戌
︑
も
し
く
は
亥
の
場
合
︑
一
日
目

(朔
日
の
戌
・
亥
)
を
反
荏
日
と
し
︑
以
下
六
日
ご
と
に
反
荏
日
を
置

く
︒
ま
た
%
朔
が
申
か
酉
の
場
合
︑
二
日
目
を
反
荏
日
と
し
︑
以
下
同
樣
に
六
日
ご
と
に
反
荏
日
を
置
く
︒
そ
の
た
め
戌
・
亥
～
子
・
丑
を
%

朔
と
す
る
各
六
組
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
%
に
五
回
の
反
荏
日
が
置
か
れ
る
︒
反
荏
日
は
凶
日
で
︑
.
'
故
事
に
よ
れ
ば
公
車
で
は
凶
日
で
あ
る
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反
荏
日
の
違
奏
を
:
け
附
け
な
か
っ
た
の
で
︑
.
'
は
そ
の
陋

@
を
除
去
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒

吳
九
龍
氏
の
復
原
す
る
﹁
元
光
元
年
曆
�
﹂
で
十
%
が
起
點

と
な
っ
て
い
る
の
は
顓
頊
曆
に
よ
る
も
の
で
︑
そ
の
朔
日
は
己

丑
︑
そ
の
六
日
目
の
甲
午
︑
そ
の
六
日
目
の
庚
子
︑
そ
の
六
日

目
の
丙
午
︑
そ
の
六
日
目
の
壬
子
︑
そ
の
六
日
目
の
戊
午
が
そ

れ
ぞ
れ
反
荏
で
あ
り
︑
%
五
回
の
反
荏
日
と
な
っ
て
い
る
︒
(

%
の
十
一
%
で
は
︑
朔
日
は
己
未
︑
そ
の
三
日
目
の
辛
酉
︑
そ

の
六
日
目
の
丁
卯
︑
そ
の
六
日
目
の
癸
酉
︑
そ
の
六
日
目
の
己

卯
︑
そ
の
六
日
目
の
乙
酉
が
そ
れ
ぞ
れ
反
荏
で
あ
り
︑
こ
こ
で

も
%
五
回
の
反
荏
日
と
な
っ
て
い
る
︒
二
%
の
反
荏
日
が
四
回

な
の
は
︑
こ
の
%
が
小
%
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
を
表
に
す
る

と
表
四
の
よ
う
に
な
る(

13
)

︒

反
荏
の
原
理
に
つ
い
て
劉
樂
賢
氏
は
C
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
︒
ま
ず
氏
は
表
五
の
よ
う
に
元
光
元
年
の
各
%
の
反
荏
日
を

%
朔
の
十
二
荏
順
に
竝
べ
替
え
る
︒

こ
れ
を
十
二
荏
だ
け
の
鯵
略
表
に
す
る
と
︑
表
六
の
よ
う
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
子
～
亥
の
十
二
荏
を
朔
日
と
す
る
と
︑
そ
れ
に
對
應
す
る
反
荏
は
そ
れ
ぞ
れ
巳
亥
・
午
子
・
未
丑
・
申
寅
・
卯
酉
・
辰
戌
の

六
つ
の
組
み
合
わ
せ
と
な
る
︒
そ
れ
ら
の
巳
～
亥
・
午
～
子
・
未
～
丑
・
申
～
寅
・
卯
～
酉
・
辰
～
戌
の
閒
は
み
な
六
つ
D
た
る
關
係
に
な
っ
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表三 『陰陽書』の復原

戌・亥 申・酉 午・未 辰・巳 寅・卯 子・丑

一
七
十三
十九
廿五

二
八
十四
廿
廿六

三
九
十五
廿一
廿七

四
十
十六
廿二
廿八

五
十一
十七
廿三
廿九

六
十二
十八
廿四
三十

表四 ｢元光元年曆�」の反荏表

% 朔日 反 荏 日

十 %

十一%
十二%
正 %

二 %

三 %

四 %

五 %

六 %

七 %

八 %

九 %

後九%

己丑
己未
戊子
戊午
戊子
丁巳
丁亥
丙辰
丙戌
乙卯
乙酉
甲寅
甲申

6甲午・12庚子・18丙午・24壬子・30戊午
3辛酉・ 9 丁卯・15癸酉・21己卯・27乙酉
6癸巳・12己亥・18乙巳・24辛亥・30 丁巳
3庚申・ 9 丙寅・15壬申・21 戊寅・27甲申
6癸巳・12己亥・18乙巳・24辛亥
4庚申・10 丙寅・16壬申・22 戊寅・28甲申
1丁亥・ 7癸巳・13己亥・19 乙巳・25辛亥
4己未・10 乙丑・16辛未・22丁丑・28癸未
1丙戌・ 7壬辰・13 戊戌・19 甲辰・25庚戌
5己未・11乙丑・17辛未・23丁丑・29 癸未
2丙戌・ 8壬辰・14 戊戌・20 甲辰・26庚戌
5 戊午・11甲子・17庚午・23丙子・29 壬午
2乙酉・ 8辛卯・14丁酉・20 癸卯・26己酉



て
お
り
︑
そ
の
閒
D
は
圖
一
に
示
し
た
よ

う
に
そ
れ
ぞ
れ
對
稱
關
係
を
な
す
も
の
で

あ
る
︒
こ
れ
よ
り
劉
樂
賢
氏
は
︑
反
荏
の

﹁
荏
﹂
と
は
十
二
﹁
荏
﹂
の
<
︑﹁
反
﹂
と

は
そ
の
十
二
荏
の
位
置
が
﹁
對
稱
﹂
關
係

で
あ
る
こ
と
を
指
す
︑
と
說
.
す
る
︒
首

肯
す
べ
き
.
快
な
說
.
で
あ
る
︒

な
お
︑
琴
載
元
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に(14

)
︑

﹁
元
光
元
年
曆
�
﹂
の
反
荏
と
同
じ
內
容
を

E
す
る
�
年
の
出
土
�
料
と
し
て
︑
二
〇

〇
〇
年
に
湖
北
省
隨
州
市
北
郊
の
八
號
漢

墓
か
ら
出
土
し
た
孔
家
坡
漢
鯵
﹁
日
書
﹂

が
あ
る
︒
下
葬
年
代
は
�
漢
景
'
後
元
二

年

(
�
一
四
二
)
︒
そ
の
﹁
反
荏
﹂
�

(第
一

二
三
鯵
貳
～
第
一
三
四
鯵
貳
)
に(15

)
︑

【子
朔
︑
巳
亥
反
︼
荏
︒︻
丑
朔
︑
午
子
反
︼
荏
︒
寅
朔
︑
午
子
反
荏
︒︻
卯
︼
朔
︑
未
丑
反
荏
︒
辰
朔
︑
未
丑
反
荏
︒
巳
朔
︑
申
寅
反
荏
︒

午
朔
︑
申
寅
反
荏
︒
未
朔
︑
酉
卯
反
荏
︒
申
朔
︑
酉
卯
反
荏
︒
酉
朔
︑
戌
辰
反
荏
︒
戌
朔
︑
戌
辰
反
荏
︒
亥
朔
︑
亥
巳
反
荏
︒

と
あ
る
︒
た
だ
し
反
荏
に
關
す
る
�
料
は
す
で
に
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
日
書
﹂
に
み
え
て
お
り
︑
そ
の
甲
種
第
一
五
三
鯵
背
～
第
一
五
四
鯵
背
の

﹁
反
枳

(
荏
)
﹂
�
に
︑
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表五 ｢元光元年曆�」の%朔の十二荏順の反荏表

% 朔日 反 荏 日

二 %

十二%
十 %

九 %

七 %

五 %

三 %

正 %

十一%
後九%
八 %

六 %

四 %

戊子
戊子
己丑
甲寅
乙卯
丙辰
丁巳
戊午
己未
甲申
乙酉
丙戌
丁亥

6癸巳・12己亥・18乙巳・24辛亥
6癸巳・12己亥・18乙巳・24辛亥・30 丁巳
6甲午・12庚子・18丙午・24壬子・30戊午
5 戊午・11甲子・17庚午・23丙子・29 壬午
5己未・11乙丑・17辛未・23丁丑・29 癸未
4己未・10 乙丑・16辛未・22丁丑・28癸未
4庚申・10 丙寅・16壬申・22 戊寅・28甲申
3庚申・ 9 丙寅・15壬申・21 戊寅・27甲申
3辛酉・ 9 丁卯・15癸酉・21己卯・27乙酉
2乙酉・ 8辛卯・14丁酉・20 癸卯・26己酉
2丙戌・ 8壬辰・14 戊戌・20 甲辰・26庚戌
1丙戌・ 7壬辰・13 戊戌・19 甲辰・25庚戌
1丁亥・ 7癸巳・13己亥・19 乙巳・25辛亥

表六 表四の鯵表

%朔 反荏日

子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥

巳亥巳亥巳
午子午子午
午子午子午
未丑未丑未
未丑未丑未
申寅申寅申
申寅申寅申
酉卯酉卯酉
酉卯酉卯酉
戌辰戌辰戌
戌辰戌辰戌
亥巳亥巳亥

圖一 十二荏對稱關係圖

子
丑

寅

卯

辰

巳午
未

申

亥

酉

戌



子
丑
朔
は
︑
六
日
も
て
反
枳
と
す
︒
寅
卯
朔
は
五
日
も
て
反
枳
と
す
︒
辰
巳
朔
は
四
日
も
て
反
枳
と
す
︒

午
未
朔
は
三
日
も
て
反
枳
と
す
︒
申
酉
朔
は
二
日
も
て
反
枳
と
す
︒
戌
亥
朔
は
一
日
も
て
反
枳
と
す
︒
復

た
其
の
日
子
を
卒お

わ
ら
ば
︑
E

(
印
)
た
反
枳
に
復か
え

る
︒
一
%
は
當
に
三
反
枳
E
る
べ
し
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
%
朔
と
	
初
の
反
荏
日
の
關
係
は
︑
こ
れ
ま
で
檢
討
し
て
き
た
﹁
元
光
元
年
曆

�
﹂
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
ひ
と
%
の
反
荏
を
三
回
と
し
て
い
る
點
で
大
き
く
衣
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
點
に
關
し

て
劉
樂
賢
氏
は
︑
も
と
も
と
﹁
ひ
と
%
五
反
荏
﹂
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
時
代

(
戰
國
末
～
秦
代
初

&
)
に
每
%
の
反
荏
の
數
を
減
ら
し
て
﹁
ひ
と
%
三
反
荏
﹂
に
J
整
し
︑
そ
れ
が
漢
代
に
な
っ
て
ま
た
も
と
に

戾
っ
た
も
の
と
み
て
い
る(16

)
︒
た
だ
し
︑
こ
の
問
題
に
關
し
て
か
つ
て
筆
者
は
︑
表
七
に
示
し
た
よ
う
に
︑
第
二

9
・
第
三
9
の
反
荏
を
六
の
倍
數
で
あ
る
十
二
に
す
る
こ
と
で
︑﹁
ひ
と
%
三
反
荏
﹂
が
う
ま
く
收
ま
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る(17

)
︒

出
僮

(
種
)

臘
よ
り
一
三
日
目
の
辛
亥
は
︑
反
荏
・
出
僮
が
同
日
に
重
な
っ
て
い
る
︒﹁
出
僮
﹂
は
孔
家

坡
漢
鯵
の
曆
�
の
正
%
辛
亥
の
﹁
出
穜

(種
)
﹂
と
同
一
の
も
の
と
思
わ
れ(

18
)

︑
發
掘
報
吿
書
の
�
釋
で
は
﹁
取

出
種
籽
﹂
(種
子
の
取
り
出
し
)
と
し
て
い
る(19

)
︒
さ
ら
に
同
じ
く
孔
家
坡
漢
鯵
﹁
日
書
﹂
の
﹁
始
穜

(種
)
﹂
�

(第
四
五
二
鯵
～
第
四
五
三
鯵
)
に
も
︑

正
%
七
日
・
二
%
十
四
日
・
三
%
廿
一
日
・
四
%
八
日
・
五
%
十
六
・
六
%
廿
四
日
・
七
%
九
日
・
八
%
十
八
日
・
十
%
七(20

)
日
・
十
一
%

廿
日
・
十
二
%
卅
︻
日
︼
に
︑
以
て
穜

(種う

)
え
ば
︑
一
人
も
食
わ
ざ
る
な
り
︒

N
田
を
始
む
る
の
良
日
は
︑
牽
牛
・
酉
・
亥
︒
辰
・
巳
は
︑
穜

(種
)
・
出
穜

(
種
)
す
可
か
ら
ず
︒
⁝
⁝
(後
略
)
⁝
⁝

と
あ
り
︑﹁
出
穜

(種
)
﹂
は
農
作
物
の
N
種
の
良
日
・
忌
日
の
中
に
み
え
る
の
で
︑
N
種
日
の
吉
凶
に
關
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
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表七 睡虎地秦鯵「日書」の反荏表 (工�說)

% 朔 反荏日 (ゴチックの數字)

子丑朔
寅卯朔
辰巳朔
午未朔
申酉朔
戌亥朔

6 日

5 日

4 日

3 日

2 日

1 日

6 日+12 日=18 日

5 日+12 日=17 日

4 日+12 日=16 日

3 日+12 日=15 日

2 日+12 日=14 日

1 日+12 日=13 日

18 日+12 日=30 日

17 日+12 日=29 日

16 日+12 日=28 日

15 日+12 日=27 日

14 日+12 日=26 日

13 日+12 日=25 日



初
伏
・
中
伏
・
後
伏

盛
夏
三
伏
の
日
を
伏
日
と
い
う
︒﹃
初
學
記
﹄
卷
第
四
﹁
伏
日
﹂
の
敍
事
の
�
に
引
か
れ
た
﹃
陰
陽
書
﹄
に
︑

夏
至
よ
り
後
︑
第
三
庚
を
初
伏
と
爲
し
︑
第
四
庚
を
中
伏
と
爲
し
︑
立
秋
の
後
の
初
庚
を
後
伏
と
爲
し
︑
之
を
三
伏
と
謂
う
︒

と
あ
る
︒
表
二
を
み
て
み
る
と
︑
六
%
三
日
戊
子
が
夏
至
︑
十
五
日
庚
子
が
初
伏
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
曆
�
で
は
初
伏
が
夏
至
後
の
第

二
庚
︑
二
十
七
日
庚
戌
が
中
伏
で
第
三
庚
︑
七
%
二
十
六
日
庚
辰
が
後
伏
で
立
秋
後
の
第
一
庚
と
な
っ
て
い
る
︒

第
二
違

｢
視
日
﹂
の
性
質
を
め
ぐ
っ
て

｢元
光
元
年
曆
�
﹂
の
�
題
鯵
の
釋
�
に
諸
說
あ
り
︑
劉
樂
賢
氏
が
こ
れ
を
﹁
七
年
視
日
﹂
と
釋
�
し
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
6
り
で
あ
る
︒

も
し
﹁
視
日
﹂
が
正
し
い
と
す
る
と
︑
以
下
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
︒

第
一
節

�
獻
	
料
に
み
え
る
﹁
視
日
﹂

｢
視
日
﹂
に
關
す
る
�
獻
	
料
は
﹃
	
記
﹄
卷
四
八
陳
涉
世
家
に
み
え
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑

周
�
は
陳
の
賢
人
な
り
︒
嘗
て
項
燕
軍
の
視
日
と
爲
り
︑
春
申
君
に
事
う
︒
自
ら
言
う
︑﹁
兵
に
@
う
﹂
と
︒
陳
王
︑
之
に
將
軍
の
印
を

與
え
︑
西
し
て

(秦
を
)
擊
た
し
む
︒

と
あ
り
︑
秦
末
の
周
�
は
陳
の
人
で
︑
楚
の
項
燕
軍
の
﹁
視
日
﹂
だ
っ
た
と
い
う
︒
裴
駰
﹃
	
記
集
解
﹄
に
引
か
れ
た
如
淳
は
こ
れ
を
﹁
日
時

の
吉
凶
︑
擧
動
を
視
る
の
占
い
﹂
と
解
し
︑﹃
	
記
﹄
卷
一
二
七
日
者
列
傳
の
司
馬
季
R
を
そ
の
よ
う
な
數
�
の
專
家
と
し
て
擧
げ
て
い
る(21

)
︒

ま
た
劉
樂
賢
氏
は
﹃
荀
子
﹄
卷
第
一
三
禮
論
�
に
︑

卜
筮
視
日
︑
齊
戒
修
塗
︑
几
筵
饋
薦
︑
吿
祝
︑
如
或

之
︒

と
あ
る
�
を
擧
げ
︑﹁
視
日
﹂
は
﹁
看
日
・
T
日
の
<
味
﹂
で
︑
そ
の
よ
う
な
數
�
を
行
う
者
と
解
し
︑
ま
た
動
詞+

目
U
語
の
數
�
の
動
作

の
<
味
に
も
解
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
﹃
荀
子
﹄
の
﹁
視
日
﹂
に
對
し
て
楊
倞
�
は
﹁
日
の
吉
凶
を
見
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
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斟
W
し
て
本
�
を
書
き
下
せ
ば
︑

卜
筮
し
て
日
を
視み

︑
齊
戒
し
修
塗
し
て
︑
几
筵
饋
薦
し
︑
祝
に
吿
ぐ
る
こ
と
︑
之
を

く
る
も
の
或あ

る
が
如
し
︒

と
な
る
︒
ま
た
鄧
�
�
氏
も
陳
涉
世
家
の
﹁
視
日
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
動
詞+

目
U
語
の
﹁
看
﹂
の
動
作
︑
つ
ま
り
﹁
看
日
﹂
の
<
に
解
し

て
い
る(

22
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
視
日
﹂
の
原
義
は
﹁
日
を
視

(看
)
る
﹂
こ
と
と
解
さ
れ
︑
Z
伸
し
て
そ
の
よ
う
な
職
務
に
當
た
る
者
も
﹁
視
日
﹂

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

第
二
節



山
楚
鯵
の
﹁
見
日
﹂

こ
れ
ら
の
�
獻
	
料
の
他
に
︑
出
土
楚
鯵
の
中
に
﹁
見
日
﹂
と
釋
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
九
八
六
年
～
八
七
年
に
湖
北

省
荊
門
市
で
發
見
さ
れ
た


山
二
號
墓
か
ら
戰
國
楚
の
﹁
�
書
類
﹂
と
﹁
卜
筮
祭
禱
記
錄
﹂
が
出
土
し
た
︒
下
葬
年
代
は
�
三
一
六
年(23

)
︒﹁
�

書
類
﹂
に
は
�
題
の
あ
る
﹁
集
箸
﹂・﹁
集
箸
言
﹂・﹁
:
&
﹂・﹁
疋
獄
﹂
の
四
�
と
�
題
の
な
い
一
羣
の
竹
鯵
が
含
ま
れ
︑
そ
の
﹁
集
箸
言
﹂
第

一
五
鯵
～
第
一
七
鯵
に
﹁
見
日
﹂
が
み
え
る(24

)
︒

僕
︑
五
師
[
倌

(官
)
の
司
敗
若
︑
敢
え
て
見
日
に
吿
す
︒
卲
行
の
大
夫
盤
徽
今
︑
僕
の
倌
の
登
虩
・
登
&
・
登
僕
・
登
臧
を
執
え
て
故

無
し
︒
僕
︑
以
て
君
王
に
吿
す
︒
君
王
︑
僕
を
子
左
尹
に
規
し
︑
子
左
尹
︑
之
を
怨
俈
記
尹
丹
に
規
し
︑
僕
の
爲
め
に
典
を
致
さ
ん
こ
と

を
命
ず
︒
旣
に
皆
な
典
を
致
し
︑
僕
に
典
E
り
︑
卲
行
に
典
無
し
︒
怨
俈
記
伊
は
僕
の
爲
め
に
斷
せ
ず
︒
僕
︑
倌

(官
)
を
勞
し
︑
頸
事

將
に
廢
れ
ん
と
す
︒
怨
俈
記
尹
を
貴

(
憖
よ
こ
ろ

)
ば
ず
︒
敢
え
て
見
日
に
吿
さ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
︒

難
解
な
�
な
の
で
︑
語
釋
を
擧
げ
て
お
く(25

)
︒﹁
[
倌
﹂
は
官
營
手
工
業
の
工
場
お
よ
び
工
匠
を
管
理
す
る
官
署
︒﹁
倌
﹂
は
身
分
呼
稱
で
︑
そ

の
工
場
の
工
匠(26

)
︒﹁
規
﹂
は
﹁
屬
﹂
と
讀
み
︑
上
c
官
長
が
訟
獄
を
下
c
官
員
に
d
り
渡
し
て
處
理
さ
せ
る
こ
と(27

)
︒﹁
左
尹
﹂
は
官
名
︑
宰
相
令

尹
の
助
手(28

)
︒﹁
頸
事
﹂
は
$
常
の
業
務(29

)
︒﹁
不
貴

(
憗(30
)

)
﹂
は
怨
俈
記
尹
が
斷
を
下
さ
な
い
の
で
︑
直
接
見
日
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
︒﹁
典
﹂
は

名
籍
を
登
記
す
る
e
册
︒
訴
訟
の
さ
い
雙
方
の
居
f
地
を
.
ら
か
に
す
る
必
g
が
あ
っ
た(31

)
︒
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そ
の
大
<
を
示
す
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

五
師
の
[
官
の
司
敗
で
あ
る
僕

わ
た
し

こ
と
若
は
︑
敢
え
て
見
日
に
吿
う
つ
た

え
ま
す
︒
卲
行
の
大
夫
の
盤
徽
今
は
︑
僕
の
工
匠
の
登
虩
・
登
&
・
登

僕
・
登
臧
を
理
由
な
く
捕
ら
え
ま
し
た
︒
僕
は
君
王
に
吿
え
ま
す
︒
君
王
は
僕
を
左
尹
に
委
囑
し
︑
左
尹
は

(さ
ら
に
)
こ
れ
を
怨
俈
記

伊
の
丹
に
委
囑
し
︑
僕
の
た
め
に
﹁
典
﹂
を
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
て
下
さ
い
ま
し
た
︒
み
な
﹁
典
﹂
を
提
出
し
︑
僕
に
﹁
典
﹂
が
あ
る

の
に
︑
卲
行
に
は
﹁
典
﹂
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
怨
俈
記
伊
は
僕
に
斷
案
を
下
し
て
く
れ
ま
せ
ん
︒
(
そ
の
た
め
)
僕
は
擔
當
官
l
を
煩
わ
す
こ

と
と
な
り
︑
そ
の
6
常
業
務
に
も
影
m
が
出
そ
う
で
す
︒
(僕
は
)
怨
俈
記
伊
に
對
し
て
不
滿
で
す
︒
(
そ
の
こ
と
を
)
見
日
に
ど
う
し
て
も

吿
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︒

こ
れ
は
︑
卲
行
の
大
夫
が
五
師
の
[
官
に
屬
す
る
工
匠
四
人
を
強
奪
し
た
こ
と
を
︑
五
師
の
[
官
の
司
敗
が
楚
の
宮
廷
に
訴
え
た
案
件
で
あ

る
︒
こ
こ
に
訴
狀
を
:
け
附
け
る
者
と
し
て
﹁
見
日
﹂
が
登
場
し
て
い
る
︒
ま
た
﹁
�
書
類
﹂
の
中
で
�
題
の
な
い
鯵
は
三
組
に
分
け
ら
れ
て

い
る
が
︑
そ
の
第
二
組

(第
一
二
〇
鯵
～
第
一
六
一
鯵
)
の
中
に
も
﹁
見
日
﹂
が
登
場
す
る
︒
整
理
者
は
﹁
見
日
﹂
が
登
場
す
る
鯵
の
排
列
を
第

一
三
一
鯵
・
第
一
三
二
鯵
・
第
一
三
三
鯵
・
第
一
三
四
鯵
・
第
一
三
五
鯵
・
第
一
三
六
鯵
・
第
一
三
七
鯵
・
第
一
三
八
鯵
・
第
一
三
八
鯵
反
・

第
一
三
九
鯵
・
第
一
三
五
鯵
反
・
第
一
三
七
鯵
反
・
第
一
三
九
鯵
反
・
第
一
三
二
鯵
反
と
し
て
い
る
が(32

)
︑
陳
洩
氏
は
怨
た
に
︹
Ａ
Ⅰ
︺
(第
一

三
二
鯵
・
第
一
三
三
鯵
・
第
一
三
四
鯵
・
第
一
三
五
鯵
)
︑︹
Ａ
Ⅱ
︺
(第
一
三
五
鯵
反
)
︑︹
Ａ
Ⅲ
︺
(第
一
三
二
鯵
反
)
︑︹
Ｂ
Ⅰ
︺
(第
一
三
一
鯵
・
第
一
三

六
鯵
・
第
一
三
七
鯵
)
︑︹
Ｂ
Ⅱ
︺
(第
一
三
七
鯵
反
)
︑︹
Ｃ
Ⅰ
︺
(第
一
三
八
鯵
・
第
一
三
九
鯵
)
︑︹
Ｃ
Ⅱ
︺
(
第
一
三
九
鯵
反
)
︑︹
Ｃ
Ⅲ
︺
(
第
一
三
八
鯵

反
)
︑
と
排
列
を
變
o
し
て
い
る(33

)
︒
そ
の
怨
排
列
に
從
っ
て
大
<
を
示
せ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

〔Ａ
Ⅰ
︺秦

の
競
夫
人
の
人
で
︑
こ
れ
ま
で
陰
侯
の
東
窮
の
里
に
居
f
し
て
い
た
舒
慶
が
︑
敢
え
て
見
日
に
吿
え
ま
す
︹
敢
え
て
見
日
に
吿
す
︺︒

陰
人
の
苛
冒
・
桓
卯
は
︑
宋
客
盛
公
起
の
歲

(
�
三
一
八
)
︑
四
%
癸
巳
の
日
︑
僕
わ
た
し

の
兄
軌
を
共
同
で
殺
s
し
ま
し
た
︒
そ
こ
で
僕
は
宛

公
に
訴
え
ま
し
た
︒
宛
公
は
輝
の
右
司
馬
彭
懌
に
命
じ
て
僕
の
書
類
を
作
成
さ
せ
︑
陰
の
勤
客
で
陰
侯
の
慶
李
で
あ
る
百
宜
君
に
傳
え
て
︑
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僕
の
た
め
に
彼
等
を
u
捕
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
︒
苛
冒
は
捕
ら
え
ら
れ
︑
桓
卯
は
自
殺
し
ま
し
た
︒
勤
客
の
百
宜
君
は
苛
冒
を
捕
ら

え
︑
桓
卯
の
自
殺
を
宛
公
に
報
吿
し
て
お
り
ま
す
︒
宛
公
は
こ
の
案
件
を
陰
の
勤
客
に
委
囑
し
︑
4
決
を
下
す
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
︒
し

か
し
今
に
至
る
ま
で
勤
客
の
百
宜
君
は
4
決
を
下
さ
ず
︑
不
當
に
も
僕
の
兄
飢
を
捕
ら
え
︑
陰
の
正

(長
官
)
は
僕
の
父
騎
ま
で
捕
ら
え

て
お
り
ま
す
︒
苛
冒
と
桓
卯
が
僕
の
兄
舒
軌
を
共
同
で
殺
s
し
︑
陰
人
の
陳
鬼
・
陳
旦
・
陳
偽
・
陳
寵
・
陳
寵
・
連
利
は
み
な
彼
等
が
舒

軌
を
殺
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
︒
僕
は
ど
う
し
て
も
見
日
に
吿
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︹
僕
︑
敢
え
て
見
日
に
吿
さ
ず
ん
ば

あ
ら
ず
︺︒

〔Ａ
Ⅱ
︺左

尹
は
王
命
を
湯
公
に
吿
ぐ
︒
舒
慶
の
訴
え
で
は
︑﹁
苛
冒
・
桓
卯
は
そ
の
兄
を
殺
し
︑
陰
の
勤
客
が
苛
冒
を
捕
ら
え
︑
桓
卯
は
自
殺
し

ま
し
た
︒
ま
た
陰
の
勤
客
は
僕
の
兄
飢
を
捕
ら
え
︑
長
い
閒
4
決
を
下
し
て
お
り
ま
せ
ん
﹂
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
君

あ
な
た

が
x
や
か
に
4
決

を
下
す
こ
と
を
命
ず
︒
七
%
に
執
事
人
の
誰
か
に
郢
ま
で
報
吿
す
る
よ
う
に
命
ず
︒

〔Ａ
Ⅲ
︺許

飢

(
�
三
一
七
年
)
の
六
%
甲
午
の
日
︑
□
尹
y
は
⁝
⁝
郢
よ
り
こ
の
箸

(書
類
)
を
も
っ
て
き
た
︒

〔Ｂ
Ⅰ
︺東

周
の
客
許
儀
が
祭
肉
を
妓
郢
に
贈
っ
た
歲

(
�
三
一
七
)
︑
七
%
癸
丑
の
日
︑
陰
の
司
敗
某
旱
が
湯
公
競
軍
に
報
吿
し
ま
す
︒
執
事
人
は

陰
人
の
桓
宜
・
苛
冒
・
舒
騎
・
舒
儀
・
舒
慶
の
訴
え
を
陰
の
正
に
委
囑
し
︑
事
件
を
聽
取
さ
せ
ま
し
た
︒
舒
騎
と
舒
儀
は
言
い
ま
し
た
︑

﹁
苛
冒
と
桓
卯
は
舒
軌
を
共
同
で
殺
し
ま
し
た
︒
小
人

わ
た
し
た
ち

と
舒
慶
は
本
當
は
桓
卯
を
殺
し
て
お
ら
ず
︑
桓
卯
は
自
殺
し
た
の
で
す
﹂
と
︒
桓

宜
と
苛
冒
は
言
い
ま
し
た
︑﹁
舒
慶
・
舒
儀
・
舒
騎
は
桓
卯
を
殺
し
︑
舒
慶
は
|
}
し
ま
し
た
﹂
と
︒
五
%
癸
亥
の
日
︑
執
事
人
は
そ
の

た
め
.
證
を
行
い
ま
し
た
︒
す
べ
て
二
一
一
人
で
︑
~
し
て
み
な
言
い
ま
し
た
︑﹁
本
當
に
舒
慶
が
桓
卯
を
殺
し
︑
舒
騎
・
舒
儀
が
舒
慶

と
共
同
で
殺
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
︒
苛
冒
と
桓
卯
は
舒
軌
を
殺
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
﹂
と
︒
舒
儀
は
捕
ら
え
ら
れ
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ま
し
た
が
︑
4
決
が
下
ら
ぬ
う
ち
に
牢
獄
を
破
っ
て
|
}
し
ま
し
た
︒

〔Ｂ
Ⅱ
︺左

尹
に
報
吿
し
ま
す
︒
僕
こ
と

(湯
公
競
)
軍
が
參
上
し
て
報
吿
し
ま
す
︒
見
日
は
陰
人
の
舒
慶
の
訴
え
を
僕
に
委
囑
し
︑
x
や
か
に
4

決
を
下
す
よ
う
命
じ
ま
し
た
︒
陰
の
正
は
そ
の
た
め
~
證
を
行
い
ま
し
た
︒
舒
慶
は
|
}
し
︑
舒
儀
は
脫
獄
し
︑
そ
の
他
の
者
は
捕
ら
え

ら
れ
︑
ほ
ど
な
く
4
決
を
下
す
つ
も
り
で
す
︒
見
日
は
執
事
人
の
誰
か
に
報
吿
す
る
よ
う
に
命
じ
︑
戯
上
の
恒
を
�
�
し
ま
し
た
︒
僕
の

報
吿
は
以
上
で
す
︒

〔Ｃ
Ⅰ
︺陰

人
の
舒
儀
が
證
言
を
命
じ
た
者
は
︑
陰
人
の
御
君
子
陳
旦
・
陳
龍
・
陳
無
正
・
陳
技
と
︑
そ
の
勤
客
の
百
冝
君
・
大
	
連
中
・
左
關
尹

黃
惕
・
酖
佐
蔡
惑
・
�
射
公
蔡
冒
・
大
擬
尹
連
且
・
大
脰
尹
公
欺
必
と
︑
⁝
(中
略
)
⁝
三
十
人
︒

〔Ｃ
Ⅱ
︺左

尹
は
王
命
を
宛
公
に
吿
げ
る
︑﹁
戯
上
の
識
獄
に
命
じ
て
陰
人
の
舒
儀
の
た
め
に
~
を
行
わ
せ
よ
︒
こ
の
箸

(
�
書
)
の
中
で
命
じ
ら

れ
て
い
る
者
を
證
人
と
せ
よ
﹂
と
︒

〔Ｃ
Ⅲ
︺舒

儀
の
相
手
側
に
彼
が
證
人
と
し
た
者
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
よ
︒
相
手
側
に
對
し
て
怨
み
を
�
く
者
は
證
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

同
社
・
同
里
・
同
僚
の
者
は
證
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
從
父
兄
弟
以
內
の
親
族
は
證
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

舒
慶
の
吿
訴
に
關
す
る
以
上
の
鯵
書
は
︑
Ａ
～
Ｃ
の
三
種
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
そ
の
內
容
を
g
�
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒︹
Ａ
Ⅰ
︺

は
陰
人
の
舒
慶
が
﹁
見
日
﹂
に
提
出
し
た
訴
狀
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
�
三
一
八
年
四
%
癸
巳
の
日
︑
舒
慶
の
兄
軌
が
殺
さ
れ
︑
陰
人
の

苛
冒
・
桓
卯
を
犯
人
と
し
て
訴
え
た
︒
苛
冒
は
捕
ま
り
︑
桓
卯
は
自
殺
し
た
︒
し
か
し
そ
の
4
決
は
容
易
に
下
ら
ず
︑
そ
の
う
ち
父
親
や
兄
ま

で
も
u
捕
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
︑
そ
の
不
當
を
訴
え
た
︒︹
Ａ
Ⅱ
︺
は
舒
慶
の
訴
狀
を
:
け
取
っ
た
左
尹
が
︑
湯
公
に
案
件
の
4
決
を
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下
す
よ
う
に
と
い
う
王
命
を
傳
�
す
る
と
共
に
︑
當
年
七
%
に
執
事
人
が
楚
都
郢

(紀
南
城
)
ま
で
報
吿
に
來
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
︒

︹
Ａ
Ⅲ
︺
は
尹
y
が
郢
か
ら
陰
の
正
に
書
類
を
持
っ
て
き
た
記
錄
で
あ
る
︒︹
Ｂ
Ⅰ
︺
は
そ
の
(
七
%
癸
丑
の
日
に
陰
地
の
司
敗
か
ら
湯
公
に
報

吿
さ
れ
た
內
容
で
あ
る
︒
陰
の
正
が
事
�
聽
取
に
當
た
っ
た
︒
彼
は
原
吿
の
舒
慶
お
よ
び
そ
の
親
族

(父
の
舒
騎
と
兄
の
舒
儀
)
と
︑
被
吿
の
苛

冒
お
よ
び
桓
宜

(自
殺
し
た
桓
卯
の
親
族
か
？
)
を
共
に
事
�
聽
取
し
た
︒
被
吿
側
の
R
張
に
よ
る
と
︑
桓
卯
を
殺
し
た
の
は
む
し
ろ
舒
慶
・
舒

儀
・
舒
騎
の
方
で
あ
り
︑
舒
慶
は
す
で
に
|
}
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
執
事
人
は
五
%
癸
亥
の
日
︑
(陰
地
の
)
二
一
一
人
に
﹁
~
證
﹂
(
~
誓
)

を
行
わ
せ
︑
そ
の
上
で
ふ
た
た
び
聽
取
し
た
結
果
︑
被
吿
側
の
言
う
と
お
り
で
あ
り
︑
(
苛
冒
が
舒
軌
を
殺
し
た
と
思
っ
て
)
舒
慶
・
舒
儀
・
舒
騎

の
親
子
が
苛
冒
を
殺
し
︑
桓
卯
は
舒
軌
を
殺
し
て
い
な
い
こ
と
が
4
.
し
た
︒
舒
儀
は
捕
ま
っ
た
後
に
脫
獄
|
}
し
た
︒︹
Ｂ
Ⅱ
︺
は
左
尹
に

對
す
る
湯
公
の
報
吿
で
あ
る
︒︹
Ｃ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
︺
は
舒
儀
が
�
求
し
た
~
誓
に
關
す
る
�
書
で
あ
る
︒



山
楚
鯵
の
發
掘
報
吿
書
で
は
こ
の
﹁
見
日
﹂
を
左
尹
を
指
す
と
�
釋
し(34

)
︑
陳
洩
氏
は
楚
王
を
指
す
と
解
釋
し
た(35

)
︒

第
三
節

｢見
日
﹂
か
ら
﹁
視
日
﹂
へ

そ
の
後
︑﹁
見
日
﹂
に
關
す
る
重
g
な
發
見
が
あ
っ
た
︒
一
九
九
三
年
︑
湖
北
省
荊
門
市
で
發
見
さ
れ
た
郭
店
一
號
楚
墓
出
土
の
郭
店
楚
鯵

﹃
老
子
﹄
は
︑﹁
見
日
﹂
と
釋
�
さ
れ
た
﹁
見
﹂
字
が
﹁
視
﹂
字
で
あ
る
こ
と
を
.
ら
か
に
し
た
︒
墓
葬
年
代
は
戰
國
中
&
�
晚

(
�
四
世
紀
中

&
～
�
三
世
紀
初
)
で
あ
り(36

)
︑


山
楚
鯵
と
ほ
と
ん
ど
同
年
代
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
今
本
﹃
老
子
﹄
上
�
三
五
違
に
︑

視
之
不
足
見

(之
を
視
れ
ど
も
見
る
に
足
ら
ず
)
︒

と
あ
る
�
を
︑
郭
店
楚
鯵
﹁
老
子
﹂
丙
本
第
五
鯵
で
は
︑

之
不
足

に
作
っ
て
い
る(37

)
︒
そ
の
た
め
﹃
郭
店
楚
墓
竹
鯵
﹄
の
整
理
者
は
︑﹁﹁
視
﹂
字
の
下
部
は
人
�
で
︑
鯵
�
の
﹁
見
﹂
字
が

に
作
る
の
と
は
衣
な

る
﹂
と
す
る(38

)
︒
つ
ま
り
郭
店
楚
鯵
で
﹁
視
﹂
は
﹁

﹂
に
作
り
︑﹁
見
﹂
は
﹁

﹂
に
作
っ
て
い
る
︒
郭
店
楚
鯵
の
校
訂
作
業
に
加
わ
っ
た
裘
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錫
圭
氏
は
︑
先
に


山
楚
鯵
﹁
�
書
﹂
類
で
﹁
見
日
﹂
と
釋
さ
れ
て
い
た
官
名
が
︑
原
鯵
の
字
形
で
は
﹁

日
﹂
に
作
っ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ

を
﹁
視
日
﹂
と
讀
む
べ
き
と
し
︑
�
せ
て
陳
涉
世
家
に
み
え
る
﹁
視
日
﹂
を


山
楚
鯵
の
﹁
視
日
﹂
の
性
質
と
同
じ
と
し
て
︑﹁
視
﹂
の
含
<

を
﹁
戰
鬭
準
備
の
た
め
に
敵
軍
の
狀
況
を
觀
察
す
る
こ
と
﹂
と
解
釋
し
た(39

)
︒
こ
れ
よ
り


山
楚
鯵
の
﹁
見
日
﹂
を
﹁
視
日
﹂
と
讀
む
こ
と
が
確

定
さ
れ
た
︒

第
四
節

江
陵
磚
瓦
廠
楚
鯵
の
﹁
視
日
﹂

一
九
九
二
年
︑
�
後
し
て
關
聯
す
る
怨
た
な
�
料
の
發
見
が
あ
っ
た
︒
湖
北
省
江
陵
縣
磚
瓦
廠
三
七
〇
號
戰
國
楚
墓
出
土
の
殘
鯵
六
荏
の
竹

鯵
で
あ
る(40

)
︒
た
だ
し
そ
の
中
の
二
鯵
は
無
字
の
白
鯵
で
あ
る
︒﹃
楚
系
鯵
帛
�
字
�
﹄
(
舊
著
)
の
�
者
の
滕
壬
生
氏
は
︑
そ
の
﹁
序
言
﹂
に
お

い
て
磚
瓦
廠
楚
鯵
の
內
容
を
｢卜
筮
祭
禱
記
錄
｣と
紹
介
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
陳
洩
氏
は
︑
同
書
に
斷
片
U
に
引
用
さ
れ
た
鯵
�
を
繫
ぎ
合
わ

せ
て
復
原
を
試
み
︑
磚
瓦
廠
楚
鯵
と


山
楚
鯵
の
﹁
司
法
鯵
﹂
(第
一
五
鯵
～
第
一
七
鯵
︑
第
一
三
二
鯵
～
第
一
三
四
鯵
)
と
の
比
�
を
6
じ
て
︑

磚
瓦
廠
楚
鯵
を
“


山
楚
鯵
に
C
ぐ
第
二
の
楚
國
の
司
法
鯵
”
で
あ
る
こ
と
を
.
ら
か
に
し
た(41

)
︒
こ
の
作
業
に
お
い
て
陳
洩
氏
は
︑
兩
者
の
書

式
︑
用
語
上
の
同
一
性
に
�
目
し
︑
と
く
に
原
吿
が
﹁
僕
﹂
と
自
稱
し
︑
み
ず
か
ら
の
身
分
を
.
示
し
︑﹁
敢
え
て
見
日
に
吿
す
﹂
と
述
べ
て

訴
訟
對
象
と
事
由
を
示
し
︑
	
後
に
﹁
敢
え
て
見
日
に
吿
せ
ん
ば
あ
ら
ず
﹂
で
閲
め
括
る
書
式
上
の
同
一
點
を
指
摘
し
た
︒
な
お
︑
こ
の
時
點

で
は
ま
だ
﹁
視
日
﹂
は
﹁
見
日
﹂
と
理
解
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
後
︑
滕
壬
生
氏
は
黃
錫
�
氏
と
の
共
著
で
當
該
楚
鯵
の
摹
本
を
發
表
し
︑
そ
の
摹
本
に
基
づ
く
以
下
の
怨
釋
�
を
提
示
し
た
︒

鯵
一

□
與
犠
門
之
里
人
一
疑

(綴
)
吿
僕
︑
言
胃

(謂
)
：
某
祇
與
僕
義

(兄
)
之
不
□
□
□
競
蟻

(
粱
)
而
殺
之
僕
︑
不
敢
不
吿

鯵
二

視
日
︑
夏
誼
之
%
庚
子
之
夕
︑
覜
殺
僕
之
義

(兄
)
李
訟
︑
僕
未
智

(
知
)
其
人
︒
含

(今
)
僕
惎

(
議(42
)

)

鯵
三

人
李
□
敢
吿
於
視
日
︑
夏
誼
之
%
庚
子
之
夕
︑
覜
殺
僕
之
義

(兄
)
李
訟
︑
僕
未
智

(
知
)
其
人
︒
含

(今
)
僕
敢
之
某

鯵
四

□
□
□
人
李
捭
敢
吿
於
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そ
し
て
こ
の
怨
釋
�
に
基
づ
き
︑
そ
の
內
容
を
C
の
よ
う
に
解
釋
し
た
︒

與
犠
門
の
里
人
た
ち
が
僕
を
吿
え
ま
し
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
某
祇
と
僕
の
兄
は
不
仲
で
︑
米
を
盜
み

(
某
祇
が
兄
の
米
を
盜
み
︑
爭
っ
て

兄
を
殺
し
た
と
推
測
さ
れ
る
)
︑
某
祇
は
僕
に
殺
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
︒
視
日
に
吿
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︒
詳
し
い
事
�
は

C
の
よ
う
で
す
︒
五
%
庚
子
の
日
︑
兄
の
李
訟
は
盜
�
に
殺
さ
れ
︑
僕
は
犯
人
が
誰
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
︑
J
査
の
結
果
︑
某
祇
と
分

か
っ
た
の
で
︑
某
祇
の
も
と
に
す
ぐ
行
っ
て
殺
し
ま
し
た
︒
こ
の
事
件
の
審
理
の
責
任
者
李
捭
は
︑
審
理
の
結
果
を
視
日
に
報
吿
し
ま
し

た
︒

こ
の
怨
釋
�
に
よ
っ
て
當
該
鯵
が


山
楚
鯵
の
﹁
司
法
鯵
﹂
と
同
一
性
質
の
も
の
に
屬
す
る
こ
と
が
.
ら
か
と
な
り
︑
そ
れ
は
同
時
に
磚
瓦

廠
楚
鯵
の
﹁
視
日
﹂
も


山
楚
鯵
の
﹁
視
日
﹂
と
同
一
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
<
味
し
て
い
る
︒

第
五
節

上
�
楚
鯵
﹁
昭
王
衛
室
﹂
の
﹁
視
日
﹂

｢
視
日
﹂
は
さ
ら
に
上
�
楚
鯵
に
も
み
え
る
︒
上
�
楚
鯵
は
上
海
�
物
館
が
一
九
九
四
年
に
香
�
の
古
玩
市
場
で
�
入
し
た
戰
國
竹
鯵
で
︑

年
代
は
戰
國
晚
&
と
さ
れ
る(43

)
︒
そ
の
四
册
目
に
收
錄
さ
れ
た
﹁
昭
王
衛
室
﹂
(第
一
鯵
～
第
五
鯵
)
に
︑
當
初
﹁
見
日
﹂
と
釋
�
さ
れ
た
﹁
視

日
﹂
が
み
え
る(44

)
︒
そ
の
內
容
は
春
秋
末
の
楚
の
昭
王

(
�
五
一
五
～
�
四
八
九
年
在
位
)
に
關
す
る
故
事
で
あ
る
︒
劉
樂
賢
・
董
珊
・
湯
淺
邦
弘

氏
等
の
釋
�
や
解
釋
を
參
考
に
し
て
そ
の
大
<
を
示
せ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う(45

)
︒

昭
王
は
死
湑

(墓
地
の
地
名
か
)
の
�
く
に
怨
宮
を
円
�
し
た
︒
落
成
式
を
行
う
こ
と
を
大
夫
た
ち
に
傳
え
︑
酒
宴
を
催
し
た
︒
酒
宴
が

�
わ
っ
て
王
が
怨
宮
に
入
り
︑
落
成
式
が
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
︑
喪
�
を
着
た
一
人
の
君
子
が
宮
廷
の
中
庭
を
こ
え
︑
小
門
に
�
入

し
よ
う
と
し
た
︒
稚
人

(侏
儒
)
は
こ
れ
を
阻
も
う
と
し
て
言
っ
た
︑﹁
君
王

(楚
王
)
が
初
め
て
怨
宮
に
お
入
り
に
な
る
の
だ
︒
喪
�
を

着
た
者
が
入
っ
て
は
な
ら
ぬ
﹂︒
し
か
し
君
子
は
步
み
を
止
め
ず
︑﹁
小
人

わ

た

し

の
訴
え
は
︑
今
日
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
汝
が
小
人
を

止
め
よ
う
と
す
れ
ば
︑
き
っ
と
災
い
が
あ
る
だ
ろ
う
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
の
た
め
稚
人
は
止
め
な
か
っ
た
︒
(
君
子
は
)
そ
の
ま
ま
小
門
ま
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で
や
っ
て
來
た
︒
記
令
尹
陳
眚
は
視
日
で
あ
る

(
記
令
尹
陳
眚
は
視
日
爲
り
)
︒
(そ
こ
で
君
子
は
記
令
尹
陳
眚
に
)

吿
う
つ
た

え
た
︑﹁
僕
わ
た
し

の
母
の
こ

と
で
君
王
を
辱
め
る
こ
と
に
な
り

(僕
の
母
︑
君
王
不
�
を
辱
し
め
)
︑
父
の
骨
は
こ
の
怨
宮
の
階
段
の
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒
僕
は

(こ
こ
で
)
}
父
を
祭
祀
し
よ
う
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
が
叶
わ
な
け
れ
ば
︑
父
母
の
骨
を
一
緖
に
し
︑
ひ
そ
か
に
自
宅
の
¡
地
で
合
葬
し

よ
う
と
思
い
ま
す
﹂
と
︒
し
か
し
記
令
尹
は
こ
の
吿
え
を
:
け
附
け
な
か
っ
た
︒
(
そ
こ
で
君
子
は
さ
ら
に
言
っ
た
)
﹁
君
あ
な
た

が
僕
の
吿
え
を

:
け
附
け
な
け
れ
ば
︑
僕
は
災
い
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
﹂︒
そ
こ
で
記
令
尹
は
吿
え
を
:
け
附
け
た
︒
王
は
言
っ
た
︑﹁
吾
は
汝
の
}
父

が
こ
こ
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
汝
は
ど
う
し
て
落
成
式
の
�
わ
り
を
待
つ
こ
と
が
あ
ろ
う
︒
(す
ぐ
兩
親
の
合
葬
を
)

執
り
行
え
﹂
と
︒
王
は
場
5
を
�

(
$
)
漫
に
移
し
︑
大
夫
を
引
き
連
れ
て
こ
の
地
で
酒
宴
を
再
開
し
た
︒
そ
し
て
至
俑
に
命
じ
て
怨
宮

を
取
り
壞
さ
せ
た
︒

こ
れ
を
さ
ら
に
g
�
す
れ
ば
︑

昭
王
が
怨
宮
を
円
�
し
︑
�
臣
た
ち
と
落
成
祝
い
の
酒
宴
を
張
っ
て
い
た
と
き
︑
喪
�
を
着
た
者
が
廷
に
入
っ
て
き
て
訴
え
た
︑﹁
母
が

}
く
な
り
︑
父
の
骨
が
怨
宮
の
階
段
�
に
埋
ま
っ
て
い
る
︒
今
︑
怨
宮
が
完
成
し
︑
父
母
を
合
葬
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
︒
そ
こ
で

昭
王
は
怨
宮
を
取
り
壞
さ
せ
た
︒

と
な
る
︒
�
中
の
﹁
僕
の
母
︑
君
王
不
�
を
辱
し
め
﹂
の
句
は
難
解
だ
が
︑
湯
淺
氏
の
解
釋
を
¡
衍
す
れ
ば
︑
君
子
の
母
が
怨
宮
の
落
成
式
に

}
く
な
り
︑
こ
の
日
に
}
父
と
合
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
︑
王
の
落
成
式
の
吉
日
を
臺
無
し
に
し
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う(46

)
︒

と
こ
ろ
で
︑﹃
上
海
�
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書

(四
)
﹄
に
は
﹁
昭
王
衛
室
﹂
の
他
に
も
︑﹁
昭
王
與
龔
之
掬
﹂・﹁
柬
大
王
泊
旱
﹂
の
二
�
が
收

め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
楚
王
故
事
を
傳
え
る
三
�
の
鯵
書
の
性
質
に
つ
い
て
陳
洩
氏
は
︑﹃
國
語
﹄
卷
一
七
楚
語

(
上
)
﹁
莊
王
使
士
亹
傅

大
子
箴
﹂
違
の
韋
昭
�
に
︑﹁
語
は
︑
治
國
の
善
語
な
り
﹂
と
あ
る
の
に
據
り
︑
こ
れ
ら
を
﹃
國
語
﹄
の
ジ
ャ
ン
ル
に
屬
す
る
作
品
と
し
て
い

る(
47
)

︒
す
る
と
︑﹁
昭
王
衛
室
﹂
は
昭
王
の
善
政
を
稱
え
て
敎
訓
と
す
る
こ
と
を
目
U
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
︑


山
楚
鯵
や
磚
瓦
廠
楚
鯵

の
よ
う
な
一
C
	
料
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
楚
王
故
事
は
楚
人
自
身
の
手
に
な
る
作
品
と
み
な
さ
れ
︑
そ
の
中
に
は
楚
國
の
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司
法
制
度
の
實
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
︒

こ
う
し
た
視
點
か
ら
改
め
て
﹁
昭
王
衛
室
﹂
を
み
て
み
る
と
︑
こ
の
作
品
で
も
﹁
視
日
﹂
は
楚
王
に
對
し
て
上
訴
さ
れ
た
吿
訴
狀
を
:
理
す

る
者
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
楚
鯵
に
散
見
す
る
﹁
視
日
﹂
に
對
す
る
解
釋
を
︑
范
常
喜
氏
は
C
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
︒
第
一
は
︑

﹁
見
日
﹂
と
隸
定
さ
れ
た
段
階
の
も
の
で
︑
代
名
詞
の
一
種
も
し
く
は
¥
稱
と
す
る
︒
こ
れ
は


山
楚
鯵
の
整
理
者
︑
陳
煒
湛
︑
李
零
︑
賈
繼

東
︑
陳
洩
︑
譚
步
雲
の
各
氏
を
代
表
と
し
︑
そ
の
中
で
さ
ら
に
左
尹
の
代
名
詞
︑
廷
官
の
¥
稱
︑
楚
王
の
¥
稱
等
の
諸
說
に
分
か
れ
る
︒
第
二

は
︑﹁
視
日
﹂
と
隸
定
さ
れ
た
段
階
以
後
の
も
の
で
︑
官
名
の
一
種
と
す
る
︒
裘
錫
圭
︑
滕
壬
生
︑
黃
錫
�
︑
李
零
の
各
氏
を
代
表
と
し
︑
細

部
で
さ
ら
に
諸
說
に
分
か
れ
る(48

)
︒
こ
の
よ
う
な
整
理
を
ふ
ま
え
て
︑
范
常
喜
氏
自
身
は
楚
鯵
の
﹁
視
日
﹂
に
つ
い
て
C
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
視
日
﹂
は
楚
國
人
が
訴
訟
事
件
を
審
理
す
る
と
き
の
︑
そ
の
R
g
な
責
任
者
の
6
稱
で
あ
り
︑
現
在
の
裁
4
長
に
相
當
し
︑
固
定
し
た
官
名

で
は
な
い
︑
と
︒
そ
し
て
そ
の
起
源
を
中
國
古
代
の
神
4
の
巫
�
に
求
め
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
法
が
發
生
す
る
以
�
の
古
代
社
會
で
は
神
4
が

行
わ
れ
︑
そ
の
中
に
は
古
い
巫
�
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
楚
國
に
お
い
て
﹁
視
日
﹂
は
そ
の
よ
う
な
巫
の
一
種
で
あ
り
︑
原
始
神
4
時
代
の
裁
4

官
で
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
楚
國
の
社
會
發
展
に
つ
れ
て
巫
が
審
4
に
參
與
す
る
機
會
は
減
少
し
︑
そ
の
職
能
は
も
と
の
定
曆
擇
吉
を
つ
か
さ
ど

る
者
に
戾
り
︑
そ
の
名
稱
だ
け
が
司
法
裁
4
の
中
に
殘
存
し
た(49

)
︑
と
︒

ま
た
陳
洩
氏
は
︑﹁
昭
王
衛
室
﹂
の
發
見
に
よ
っ
て
︑
上
訴
を
:
け
附
け
る
﹁
視
日
﹂
と
そ
の
訴
え
が
上
§
さ
れ
る
楚
王
と
が
別
個
の
存
在

で
あ
る
こ
と
が
4
.
し
た
事
實
に
基
づ
き
︑
舊
說
を
變
o
し
︑﹁
視
日
﹂
は
﹃
國
語
﹄
卷
一
五
晉
語
九
お
よ
び
そ
の
韋
昭
�
に
み
え
る
﹁
當

日
﹂・﹁
直
日
﹂︑
あ
る
い
は
﹃
禮
記
﹄
�
王
世
子
�
に
み
え
る
﹁
內
竪
﹂
の
類
で
あ
る
︑
と
し
た(50

)
︒﹁
當
日
﹂・﹁
直
日
﹂
は
日
直
・
當
直
の
こ
と(51

)
︑

﹁
內
竪
﹂
は
﹁
小
臣
の
屬
︑
外
內
の
6
命
を
掌
る
者
﹂
(�
玄
�
)
の
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
范
常
喜
氏
も
﹁
昭
王
衛
室
﹂
の
﹁
記
令
尹
陳
眚
は
視
日
爲
り
﹂
と
あ
る
﹁
記
﹂
字
の
用
例
を
再
檢
討
し
︑
怨
た
な
解
釋
を
提
起
し
た
︒

す
な
わ
ち
﹁
昭
王
衛
室
﹂
の
	
初
の
釋
�
で
︑
陳
佩
芬
氏
は
﹁
記
﹂
を
﹁
卜
﹂
の
6
假
字
と
し
︑﹁
卜
令
尹
﹂
を
春
秋
楚
國
で
占
卜
を
掌
る

﹁
卜
尹
﹂
と
說
.
し
た
︒
し
か
し
范
常
喜
氏
は
﹁
記
﹂
を
司
法
部
門
の
分
荏
機
¨
と
解
し
︑
そ
れ
は
©
廷
に
も
地
方
に
も
置
か
れ
︑
そ
の
長
官
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は
上
司
の
斷
案
を
補
佐
し
︑
上
司
に
訴
狀
を
:
け
渡
す
傳
令
で
も
あ
り
︑
©
廷
に
お
け
る
﹁
記
﹂
の
	
高
長
官
を
﹁
記
令
尹
﹂
と
呼
ん
だ
と
解

し
て
い
る(52

)
︒

｢
視
日
﹂
に
關
す
る
�
料
は
ま
だ
多
い
と
は
い
え
ず
︑
そ
の
實
態
も
必
ず
し
も
解
.
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
戰
國
楚
鯵
の
﹁
司
法

鯵
﹂
で
は
楚
國
の
﹁
視
日
﹂
が
訴
狀
を
:
け
取
り
︑
こ
れ
を
楚
王
に
上
§
し
︑
審
理
の
責
任
者
に
對
し
て
ª
x
な
4
決
を
命
ず
る
な
ど
︑
裁
4

に
深
く
關
與
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
.
白
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
記
令
尹
陳
眚
は
視
日
爲
り
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
︑
そ
れ
は
固
定
し
た
官
名

で
な
く
︑
一
定
の
“
職
務
”
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
陳
洩
氏
の
﹁
當
日
﹂・﹁
直
日
﹂
說
も
お
そ
ら
く
當
直
し
て
訴
狀
を
:
け
附
け
る

者
を
﹁
視
日
﹂
と
呼
ん
だ
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

第
三
違

｢
視
日
﹂
・
﹁
質
日
﹂
・
﹁
日
書
﹂
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て

そ
こ
で
ふ
た
た
び
曆
�
と
し
て
の
﹁
視
日
﹂
に
戾
り
︑﹁
視
日
﹂・﹁
質
日
﹂・﹁
日
書
﹂
の
三
者
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒
表
八

は
﹁
視
日
﹂・﹁
質
日
﹂・﹁
日
書
﹂
あ
る
い
は
﹁
曆
�
﹂
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
出
土
�
料
を
ほ
ぼ
年
代
順
に
竝
べ
た
も
の
で
あ
る
︒

第
一
節

｢質
日
﹂・﹁
視
日
﹂
と
の
關
係

｢質
日
﹂
は
一
九
八
五
年
・
一
九
八
八
年
の
發
掘
で
湖
北
省
江
陵
張
家
山
一
三
六

(
三
三
六
)
號
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
﹁
七
年
質
日
﹂
の
發

見
を
嚆
矢
と
す
る
︒
そ
れ
は
�
漢
�
'
�
元
七
年

(
�
一
七
三
)
の
曆
�
と
推
算
さ
れ
︑
ま
だ
未
公
表
で
あ
る(53

)
︒
ま
た
︑
二
〇
〇
六
年
に
湖
北

省
雲
夢
縣
睡
虎
地
七
七
號
漢
墓
か
ら
︑﹁
日
書
﹂
と
共
に
複
數
の
﹁
質
日
﹂
が
出
土
し
た
︒
年
代
は
�
漢
�
'
末
年
～
景
'
&
と
さ
れ
︑
こ
れ

も
未
公
表
で
あ
る
︒
發
掘
鯵
報
に
よ
る
と
︑
そ
れ
ら
は
み
な
一
年
の
曆
�
で
あ
り
︑
そ
の
形
式
は
一
鯵
を
上
下
六
欄
に
分
け
︑
首
鯵
に
當
年
の

偶
數
%
の
%
名
と
大
小
と
が
記
さ
れ
︑
各
%
に
干
荏
日
が
記
さ
れ
︑
そ
の
後
に
當
年
の
奇
數
%
の
%
名
と
大
小
︑
干
荏
日
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

首
鯵
の
背
面
に
﹁
某
年
質
日
﹂
の
�
題
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
閏
%
は
﹁
後
九
%
﹂
と
し
て
	
後
に
置
か
れ
て
い
る
︒
一
部
の
干
荏
の
下
に
“
記
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表八 ｢日書」と曆�の出土例

墓 葬 典籍や�料 墓 R 墓葬の年代

①九店 56 號東周墓 農作物關聯鯵、日書 庶人 or士 戰國晚&早段

②睡虎地 11 號秦墓 �年記、語書、秦律十八種、效律、
秦律雜抄、法律答問、封診式、爲l
之1、日書甲種・乙種

令	cの下
c官l

下限は始皇 30年

③江陵王家臺 15 號秦墓 效律、日書、易占、竹牘 (內容不詳)、
式盤、占卜用器 (算籌・骰子)

②とほぼ同
レベルか？

上限は白起拔郢 (�
278)、下限は秦代以�

④放馬灘 1 號秦墓 墓R記、日書甲種・乙種、算籌、木
板地圖

士 下葬年代は� 239年以
後

⑤周家臺 30號秦墓 秦始皇 34 年・36 年・37 年曆�、秦
二世元年曆�、日書、算籌

秦南郡の少
l

秦代末年

⑥江陵嶽山 36 號秦墓 算籌、日書 秦國中下層
官l

秦代

⑦江陵張家山 247漢墓 曆�、®書、引書、算數書、奏讞書、
二年律令

不詳 呂后 2 年〜�' 5 年

⑧江陵張家山 127漢墓 日書 不詳 �漢惠'&

⑨江陵張家山 136 (336)
號漢墓

功令、古醫書、盜畿、七年質日・漢
律 15 種

不詳 下葬は�'�元 7年

⑩江陵張家山 249號漢墓 日書 不詳 呂后 2 年〜�' 5 年

⑪阜陽雙古堆 1 號漢墓 蒼頡�、詩經、周易、年表・大事記、
雜方、作務員°行氣、相狗經、辭賦、
𠛬德・日書、干荏表、孔子²びその
門人關聯の書籍�題、二十八宿圓盤、
六壬栻盤、太乙九宮占盤

汝陰侯夏侯
竈

�' 15 年 (� 165)沒

⑫沅陵虎溪山 1號漢墓 式盤、黃e、日書、美食方 沅陵侯吳陽 �'後元 2年 (� 162)
沒

⑬睡虎地 77 號漢墓 質日、日書、書籍、算�、法律、讀
(司法�書・e籍)

�漢南郡の
少l？

�漢�'末年〜景'&

⑭荊州印臺漢墓
(59〜115 號墓)

�書、卒e、曆�、�年記、日書、
律令、�策、器籍、吿知書など

不詳 秦漢時&

⑮隨州孔家坡 8 號漢墓 日書、曆�、吿知書 侯國の都´
の庫嗇夫

下葬年代は景'後元 2
年 (� 142)

⑯銀雀山 2號漢墓 元光元年 (� 134) 曆� 不詳 上限は武'元光元年

⑰日照海曲 106號漢墓 漢武�後元二年 (	 87) 視日、無�
字木牘

海曲縣の瓜
治階層

漢武'末年或いは昭'
時&

⑱西安杜陵漢墓
(2001XRGM5)

日書農事
 大鴻臚 or
大司農？

�漢杜陵 (宣'墓) の
陪葬墓

⑲定縣 40號漢墓 論語、儒家者言、哀公問五義、保傅
傳、太公、�子、六安王©五鳳二年
正%起居�、日書・占卜等の斷鯵

中山懷王劉
修

�漢末

⑳尹灣 6號漢墓 集e、東海郡l員e、東海郡下¸長
l名e、東海郡下¸長l不在署・未
到官者名籍、東海郡屬l設置e、武
庫永始四年兵庫器集e、贈錢名籍、
神龜占、六甲占雨、�局占、元�元
年曆�、元�三年五�曆�、君兄衣
物駅、君兄繒方緹中物駅・君兄節司
小物駅、名謁、元�二年日記、𠛬德
行時、行1吉凶、神烏傅 (賦)

東海郡功曹
	師饒

上限は成'元Z 3 年
(� 10)

㉑永昌水泉子 5號漢墓 七言本蒼頡�、日書 不詳 �漢末或いは後漢�&
の6行字體



事
”
が
み
え
る
︒
そ
の
年
代
は
�
漢
�
'
�
元
一
〇
年

(
�
一
七
〇
)
～
�
'
後
元
七
年

(
�
一
五
七
)
に
ま
た
が
っ
て
い
る(

54
)

︒

睡
虎
地
漢
鯵
﹁
質
日
﹂
が
發
見
さ
れ
た
(
年
の
二
〇
〇
七
年
︑
湖
南
大
學
嶽
麓
書
院
は
香
�
の
古
玩
市
場
か
ら
一
羣
の
竹
鯵
を
�
入
し
︑
(

年
そ
の
殘
り
部
分
を
取
得
し
た(55

)
︒
こ
の
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
中
に
は
﹁
〼
七
年
質
日
﹂・﹁
卅
四
年
質
日
﹂・﹁
卅
五
年
私
質
日
﹂
と
い
う
三
種
の

﹁
質
日
﹂
が
含
ま
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
秦
始
皇
二
七
年
︑
三
四
年
︑
三
五
年
の
も
の
と
推
算
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
形
式
は
一
鯵
を
上
下
六
欄
に
分
け
︑

十
%
に
始
ま
る
偶
數
%
と
十
一
%
に
始
ま
る
奇
數
%
の
�
後
二
羣
か
ら
な
り
︑
各
%
の
干
荏
日
は
そ
れ
ぞ
れ
橫
に
讀
み
�
む
︒
各
羣
の
首
鯵
に

各
%
と
そ
の
朔
日
干
荏
が
記
さ
れ
︑
C
の
鯵
か
ら
そ
の
(
日
の
干
荏
が
續
く
︒
た
だ
し
﹁
卅
四
年
質
日
﹂
は
首
鯵
に
%
の
大
小
が
記
さ
れ
︑
ま

た
後
九
%
は
首
鯵
の
み
六
段
︑
他
の
五
鯵
は
五
段
と
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
卅
五
年
私
質
日
﹂
は
首
鯵
に
%
の
大
小
を
記
す
が
︑
十
一
%
・

正
%
の
み
%
の
下
に
朔
日
干
荏
が
記
さ
れ
︑
他
の
%
は
C
の
鯵
に
朔
日
干
荏
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
若
干
の
相
¾
は
あ
る
が
︑
睡
虎
地
七
七
號
漢

墓
﹁
質
日
﹂
も
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
樣
の
形
式
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
し
て
干
荏
日
の
下
に
し
ば
し
ば
“
記
事
”
が
存
す
る
こ
と
で
も
共
6
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹁
質
日
﹂
と
同
種
の
�
料
と
し
て
︑
す
で
に
一
九
九
二
年
に
湖
北
省
荊
州
市
沙
市
區
周
家
臺
三
〇
號
秦
墓
出

土
の
﹁
秦
始
皇
三
十
四
年
曆
�
﹂
が
知
ら
れ
て
い
る(56

)
︒
そ
の
形
式
は
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹁
質
日
﹂
と
同
じ
で
︑
か
つ
干
荏
日
の
下
に
し
ば
し
ば

同
樣
の
“
記
事
”
が
み
え
る
︒
こ
れ
ら
の
記
事
の
性
質
を
理
解
す
る
上
で
︑
一
九
九
三
年
に
江
蘇
省
連
雲
�
市
東
海
縣
溫
泉
鎭
尹
灣
村
六
號
漢

墓
か
ら
出
土
し
た
﹁
元
Z
二
年
日
記
﹂
が
重
g
で
あ
る
︒
そ
れ
は
東
海
郡
功
曹
	
の
師
饒
が
�
漢
末
の
元
Z
二
年

(
�
一
一
)
に
公
務
出
張
を

R
と
す
る
手
記

(メ
モ
)
を
書
き
À
ん
だ
曆
�
で
あ
る
︒
斷
鯵
を
一
部
含
む
が
︑
殘
存
す
る
記
錄
に
よ
れ
ば
︑
三
五
四
日
の
中
の
一
八
二
日
に

記
事
が
み
え
︑
そ
の
內
容
は
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹁
質
日
﹂
や
周
家
臺
秦
鯵
﹁
秦
始
皇
三
十
四
年
曆
�
﹂
と
同
樣
︑
墓
R
の
公
務
出
張
を
R
と
す

る
手
記
で
あ
る
︒
そ
の
形
式
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
︑
當
時
の
歲
首
が
正
%
な
の
で
︑
偶
數
%
・
奇
數
%
の
順
序
が
�
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ

よ
り
﹁
質
日
﹂
の
�
題
の
な
い
周
家
臺
秦
鯵
﹁
秦
始
皇
三
十
四
年
曆
�
﹂
と
﹁
元
Z
二
年
日
記
﹂
も
ま
た
﹁
質
日
﹂
に
屬
す
る
と
み
て
よ
い
こ

と
に
な
る
︒

そ
れ
で
は
﹁
視
日
﹂
と
﹁
質
日
﹂
は
如
何
な
る
關
係
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒
李
零
氏
は
︑
禪
母
脂
部
の
﹁
視
﹂
と
端
母
質
部
の
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﹁
質
﹂
の
兩
字
を
6
假
可
能
と
し
︑﹁
視
日
﹂
は
“
時
日
を
J
査
す
る
”
<
︑
當
番
に
當
た
る
官
l
の
代
名
詞
で
︑
そ
れ
は
當
番
に
當
た
る
官
l

が
政
務
の
記
錄
を
空
欄
に
書
き
À
む
の
に
供
す
る
も
の
で
あ
り
︑
當
番
日
誌
の
よ
う
な
も
の
と
推
測
し
て
い
る(57

)
︒
し
か
し
︑
秦
代
の
三
種
の

﹁
質
日
﹂
(嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
)
と
�
漢
武
'
&
の
﹁
七
年
視
日
﹂
(元
光
元
年
曆
�
)
を
比
�
す
る
と
︑
干
荏
日
の
下
に
記
さ
れ
た
內
容
は
︑
�
者

が
官
l
の
公
務
關
係
の
記
事
︑
後
者
が
節
氣
・
節
日
・
曆
�
と
い
う
基
本
U
な
相
衣
が
み
ら
れ
︑
兩
者
は
同
一
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
︒

た
だ
し
�
<
す
べ
き
こ
と
は
︑﹁
元
Z
二
年
日
記
﹂
に
は
師
饒
の
公
務
出
張
の
手
記
の
他
に
︑
二
%
癸
卯
﹁
春
分
﹂︑
五
%
甲
戌
﹁
夏
至
﹂︑
八

%
丙
午
﹁
秋
分
﹂︑
十
%
辛
卯
﹁
立
冬
﹂︑
十
一
%
丁
丑
﹁
冬
至
﹂
の
節
氣
︑
お
よ
び
六
%
庚
戌
﹁
中
伏
﹂︑
七
%
庚
午
﹁
後
伏
﹂︑
十
二
%
庚
戌

﹁
臘
﹂
等
の
節
日
が
記
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
反
荏
﹂
等
の
曆
�
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
�
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

第
二
節

尹
灣
漢
鯵
・﹁
日
書
﹂
と
の
關
係

そ
こ
で
﹁
元
Z
二
年
日
記
﹂
と
一
緖
に
出
土
し
た
そ
の
他
の
鯵
牘
�
料
を
擧
げ
る
と

(
表
八
)
︑
そ
れ
ら
は
東
海
郡
の
行
政
に
關
す
る
﹁
集

e
﹂
等
の
�
書
を
除
い
て
︑﹁
神
龜
占
﹂・﹁
六
甲
占
雨
﹂・﹁
�
局
占
﹂・﹁
𠛬
德
行
時
﹂・﹁
行
1
吉
凶
﹂
等
の
數
�
書

(
占
書
)
で
あ
る
︒
す
で

に
論
じ
た
よ
う
に(58

)
︑
た
と
え
ば
﹁
𠛬
德
行
時
﹂
(第
七
七
鯵
～
第
八
二
鯵
)
は
︑
こ
れ
を
整
理
す
る
と
︑
表
九
の
よ
う
に
な
る
︒

こ
れ
は
一
日
を
﹁
雞
鳴
～
蚤
食
﹂
以
下
の
五
つ
の
時
閒
帶
に
區
分
し
︑
十
干
で
表
さ
れ
た
各
日
の
各
時
閒
帶
の
宜
忌
を
示
し
た
も
の
で
︑
か

り
に
甲
子
の
日
の
雞
鳴
時
な
ら
ば
そ
の
日
は
﹁
端
﹂
で
︑﹁
端
﹂
に
關
す
る
占
辭
は
︑

端
時
を
以
て
�
謁
・
見
人
せ
ば
︑
小
吉
︒
以
て
行
か
ば
憙
E
り
︒
毄

(繫
)
者
は
罪
毋
し
︒
疾
者
は
死
せ
ず
︒
子
を
生
ま
ば
大
吉
︒

第
八
三
鯵

の
如
く
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
占
辭
中
の
﹁
�
謁
﹂・﹁
見
人
﹂・﹁
行
﹂・﹁
憙
﹂・﹁
生
子
﹂
等
は
み
な
﹁
日
書
﹂
に
頻
見
す
る
語
彙
も
し
く

は
�
名
で
も
あ
る
點
に
�
<
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
日
書
﹂
甲
種
の
﹁
秦
除
﹂
�
開
日
の
條

(第
二
四
鯵
正
貳
)
に
︑

開
日
：
}
者
は
︑
得
ら
れ
ず
︒
�
謁
は
︑
得
ら
る
︒
盜
と
言
わ
ば
︑
得
ら
る
︒
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と
あ
り
︑
同
乙
種

(
第
七
八
鯵
)
に
︑

見
人
良
日
：
甲
子
・
申
︑
乙
〼

と
あ
り
︑
同
甲
種
の
﹁
星
﹂
�
角
の
條

(
第
六
八
鯵
正
壹
)
に
︑

角
：
祠
²
び
行
に
利
あ
り
︑
吉
︒
蓋
屋
す
可
か
ら
ず
︑

妻
を
取

(
娶
)
ら
ば
︑
妻
は
妬
む
︒
子
を
生
ま
ば
︑︻
l

と
︼
爲
る
︒

と
あ
り
︑
同
乙
種

(
第
二
〇
三
鯵
～
第
二
〇
六
鯵
壹
)
に
︑

春
三
%
：
甲
乙
の
死
は
︑
其
の
後
憙
E
り
︑
正
東
に
得

E
り
︒
(
後
略
)

等
々
と
あ
る
如
く
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
行
1
吉
凶
﹂
(
第
九
〇
鯵
～
第
一
一
三
鯵
)
は
︑
黃
一

農
氏
の
整
理
に
よ
る
と
表
十
の
よ
う
に
な
る(

59
)

︒

こ
れ
は
干
荏
日
に
配
當
さ
れ
た
陰
陽
の
數
と
四
方
の
門
を

組
み
合
わ
せ
て
そ
の
日
の
出
行
の
宜
忌
を
占
う
も
の
で
あ
り
︑

表
を
み
る
場
合
︑
十
干
と
十
二
荏
に
そ
れ
ぞ
れ
配
當
さ
れ
た

陰
陽
の
數
を
合
わ
せ
て
門
の
方
位
を
確
Â
す
る
︒
そ
の
占
辭

は
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒

行
に
三
陽
を
得
︑
印
た
其
の
門
を
得
ば
︑
百
事
皆
な
成

り
︑
執
・
臽
の
日
を
辟

(
Ã
)
け
ず
︒
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表九 ｢𠛬德行時」

𠛬德行事 雞鳴〜蚤食 蚤食〜日中 日中〜餔時 餔時〜日入 日入〜雞鳴

甲乙
丙丁
戊己
庚辛
壬癸

端
德

𠛬

罰
令

令
端
德

𠛬

罰

罰
令
端
德

𠛬

𠛬

罰
令
端
德

德

𠛬

罰
令
端

表十 ｢行1吉凶」

干
荏

甲
二陽

乙
二陰

丙
二陽

丁
二陽

戊
二陽

己
二陰

庚
二陽

辛
二陰

壬
二陽

癸
二陽

子・一陽
丑・一陽
寅・一陽
卯・一陰
辰・一陰
巳・一陰
午・一陽
未・一陽
申・一陰
酉・一陽
戌・一陽
亥・一陰

西

南

南

東

北

北

東

無

無

西

南

無

西

南

南

東

北

北

東

北

西

西

南

東

西

南

南

東

北

北

東

無

無

西

南

無

西

南

南

東

北

北

東

無

無

西

南

無

西

南

南

東

北

北

東

北

西

西

南

東



行
に
三
陽
を
得
︑
其
の
門
を
得
ず
ば
︑
行
者
の
憂
事
も
亦
た
成
る
︒

行
に
二
陽
一
陰
を
得
ば
︑
其
の
門
を
得
と
唯

(雖
)
も
︑
以
て
行
か
ば
︑
其
の
物
�
か
ら
ず
︒

行
に
二
陰
一
陽
を
得
ば
︑
其
の
門
を
得
と
唯

(雖
)
も
︑
以
て
行
か
ば
︑
必
ず
毄

(
繫
)
留
束
Ä
せ
ら
る
︒

行
に
三
陰
を
得
ば
︑
門
毋
く
︑
行
く
可
か
ら
ず
︑
行
か
ば
必
ず
死
}
〼

か
り
に
甲
子
の
日
を
例
と
す
る
と
︑
こ
の
日
は
﹁
甲
子
三
陽
西
門
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
三
陽
の
占
辭
に
據
っ
て
西
門
よ
り
出
行
す
る
︒
こ

の
日
は
百
事
み
な
成
り
︑﹁
執
・
臽
の
日
﹂
も
Ã
け
る
に
お
よ
ば
な
い
︒
こ
の
占
辭
に
み
え
る
﹁
執
・
臽
の
日
﹂
の
中
の
執
日
は
︑﹁
日
書
﹂
の

円
除

(十
二
直
)
の
執
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
執
日
に
關
す
る
占
辭
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
日
書
﹂
甲
種
の
﹁
秦
除
﹂
�

(第
一
九
鯵
正
貳
)
に
︑

摯

(執
)
日
：
以
て
行
く
可
か
ら
ず
︒
以
て
兦

(
}
)
げ
ば
︑
必
ず
摯

(執
)
え
ら
れ
て
公
に
入
り
︑
而
し
て
止
む
︒

と
あ
り
︑
放
馬
灘
秦
鯵
﹁
日
書
﹂
甲
種
の
円
除

(無
標
題
)
(第
一
八
鯵
)
に
︑

執
日
：
行
く
可
か
ら
ず
︑
行
く
こ
と
;
か
ら
ば
︑
必
ず
執
え
ら
れ
て
公
に
︻
入
る
︼︒

と
あ
り
︑
孔
家
坡
漢
鯵
﹁
日
書
﹂
の
﹁
円
除
﹂
�

(第
一
八
鯵
)
に
︑

執
日
：
行
く
可
か
ら
ず
︒
是
を
以
て
兦

(
}
)
げ
ず
ん
ば
︑
必
ず
執
え
ら
れ
縣
官
に
入
る
︒
以
て
盜
を
Å
わ
ば
︑
圍
得
す
可
し
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
み
な
出
行
の
凶
日
と
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
臽
日
に
つ
い
て
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
日
書
﹂
甲
種
﹁
臽
日
﹂
�

(第
一
三
六
鯵
正
肆
～
第
一
三
九
鯵
正
陸
︑
第
一
三
六
鯵
正
捌
～
第
一
三
七
鯵

正
捌
)
に
︑

四
%
甲
臽
︑
五
%
乙
臽
︑
七
%
丙
臽
︑
八
%
丁
臽
︑
九
%
己
臽
︑
十
%
庚
臽
︑
十
一
%
辛
臽
︑
十
二
%
己
臽
︑
正
%
壬
臽
︑
二
%
癸
臽
︑

三
%
戊
臽
︑
六
%
戊
臽
︒

凡
そ
臽
日
は
︑
以
て
取
Æ
・
家

(嫁
)
女
す
可
し
︒
以
て
行
く
可
か
ら
ず
︒
百
事
凶
︒

と
あ
り
︑
こ
こ
で
も
出
行
の
凶
日
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
行
1
吉
凶
﹂
で
は
︑
甲
子
の
日
を
例
に
す
る
と
︑
三
陽
を
得
て
西
門
か
ら
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出
發
す
れ
ば
出
行
の
吉
日
で
あ
り
︑
そ
の
日
は
﹁
日
書
﹂
円
除
の
﹁
執
・
臽
の
日
﹂
(
出
行
の
凶
日
)
と
重
な
っ
て
も
Ã
け
る
必
g
が
な
い
︑
と

い
う
<
味
に
な
る
︒

第
三
節

｢日
書
﹂
の
解
體
と
日
者
の
分
立

｢日
書
﹂
の
円
除
の
﹁
執
日
﹂
や
︑
同
じ
く
﹁
臽
日
﹂
�
の
﹁
臽
日
﹂
が
︑
占
書
の
﹁
行
1
吉
凶
﹂
の
中
に
組
み
À
ま
れ
て
い
る
の
は
︑
時

日
の
宜
忌
を
占
う
種
々
の
數
�
か
ら
¨
成
さ
れ
た
﹁
日
書
﹂
が
︑
師
饒
の
生
き
た
�
漢
末
に
す
で
に
解
體
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
と
深
く
關
聯
す

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
傳
世
も
し
く
は
盜
掘
の
戰
國
楚
鯵(60

)
を
除
き
︑
現
存
	
古
の
出
土
｢日
書
｣は
︑
湖
北
省
江
陵
縣
九
店
公
社
磚
瓦
廠
の
五

六
號
墓
出
土
の
九
店
楚
鯵
｢日
書
｣
で
あ
り

(表
八
)
︑
年
代
は
戰
國
晚
&
早
段
で
あ
る(61

)
︒
こ
れ
が
｢日
書
｣
と
し
て
成
立
閒
も
な
い
	
早
の
段
階

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た(62

)
︒
こ
れ
に
對
し
て
下
葬
年
代
が
秦
の
六
國
瓜
一
直
後
で
あ
る
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
日
書
﹂
は
︑

﹁
日
書
﹂
と
し
て
の
一
定
の
型

(
fo
rm
)
を
も
っ
た
典
型
と
み
な
さ
れ
る(63

)
︒
そ
れ
は
�
漢
景
'
&
の
孔
家
坡
漢
鯵
﹁
日
書
﹂
の
型
が
睡
虎
地
秦

鯵
﹁
日
書
﹂
と
基
本
U
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
證
さ
れ
る(64

)
︒
す
る
と
︑
現
存
	
古
の
﹁
日
書
﹂
が
ほ
ぼ
戰
國
晚
&
早
段
頃
に
登
場
し
︑

時
日
の
宜
忌
を
占
う
日
者
に
關
す
る
	
古
の
	
料
が
﹃
墨
子
﹄
貴
義
�
に
み
え
る
の
も(65

)
︑
互
い
に
無
關
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
�
目
さ
れ
る
の
は
︑﹃
	
記
﹄
日
者
列
傳
の
末
尾
に
附
さ
れ
た
褚
少
孫
補
�
で
紹
介
し
て
い
る
�
漢
武
'
故
事
で
あ
る
︒

臣
︑
郞
爲
り
し
時
︑
太
卜
の
待
詔
し
て
郞
爲
る
者
と
署
を
同
じ
う
す
︒
言
い
て
曰
く
︑﹁
孝
武
'
の
時
︑
占
家
を
聚
會
し
て
之
に
問
う
︑

某
日
は
Æ
を
取
る
べ
き
か
︑
と
︒
五
行
家
曰
く
︑
可
と
︒
堪
輿
家
曰
く
︑
不
可
と
︒
円
除
家
曰
く
︑
不
吉
と
︒
叢
辰
家
曰
く
︑
大
凶
と
︒

曆
家
曰
く
︑
小
凶
と
︒
天
人
家
曰
く
︑
小
吉
と
︒
太
一
家
曰
く
︑
大
吉
と
︒
辯
訟
し
て
決
せ
ず
︒
狀
を
以
て
聞
す
︒
制
し
て
曰
く
︑﹃
諸

〃
の
死
忌
を
Ã
け
て
︑
五
行
を
以
て
R
と
爲
さ
ん
﹄
と
﹂
と
︒
人
は
五
行
に
取
る
者
な
り
︒

余
嘉
錫
氏
は
こ
の
中
に
登
場
す
る
七
家
の
占
家
を
日
者
と
み
な
し
て
い
る(66

)
︒
こ
れ
を
¡
衍
す
れ
ば
︑﹁
日
書
﹂
と
日
者
の
關
係
は
C
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
故
事
は
武
'
の
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
の
數
�
を
個
別
U
に
專
門
と
す
る
占
家
が
︑
そ
の
數
�
ご
と
の
日
者
と
し
て
分
立
し
て
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ゆ
く
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
︑
と
︒
す
る
と
そ
れ
は
︑﹁
日
書
﹂
の
內
容
を
大
き
く
變
質
さ
せ
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
日

書
﹂
は
戰
國
後
&
に
時
日
の
宜
忌
を
占
う
諸
々
の
數
�
が
合
液
し
て
成
立
し
た
と
想
定
さ
れ
る
が
︑
そ
の
型
が
し
だ
い
に
Í
れ
︑
武
'
&
に
な

る
と
各
數
�
が
そ
れ
ら
を
專
門
と
す
る
各
占
家
の
專
門
と
な
り
︑
ま
た
そ
の
數
�
も
あ
る
も
の
は
他
の
占
書
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
︑

と
い
う
よ
う
な
液
れ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
師
饒
に
副
葬
さ
れ
た
諸
占
書
の
中
に
﹁
日
書
﹂
に
頻
見
す
る
語
彙
や
數
�
の
一
部
が
み
え
る
の

も
︑
そ
の
反
映
の
一
部
で
あ
ろ
う
︒

第
四
節

｢日
書
﹂・﹁
視
日
﹂
と
の
關
係

解
體
Î
が
�
ん
で
い
っ
た
﹁
日
書
﹂
の
數
�
の
一
部
は
︑
曆
�
の
中
に
も
Ï
收
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
は
︑

第
一
違
で
取
り
上
げ
た
﹁
七
年
視
日
﹂
(元
光
元
年
曆
�
)
の
反
荏
で
あ
ろ
う
︒
二
〇
〇
二
年
に
山
東
省
日
照
市
海
曲
一
〇
六
號
漢
墓
で
出
土
し

た
﹁
漢
武
'
後
元
二
年
視
日
﹂
(
�
八
七
)
は
整
理
者
の
假
稱
で
あ
る
が
︑
そ
の
R
た
る
曆
�
は
陰
陽
家
の
﹁
𠛬
德
七
舍
﹂
で
あ
る(67

)
︒
劉
紹
剛
・

�
同
修
の
兩
氏
が
復
原
し
た
曆
�
の
中
か
ら
曆
�
の
R
な
記
事
を
擧
げ
る
と
︑
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒

甲
子

春
分
居
門
卅
日

(二
%
十
一
日
)

第
二
九
鯵

甲
午

居
巷
〼

(三
%
十
二
日
)

第

六
鯵

己
亥

居
室
卅
日

(十
一
%
二
十
一
日
)

第
二
八
鯵

乙
未

夏
日
至
居
郭
門
一
︻
日
︼

(五
%
十
四
日
)

第
二
一
鯵

丙
寅

居
朮

(
�
)
卅
一
日

(六
%
十
五
日
)

第
二
五
鯵

丁
酉

居
廷

(庭
)
卅
日

(九
%
十
八
日
)

第
一
六
鯵

壬
子

立
冬

(十
%
三
日
)

第
三
四
鯵

丁
卯

居
堂
卅
日

(十
%
十
八
日
)

第
三
二
鯵
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戊
戌

冬
日
至
居
戶
一
日

(十
一
%
二
十
日
)

第
三
五
鯵

�
獻
	
料
に
お
い
て
﹁
𠛬
德
七
舍
﹂
は
﹃
淮
南
子
﹄
天
�
訓
に
初
め
て
登
場
し
︑
そ
れ
は
陰
陽
吉
凶
の
擇
日
を
推
算
す
る
數
�
の
一
種
で
あ

る
︒
こ
の
數
�
は
ま
た
孔
家
坡
漢
鯵
﹁
日
書
﹂
に
も
み
え
る(68

)
︒
こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
︑
曆
�
と
﹁
日
書
﹂
の
密
接
な
關
係
を
知
る
の
で
あ
る
︒

む

す

び

｢日
書
﹂
と
曆
�
の
關
係
に
つ
い
て
︑
鄧
�
�
氏
は
C
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
︒
秦
漢
時
代
以
來
︑﹁
日
書
﹂
は
曆
�

(
氏
の
い
わ
ゆ
る
曆

日
)
と
組
み
合
わ
せ
︑
互
い
に
對
照
さ
せ
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
日
書
﹂
と
曆
�
が
別
個
に
存
す
る
の
は
︑
も
と
も
と

書
寫
材
料
が
紙
で
は
な
く
鯵
牘
で
あ
っ
た
た
め
︑
鯵
牘
の
曆
�
に
記
さ
れ
る
曆
�
に
ス
ペ
ー
ス
上
の
制
�
が
あ
っ
た
か
ら
だ
︑
と(69

)
︒
表
八
を
み

る
と
︑
⑤
周
家
臺
三
〇
號
秦
墓
︑
⑭
荊
州
印
臺
漢
墓
︑
⑮
隨
州
孔
家
坡
八
號
漢
墓
か
ら
﹁
日
書
﹂
と
曆
�
が
一
緖
に
出
土
し
て
い
る
︒
じ
っ

さ
い
︑
曆
�
と
對
照
せ
ず
に
﹁
日
書
﹂
だ
け
で
占
う
の
は
不
都
合
な
場
合
が
多
い
︒
書
寫
材
料
が
紙
に
移
行
す
る
と
︑
曆
�
に
お
け
る
曆
�
の

制
限
が
開
放
さ
れ
︑
こ
こ
に
具
�
曆
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る(70

)
︒
そ
こ
で
	
後
に
﹁
日
書
﹂︑﹁
視
日
﹂︑﹁
質
日
﹂
の
三
者
の
關
係
を
總
括
し
よ

う
︒�

田
Ñ
久
氏
が
想
定
す
る
よ
う
に
︑
曆
�
は
每
年
國
家
が
中
央
で
作
成
す
る
も
の
で
︑
そ
れ
が
地
方
に
傳
え
ら
れ
る
過
°
で
さ
ま
ざ
ま
な
形

式
の
も
の
に
�
成
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
用
Ò
に
供
さ
れ
た(71

)
︒﹁
視
日
﹂
や
﹁
質
日
﹂
も
行
政
の
末
端
で
機
能
別
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
︒
節
氣
・
節
日
・
曆
�
が
附
さ
れ
た
﹁
視
日
﹂
を
“
視
日
”
と
呼
ぶ
の
は
︑
�
引
の
﹃
潛
夫
論
﹄
愛
日
�
5
載
の
.
'
故
事
が
參
考
に
な
る
︒

す
な
わ
ち
公
車
は
反
荏
日
の
違
奏
を
:
け
附
け
な
か
っ
た
︒
し
か
し
.
'
は
そ
れ
を
改
め
て
﹁
其
の
制
を
蠲
﹂
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
反
荏
日

に
違
奏
の
:
附
を
拒
否
す
る
の
は
︑
宮
廷
の
慣
@
に
止
ま
ら
ず
︑
ひ
と
つ
の
﹁
制
﹂
度
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
公
車
は
常
に
﹁
日

(の
吉
凶
)
を

視
る
﹂
必
g
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
公
車
の
職
掌
は
ま
さ
に
戰
國
楚
の
﹁
視
日
﹂
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒

戰
國
楚
の
﹁
視
日
﹂
の
起
源
を
巫
祝
の
神
4
に
求
め
る
范
常
喜
說
は
魅
力
U
で
あ
る
︒
た
だ
し
必
ず
し
も
そ
の
裏
附
け
が
あ
る
わ
け
で
な
い
︒
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楚
鯵
を
み
る
限
り
︑﹁
視
日
﹂
は
訴
訟
を
:
け
附
け
る
役
割
と
し
て
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
を
﹁
視
日
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
の
<
味

を
考
え
れ
ば
︑
そ
の
任
に
當
た
る
者
が
上
訴
を
:
け
る
と
き
﹁
日
の
吉
凶
﹂
を
﹁
視
﹂
た
こ
と
に
由
來
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な

“
日

(の
吉
凶
)
を
視
る
”﹁
視
日
﹂
の
職
掌
を
後
世
に
お
い
て
繼
承
し
て
い
た
一
人
が
秦
末
の
周
�
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
に
關
聯
し
て
︑﹁
日

を
視
る
﹂
こ
と
に
特
Î
し
て
作
成
さ
れ
た
曆
�
の
一
つ
が
﹁
七
年
視
日
﹂
(元
光
元
年
曆
�
)
で
あ
り
︑
そ
の
一
聯
の
液
れ
の
中
で
具
�
曆
も
生

ま
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒

こ
れ
に
對
し
て
︑﹁
質
日
﹂
の
方
は
も
っ
ぱ
ら
官
l
の
公
務
手
記
帳
と
し
て
活
用
さ
れ
た
曆
�
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
そ
の
原
義
は

定
か
で
な
い(72

)
︒
た
し
か
に
﹁
元
Z
二
年
日
記
﹂
に
は
師
饒
の
公
務
出
張
に
關
す
る
手
記
の
他
に
節
氣
・
節
日
も
み
ら
れ
る(

73
)

︒
し
か
し
﹁
質
日
﹂

お
よ
び
﹁
質
日
﹂
に
屬
す
る
曆
�

(﹁
元
Z
二
年
日
記
﹂
も
そ
の
中
に
含
む
)
の
中
に
は
曆
�
が
み
え
な
い
︒
そ
の
點
︑
周
家
臺
三
〇
號
秦
鯵
の

﹁
秦
始
皇
三
十
四
年
曆
�
﹂
も
同
樣
で
あ
る
︒
こ
の
種
の
曆
�
が
後
世
に
ど
の
よ
う
に
繼
承
さ
れ
︑
如
何
な
る
も
の
へ
と
演
變
し
た
か
も
定
か

で
な
い(

74
)

︒

一
方
﹁
日
書
﹂
は
︑
そ
の
出
土
狀
況
を
み
る
限
り
︑
戰
國
晚
&
に
出
現
し
︑
戰
國
秦
・
秦
代
を
へ
て
︑
�
漢
�
'
・
景
'
&
に
集
中
し
︑
�

漢
末
～
後
漢
�
&
ま
で
お
よ
ん
で
い
る

(表
八
)
︒﹁
日
書
﹂
が
副
葬
さ
れ
た
墓
R
の
大
部
分
は
郡
縣
の
少
l
層
で
あ
る
︒
そ
の
背
景
と
し
て
︑

こ
の
時
&
の
官
僚
制
・
郡
縣
制
の
發
�
が
想
定
さ
れ
る
︒
山
田
Ñ
芳
氏
に
よ
れ
ば
︑
旅
が
多
か
っ
た
地
方
官
l
ク
ラ
ス
に
と
っ
て
﹁
日
書
﹂
は

﹁
必
g
不
可
缺
な
占
い
で
あ
っ
た(75

)
﹂︒
つ
ま
り
官
僚
制
・
郡
縣
制
の
發
�
が
官
l
た
ち
の
出
張
の
機
會
を
增
大
さ
せ
︑
そ
れ
を
反
映
し
て
こ
の
時

&
に
｢日
書
｣や
﹁
視
日
﹂︑
お
よ
び
公
務
出
張
の
手
記
と
し
て
の
﹁
質
日
﹂
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
︒

@(1
)

拙
著
﹃
占
い
と
中
國
古
代
の
社
會
︱
︱
發
掘
さ
れ
た
古
�
獻
が
語

る
︱
︱
﹄
第
二
違
﹁﹁
日
書
﹂
の
發
見
﹂
(東
方
書
店
︑
二
〇
一
一

年
)︒

(2
)

�
年
の
曆
�
の
出
土
狀
況
と
そ
の
整
理
に
關
し
て
は
︑
吉
村
昌
之
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﹁
出
土
鯵
牘
�
料
に
み
ら
れ
る
曆
�
の
集
成
﹂
(冨
谷
至
�
﹃
邊
境
出

土
木
鯵
の
硏
究
﹄
5
收
︑
Ö
友
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
)
を
參
照
さ
れ

た
い
︒

(3
)

羅
振
玉
・
王
國
維
�
著
﹃
液
沙
�
鯵
﹄
(八
三
～
九
一
頁
︑
中
華

書
局
版
︑
一
九
一
四
年
)
に
輯
錄
さ
れ
た
も
の
は
六
種
の
曆
�
と
三

種
の
干
荏
鯵
が
あ
り
︑
後
者
は
一
括
し
て
﹁
干
荏
�
﹂
と
な
っ
て
い

る
︒

(4
)

鄧
�
�
﹁
出
土
秦
漢
鯵
牘
“
曆
日
”
正
名
﹂
(﹃
�
物
﹄
二
〇
〇
三

年
第
四
&
)︒
成
家
園
郞
氏
も
鄧
氏
の
提
唱
に
贊
同
し
て
い
る

(同

氏
﹁
王
國
維
﹁
二
重
證
據
法
﹂
と
商
代
の
曆
﹂︑﹃
人
�
科
學
﹄
第
一

八
號
︑
二
〇
一
三
年
)︒

(5
)

羅
福
頤
﹁
臨
沂
漢
鯵
槪
述
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
七
四
年
第
二
&
)︑

陳
久
金
・
陳
美
東
﹁
臨
沂
出
土
漢
初
古
曆
初
探
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
七

四
年
第
三
&
)︒

(6
)

吳
九
龍
釋
﹁
銀
雀
山
二
號
墓
漢
鯵
釋
�
﹂
(﹃
銀
雀
山
漢
鯵
釋
�
﹄

5
收
︑
二
三
三
頁
︑
�
物
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
)︒

(7
)

劉
樂
賢
﹃
鯵
帛
數
�
�
獻
探
論
﹄
(二
五
頁
︑
湖
北
敎
育
出
版
社
︑

二
〇
〇
三
年
)︒

(8
)

陳
久
金
﹁
敦
煌
・
居
Z
漢
鯵
中
U
曆
�
﹂
(中
國
社
會
科
學
院
考

古
硏
究
5
�
﹃
中
國
古
代
天
�
�
物
論
集
﹄
5
收
︑
�
物
出
版
社
︑

一
九
八
九
年
)︒

(9
)

中
村
喬
﹁
臘
祭
小
考
﹂
(同
氏
著
﹃
中
國
歲
時
	
の
硏
究
﹄
5
收
︑

Ö
友
書
店
︑
一
九
九
三
年
)︑
中
村
裕
一
﹃
中
國
古
代
の
年
中
行
事
﹄

第
二
册
﹁
夏
﹂
(七
三
八
～
七
四
二
頁
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
)︒

(10
)

張
培
瑜
﹁
出
土
鯵
牘
帛
書
上
U
曆
�
﹂
(國
家
�
物
局
古
�
獻
硏

究
室
�
﹃
出
土
�
獻
硏
究
續
集
﹄
5
收
︑
�
物
出
版
社
︑
一
九
八
九

年
)
︒

(11
)

張
培
瑜
�
揭
﹁
出
土
鯵
牘
帛
書
上
U
曆
�
﹂
︒

(12
)

陳
夢
家
﹁
漢
鯵
年
曆
表
敍
﹂
(同
氏
著
﹃
漢
鯵
綴
述
﹄
5
收
︑
二

三
八
頁
︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
年
)︒

(13
)

｢元
光
元
年
曆
�
﹂
で
九
%
の
甲
子
と
丙
子
が
﹁
子
﹂
と
な
っ
て

い
る
點
に
つ
い
て
︑
劉
樂
賢
氏
は
こ
れ
を
反
荏
の
別
種
の
特
種
な
表

示
法
で
あ
る
か
否
か
と
疑
っ
て
い
る

(劉
樂
賢
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
日
書

硏
究
﹄
三
〇
二
頁
︑
�
津
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
)︒

(14
)

琴
載
元
﹁
秦
漢
擇
日
�
U
液
行
與
�
Ù
Î
過
°
︱
︱
以
出
土
日
書

和
曆
日
U
分
析
爲
中
心
﹂
(﹃
中
國
古
世
	
硏
究
﹄
第
二
五
輯
︑
二
〇

一
一
年
)︒

(15
)

湖
北
省
�
物
考
古
硏
究
5
・
隨
州
市
考
古
Ú
�
﹃
隨
州
孔
家
坡
漢

墓
鯵
牘
﹄

(
圖
版
七
八
︑
釋
�
一
四
三
頁
︑
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇

六
年
)
︒

(16
)

劉
樂
賢
�
揭
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
日
書
硏
究
﹄
三
〇
六
頁
︒

(17
)

拙
著
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
み
た
秦
代
の
國
家
と
社
會
﹄
(一
九
〇

～
一
九
二
頁
︑
創
�
社
︑
一
九
九
八
年
)︒

(18
)

｢
穜
﹂
は
﹁
種
﹂
の
假
借

(﹃
說
�
6
訓
定
聲
﹄
豐
部
第
一
)︒

(19
)

�
揭
﹃
隨
州
孔
家
坡
漢
墓
鯵
牘
﹄
一
九
四
頁
︒

(20
)

原
鯵

(一
一
〇
頁
)
で
は
﹁
七
﹂
に
作
り
︑
發
掘
報
吿
書
の
釋
�

も
﹁
七
﹂
と
釋
す
る
が

(一
八
四
頁
)︑
正
%
～
三
%
は
七
の
︑
四

%
～
六
%
は
八
の
︑
七
%
～
【
九
%
︼
は
九
の
︑
十
%
～
十
二
%
は

十
の
そ
れ
ぞ
れ
倍
數
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
十
%
七
日
の
﹁
七
﹂
は

﹁
十
﹂
の
Û
寫
と
み
な
さ
れ
る
︒
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(21
)

『
漢
書
﹄
卷
三
一
陳
Ñ
傳
の
�
虔
�
で
は
﹁
視
日
は
旁
氣
な
り
﹂

と
す
る
が
︑
顏
師
古
�
で
は
﹁
如
說
︑
是
な
り
﹂
と
し
て
如
淳
說
を

Ü
っ
て
い
る
︒

(22
)

�
揭
鄧
�
�
﹁
出
土
秦
漢
鯵
牘
“
曆
日
”
正
名
﹂︒

(23
)

湖
北
省
荊
沙
鐵
路
考
古
Ú
﹃


山
楚
墓

(下
册
)﹄
(三
三
三
頁
︑

�
物
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)

(24
)

�
揭
﹃


山
楚
墓

(上
下
册
)﹄
(圖
版
九
七
～
九
八
︑
釋
�
三
四

九
～
三
五
〇
頁
)︒
以
下
の
引
用
�
の
釋
�
・
語
句
の
解
釋
等
で
は
︑

陳
洩
﹃


山
楚
鯵
初
探
﹄
(武
漢
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)︑
陳

洩
等
﹃
楚
地
出
土
戰
國
鯵
册
十
四
種
﹄
(
敎
育
部
哲
學
社
會
科
學
硏

究
重
大
課
題
攻
關
項
目
︑
一
一
頁
︑
經
濟
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
九

年
)
を
參
照
し
た
︒

(25
)

�
揭
﹃


山
楚
墓

(上
册
)﹄︑
�
揭
﹃
楚
地
出
土
戰
國
鯵
册
十
四

種
﹄
(一
一
～
一
四
頁
)︒

(26
)

周
鳳
五
﹁


山
楚
鯵
︽
集
箸
︾︽
集
箸
言
︾
析
論
﹂
(﹃
中
國
�
字
﹄

怨
廿
一
&
︑
藝
�
印
書
館
︑
一
九
九
六
年
)︒

(27
)

陳
洩
﹁


山
楚
司
法
鯵
一
三
一−

一
三
九
號
考
析
﹂
(﹃
江
漢
考

古
﹄
一
九
九
四
年
第
四
&
)︑
同
﹃
燕
說
集
﹄
(一
八
三
頁
︑
商
務
印

書
館
︑
二
〇
一
一
年
再
錄
)︒

(28
)

�
揭
﹃


山
楚
墓

(上
册
)﹄
三
三
五
頁
︒

(29
)

�
炳
淳
﹁


山
楚
鯵
官
名
補
釋
五
則
﹂
(﹃
第
一
屆
出
土
�
獻
學
�

硏
討
會
﹄︑
中
央
硏
究
院
歷
	
語
言
硏
究
5
︑
二
〇
〇
〇
年
)︒
未
見
︒

(30
)

劉
信
芳
氏
が
﹁
貴
﹂
を
﹁
憗
﹂
の
衣
體
字
と
す
る
の
に
從
っ
た

(﹁
從
虐
之
字
匯
釋
﹂
(﹃
容
庚
先
生
百
年
Ý
辰
紀
念
�
集
﹄
5
收
︑
廣

東
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
)︒

(31
)

彭
浩
﹁


山
楚
鯵
反
映
U
楚
國
法
律
與
司
法
制
度
﹂
(
�
揭
﹃



山
楚
墓

(上
册
)﹄
5
收
)︒

(32
)

�
揭
﹃


山
楚
墓

(上
下
册
)﹄
(
圖
版
一
四
八
～
一
五
三
︑
釋
�

三
五
八
～
三
五
九
頁
)︒

(33
)

�
揭
陳
洩
﹁


山
楚
司
法
鯵
一
三
一−

一
三
九
號
考
析
﹂︒

(34
)

�
揭
﹃


山
楚
墓

(
上
册
)
﹄
(三
七
三
頁
︑
考
釋
四
〇
)︒

(35
)

陳
洩
�
揭
﹃
燕
說
集
﹄
一
八
二
頁
︒

(36
)

湖
北
省
荊
門
市
�
物
館
﹁
荊
門
郭
店
一
號
楚
墓
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九

九
七
年
第
七
&
)︒

(37
)

荊
門
市
�
物
館
�
﹃
郭
店
楚
墓
竹
鯵
﹄

(
�
物
出
版
社
︑
圖
版
九

頁
︑
一
九
九
八
年
)︒

(38
)

�
揭
﹃
郭
店
楚
墓
竹
鯵
﹄
(一
一
四
頁
︑
�
︹
六
︺
)︒

(39
)

裘
錫
圭
﹁
甲
骨
�
中
U
見
與
視
﹂
(臺
灣
師
範
大
學
國
�
學
系
・

中
央
硏
究
院
歷
	
語
言
硏
究
5
�
﹃
甲
骨
�
發
現
一
百
周
年
學
�
硏

討
會
論
�
集
一
九
九
九
﹄
5
收
︑
�
	
哲
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
)︒



山
楚
鯵
に
關
す
る
	
怨
の
釋
�
を
提
示
す
る
�
揭
﹃
楚
地
出
土
戰

國
鯵
册
十
四
種
﹄
で
も
﹁
視
日
﹂
と
改
釋
し
て
い
る
︒

(40
)

滕
壬
生
﹃
楚
系
鯵
帛
�
字
�

(
增
訂
本
)﹄
(
七
九
一
頁
︑
湖
北
敎

育
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)
︒
た
だ
し
一
九
九
五
年
版
の
舊
著

(七

九
一
頁
)
で
は
︑
こ
の
二
點
の
例
が
﹁
見
﹂
字
の
項
に
入
っ
て
お
り
︑

﹁

﹂
﹁

﹂
の
二
つ
の
字
形
が
ま
だ
區
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
し

か
し
增
訂
本
で
は
﹁
見
﹂﹁
視
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
各
字
の
グ
ル
ー
プ
の

中
に
收
め
ら
れ
て
い
る
︒

(41
)

陳
洩
﹁
楚
國
第
二
批
司
法
鯵
芻
議
﹂
(﹃
鯵
帛
硏
究
﹄
第
三
輯
︑
廣

西
敎
育
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
)︒
そ
の
後
︑
滕
壬
生
氏
は
黃
錫
�
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氏
と
の
共
著
で
﹁
江
陵
磚
瓦
廠
Ｍ
370
楚
墓
竹
鯵
﹂
(﹃
鯵
帛
硏
究
二
〇

〇
一

(上
册
)﹄
5
收
︑
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)

を
著
し
︑﹁
鯵
�
の
內
容
は
司
法
�
書
類
に
屬
し
︑


山
楚
鯵
に
類

似
す
る
﹂
と
訂
正
し
た
が
︑
�
揭
﹃
楚
系
鯵
帛
�
字
�

(
增
訂
本
)﹄

(二
〇
〇
八
年
)
の
﹁
�
言
﹂
で
は
依
然
と
し
て
こ
れ
を
﹁
卜
筮
祭

禱
記
錄
﹂
と
紹
介
す
る
︒
訂
正
ミ
ス
で
あ
ろ
う
︒

(42
)

滕
壬
生
等
の
釋
�
で
は
第
二
鯵
末
の
一
字
を
﹁
惎
﹂
に
作
る
が
︑

當
該
字
に
對
す
る
說
.
箇
5
で
は
﹁
動
﹂
に
作
っ
て
い
る
︒﹁
惎
﹂

は
Û
記
で
あ
ろ
う
︒

(43
)

馬
承
源
R
�
﹃
上
海
�
物
館
藏

戰
國
楚
竹
書

(一
)﹄
(﹁
序
﹂
一

～
二
頁
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)︒
湯
淺
邦
弘
氏
は
︑

中
國
科
學
院
上
海
原
子
核
硏
究
5
に
よ
る
炭
素
十
四
の
測
定
値
﹁
二

二
五
七
±

六
五
年
�
﹂
に
基
づ
き
︑
原
本
は
遲
く
と
も
戰
國
時
代
の

中
&
ま
で
に
成
立
し
た
と
み
な
し
て
い
る

(﹁
父
母
の
合
葬
︱
︱
上

�
楚
鯵
﹃
昭
王
衛
室
﹄
に
つ
い
て
︱
︱
﹂︑﹃
東
方
宗
敎
﹄
第
一
〇
七

號
︑
二
〇
〇
六
年
)︒

(44
)

馬
承
源
R
�
﹃
上
海
�
物
館
藏

戰
國
楚
竹
書

(四
)﹄
(上
海
古

籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
)︒
た
だ
し
同
書
の
陳
佩
芬
氏
の
釋
�
で

は
﹁
見
日
﹂
で
あ
る
が
︑
字
形
は
.
ら
か
に
﹁
視
日
﹂
で
あ
る
︒
劉

樂
賢
﹁
讀
上
�

(四
)
札
記
﹂
(
鯵
帛
硏
究
網
站
二
〇
〇
五
年
二
%

一
五
日
)︑
李
旭
昇
﹁
上
�
四
零
拾
﹂
(
鯵
帛
硏
究
網
站
二
〇
〇
五
年

二
%
一
五
日
)︒

(45
)

�
揭
劉
樂
賢
﹁
讀
上
�

(四
)
札
記
﹂︑
董
珊
﹁
讀
︿
上
�
藏
戰

國
楚
竹
書

(四
)
雜
記
﹀﹂
(
鯵
帛
硏
究
網
站
二
〇
〇
五
年
二
%
一
五

日
)︑
�
揭
湯
淺
邦
弘
﹁
父
母
の
合
葬
﹂︒

(46
)

�
揭
湯
淺
邦
弘
﹁
父
母
の
合
葬
﹂︒

(47
)

陳
洩

(拙
譯
)
﹁
上
�
楚
鯵
︽
昭
王
衛
室
︾
等
三
�
の
作
者
と
作

品
の
ス
タ
イ
ル
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(長
江
液
域
�
Î
硏
究
5
�
﹃
長
江

液
域
と
巴
蜀
︑
楚
の
地
域
�
Î
﹄
5
收
︑
ア
ジ
ア
地
域
�
Î
學
叢
書

3
︑
雄
山
閣
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
本
�
は
同
氏
著
﹃
怨
出
楚
鯵
硏
讀
﹄

(
楚
地
出
土
戰
國
鯵
册
硏
究
01
︑
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)

第
五
違
第
三
節
に
﹁︽
昭
王
衛
室
︾
等
三
�
竹
書
U
國
別
與
體
裁
﹂

と
し
て
再
錄
︒

(48
)

范
常
喜
﹁
戰
國
楚
鯵
“
視
日
”
補
議
﹂
(
鯵
帛
硏
究
網
站
二
〇
〇

五
年
三
%
一
日
)
︒

(49
)

�
揭
范
常
喜
﹁
戰
國
楚
鯵
“
視
日
”
補
議
﹂︒

(50
)

陳
洩
﹁
關
于
楚
鯵
“
視
日
”
U
怨
推
測
﹂
(
鯵
帛
硏
究
網
站
二
〇

〇
五
年
三
%
六
日
)︑
�
揭
﹃
怨
出
楚
鯵
硏
讀
﹄
第
五
違
第
一
節
に

再
錄
︒

(51
)

晉
語
九
の
韋
昭
�
に
﹁
當
日
︑
直
日
也
︒
言
R
將
之
君
囿
︑
不
煩

麓
以
吿
君
︑
臣
亦
不
敢
煩
R
之
直
日
以
自
白
也
﹂
と
あ
る
︒

(52
)

范
常
喜
﹁
讀
︽
上
�
四
︾
札
記
四
則
﹂
(
鯵
帛
硏
究
網
站
二
〇
〇

五
年
三
%
三
一
日
)︒

(53
)

荊
州
地
區
�
物
館
﹁
江
陵
張
家
山
兩
座
漢
墓
出
土
大
批
竹
鯵
﹂

(﹃
�
物
﹄
一
九
九
二
年
第
九
&
)︒

(54
)

湖
北
省
�
物
考
古
硏
究
5
・
雲
夢
縣
�
物
館
﹁
湖
北
雲
夢
睡
虎
地

Ｍ
七
七
發
掘
鯵
報
﹂
(﹃
江
漢
考
古
﹄
二
〇
〇
八
年
第
四
&
)︒
â
版

一
四
～
一
六
に
カ
ラ
ー
寫
眞
が
一
部
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

(55
)

朱
漢
民
・
陳
松
長
R
�
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(壹
)
﹄
(上
海
辭
書

出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
︒
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(56
)

湖
北
省
荊
州
市
周
梁
玉
橋
ã
址
�
物
館
�
﹃
關
沮
秦
漢
墓
鯵
牘
﹄

(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
一
年
)︒

(57
)

李
零
﹁
視
日
・
日
書
和
葉
書
︱
︱
三
種
鯵
帛
�
獻
U
區
別
和
定

名
﹂
(﹃
�
物
﹄
二
〇
〇
八
年
第
一
二
&
)︒

(58
)

以
下
の
內
容
に
つ
い
て
は
︑
�
揭
拙
著
﹃
占
い
と
中
國
古
代
の
社

會
﹄
一
二
二
～
一
二
九
頁
︑
拙
稿
﹁﹁
日
書
﹂
の
	
料
U
性
格
に
つ

い
て
﹂
(渡
邊
義
浩
�
﹃
中
國
怨
出
�
料
學
の
展
開
﹄
5
收
︑
汲
古

書
院
�
刊
)
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(59
)

黃
一
農
﹁
從
尹
灣
漢
墓
鯵
牘
看
中
國
社
會
U
擇
日
傳
瓜
﹂
(﹃
中
央

硏
究
院
歷
	
語
言
硏
究
5
集
刊
﹄
第
七
〇
本
第
三
分
︑
一
九
九
九
年
︒

以
下
の
內
容
は
︑
�
揭
拙
著
﹃
占
い
と
中
國
古
代
の
社
會
﹄
一
二
九

～
一
三
五
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(60
)

そ
の
よ
う
な
戰
國
楚
鯵
﹁
日
書
﹂
と
し
て
浙
江
楚
鯵
が
あ
る
︒
こ

れ
は
二
〇
〇
九
年
夏
︑
金
蘭
基
金
か
ら
浙
江
大
學
藝
�
與
考
古
�
物

館
に
寄
贈
さ
れ
た
戰
國
楚
鯵
で
︑
炭
素
十
四
の
測
定
値
に
よ
る
竹
鯵

の
年
代
は
�
三
四
〇
年
�
後
で
あ
る
︒
こ
の
中
に
﹁
玉
勺
﹂・﹁
四
日

至
﹂
と
い
う
各
�
題
を
も
つ
二
�
の
占
書
が
あ
り
︑
曹
錦
炎
�
著

﹃
浙
江
大
學
藏
戰
國
楚
鯵
﹄
(浙
江
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)
は

こ
れ
を
﹁
日
書
﹂
に
分
類
し
て
い
る
︒
�
題
と
の
關
聯
で
︑
こ
れ
ら

を
﹁
日
書
﹂
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
の
檢
討
が
必
g
で
あ
る
︒

(61
)

湖
北
省
�
物
考
古
硏
究
5
�
著
﹃
江
陵
九
店
東
周
墓
﹄
(科
學
出

版
社
︑
一
九
九
五
年
)︒

(62
)

拙
稿
﹁
從
卜
筮
祭
禱
鯵
看
“
日
書
”
U
形
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authority and power of empresses dowager from the reign of Emperor Huan to that

of Emperor Ling. The rise of others, especially real mothers of emperors rather

than legitimate mothers, accelerated the relative decline in status and political

authority of the empresses dowager. Furthermore, the eunuchs were essential in

order for the empresses dowager to keep their status at the court, but at this stage,

the maternal relatives of emperor had already set about excluding the eunuchs who

were their rivals. There was a fracture between eunuchs and the maternal

relatives of emperor who both ought to advise empresses dowager, and their

regencies thus lost their ability to function.

As noted above, the regencies of the empresses dowager had begun to change

from about the reign of Emperor An and develop into a new political system that

was formed after the end of the Later Han era.

THE ORIGIN OF THE JUZHULI 具�曆 CALENDAR

KUDO Motoo

In this paper, the author analyzes the relation among the rishu日書, shiri 視日,

and zhiri 質日 on the basis of excavated written materials that have attracted

attention in recent years and considers the background of the formation of the

juzhuli 具�曆, an annotated calendar.

The calendar, called the lipu 曆�, was produced by the central government

every year, and edited into several versions in the process of its dissemination to

local areas from the center, and these calendars were used for various purposes.

The shiri and zhiri may have been made at the most local levels of the government

administration for a variety of functions. Calling the shiri (reading-the-day

calendar) which contained solar terms, festivals, and annotations might be derived

from the idea of a calendar being for “reading” (shi 視) the good and/or bad omens

of a day.

A precursor of the shiri was an official post of the same name seen in Chu

bamboo strips. It is thought that the shiri that appears in the Chu strips was an

official who “read” good or bad omens for the day when a legal appeal was received.

The duties of the shiri were carried on in later generations by Zhou Wen of the late

Qin era, as well is the gongche that appear in the practices of the reign of Emperor

Ming of the Later Han dynasty ; and in connection with this, one of the calendars
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made especially for reading good or bad omens for certain days was the qinian shiri

七年視日 (Yuanguang yuannian lipu元光元年曆�). The juzhulimay have be born

out of such trends.

In contrast, the zhiri was a calendar used exclusively as an official note for

officials to record public activities. At first glance, the zhiri closely resembles the

shiri, but the zhiri has no calendrical annotations ; and therein we can distinctly see

the differing functions of the two.

As far as can be gleaned from the circumstances of their excavation, the rishu

emerged, by way of contrast, in the Chu state during the late Warring States period,

passed through the periods of the Qin state and the Qin empire, and were

concentrated in reigns of Emperor Wen and Emperor Jing in the Former Han.

They existed as late as the end of the Former Han and into the early Later Han.

Most of the owners of tombs who buried rishu belonged to the lower official class in

the commanderies and counties. It can be surmised that the bureaucracy and the

commandery-and-county system developed at this time as the background to such

a situation. For the local official class who frequently made official trips as a result

of this reorganization of the government system, the rishu was an indispensable tool

for divining the future. In other words, the development of the bureaucracy and

commandery-county system increased occasions for official trips, and the rishu and

shiri, as well as the zhiri, as a note of official trips, emerged at the time as

reflections of such circumstances.

THE RITUAL OF REBURIAL AND THE SYSTEM OF

REBURIAL DURING THE TANG ERA

EGAWA Shikibu

Reburial (gaizang 改葬) here means the removal of a previously constructed

tomb to another location. In the Tang era, removal of a coffin that had been

temporarily buried in one place for any of a variety of reasons and transfer to an

ancestral cemetery were recognized as nearly obligatory by the sons and grandsons

of the dead. Thus there were many cases of such reburial during the period.

The main reasons for reburial were to bury a husband and wife who had died

at different times or places together, to move the remains of a family member who

died in a foreign land from a temporary tomb to an ancestral cemetery, to remove
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