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吋
易
』
「
繋
辞
伝
」
の
、

大
約
の
数
は
五
十
に
し
て
、

そ
の
用
は
四
十
九
な
り
。

と
い
う
文
に
関
し
て
、
そ
の
解
釈
は
古
来
よ
り
易
学
上
の
重
要
な
問
題
点
と
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
右
の
「
大
街
の
数
」
の
文
の
近
く
に
、

天
地
の
数
は
五
十
有
五
。

と
い
う
文
が
あ
り

」
の
つ
天
地
の
数
日
五
十
五
」
と
「
大
街
の
数
日
五

と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
関
係
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ど
の
よ
う
に

し
て
整
合
疏
通
さ
す
べ
き
か
、
甲
論
乙
駁
の
意
見
が
提
出
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
問
題
を
も
う
少
し
こ
ま
か
く
分
け
て
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
。

第
一
に
は
、
「
天
地
の
数
い
は
な
ぜ
五
十
五
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
答
は
比
較
的
簡
単
に
「
繋
辞
伝
」
中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん

科
学
的
実
証
的
な
根
拠
な
ど
は
な
い
。
数
の
も
つ
呪
術
的
魔
力
と
中
国
人
の
世
界
観
と
の
結
合
の
一
例
を
示
す
、

と
い
う
の
が
そ
の
答
と
な
る
。

い
っ
そ
う
詳
し
く
い
う

な
ら
ば
、
「
天
一
、
地
一
一
、
天
一
一
一
、
地
図
:
:
:
」
(
「
繋
辞
伝
」
)
と

一
か
ら
十
ま
で
の
奇
数
を
天
、
偶
数
を
地
と
し
て
、
天
と
地
の
数
を
す
べ
て
加
え
る
と
、

一
か
ら
十

ま
で
の
整
数
列
の
和
で
あ
る
か
ら
、
当
然
五
十
五
と
な
る
。
奇
偶
を
天
地
に
配
当
す
る
こ
と
は
賜
日
天
日
付
奇
数
、
陰
H
地
H
偶
数
と
い
う
陰
陽
思
想
の
反
映
で
あ
り
、
あ

と
は
単
純
な
算
術
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
数
の
謹
惑
的
な
魅
力
と
陰
陽
的
世
界
観
と
の
直
接
的
な
統
合
で
あ
る
こ
と
は
み
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
の
問
題
は
、
そ
れ
で
は
「
大
桁
の
数
」
の
五
十
は
ど
の
よ
う
に
し
て
み
ち
び
か
れ
る
の
か
、

で
あ
る
口
そ
の
解
答
は
「
天
地
の
数
日
五
十
五
」
の
よ
う
に
は
「
繋

辞
伝
」
中
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
後
世
の
注
釈
家
た
ち
は
競
っ
て
そ
の
正
解
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
解
答
の
筋
道
は
大
き
て
見
て
二
つ

の
道
が
あ
っ
た
。

一
は
経
学
の
理
念
の
内
に
お
い
て

(
数
理
的
に
も
)

天
地
の
数
と
首
尾
結
末
を
つ
け
よ
う
と
す
る
立
場
、

他
は
易
の
探
諸
国
技
法
の
数
理
の
上
か
ら
、
純

数
学
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る

D

前
近
代
の
注
釈
家
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
前
者
の
立
場
に
よ
っ
て
解
決
を
目
ざ
し
た
の
で
あ
り
、
本
稿
の
問
題
と
す
る
所
も

え
ぬ
こ
と
を
論
証
し
、

そ
の
歴
史
的
立
場
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
立
場
は
近
代
に
な
っ
て
追
及
さ
れ
た
も
の
で
、
一

t

大
桁
の
数
」
が
五
十
で
な
け
れ
ば
、
数
理
的
に
易
の

(
2
)
 

な
ぜ
に
五
十
で
あ
る
か
を
明
解
に
説
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
後
者
の
立
場
か
ら
は
、
も
は
や
こ
こ
で
論
ず
る
必
要
性
は
薄
い
。

法
は
成
立
し

さ
て
そ
こ
で
、
「
大
桁
の
数
」
に
関
し
て
、
歴
世
の
注
釈
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
の
か
が
こ
こ
か
ら
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
先
立
ち
、
本

稿
の
主
題
で
あ
る
貌
の
王
弼
の
易
学
に
お
い
て
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
の
か
、

(
3〉

し
た
文
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
そ
の
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。
千
一
弼
が
こ
の
「
大
約
の
数
」
の
条
に
付

演
天
地
之
数
、
所
頼
者
五
十
也
。

そ
し
て
玉
弼
の
こ
の
注
を
め
ぐ
り
、
こ
れ
を
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
解
説
す
る
か
は
、
「
大
桁
の
数
」
解
釈
史
上
に
お
い
て
か
な
り
の
問
題
を
宇
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
本
稿
は
、

王
腐
の
そ
の
注
の
特
異
性
と
後
世
へ
の
影
響
と
を
見
通
し
つ
つ
、
「
大
約
の
数
」
解
釈
史
上
の
主
胞
の
独
創
的
位
置
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
自
的
と
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

か
の
王
注
の
文
章
は
従
来
ど
の
よ
う
に
読
み
解
か
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
注
意
点
の
多
く
は
、
「
演
」
と
「
数
」
と
が

(
文
法
的
閣
は
仰
併
を
含
め
て
)

ど
の
よ
う
に

分
析
さ
れ
う
る
か
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
代
表
的
例
を
二
つ
あ
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

(
目
的
務
〉

そ
の
一
は
、
「
演
」
の
賓
封
印
と
し
て
「
天
地
之
数
」
を
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「
演
天
地
之
数
」
全
体
は
、

名
詞
句
と
し
て
「
所
頼
」
以
下
へ
の
条
件
を

形
成
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
『
国
訳
漢
文
大
成
』
や
『
漢
文
大
系
』
は
こ
れ
を
採
用
し
て
お
り
、
近
年
刊
行
の
注
釈
書
の
類
で
も
こ
の
読
み
方
を
採
用
し
て

約
の
数
」
を
解
釈
す
る
も
の
は
き
わ
め
て
多
い
。
ち
な
み
に
そ
の
訓
読
の
標
準
例
を
示
し
て
お
け
ば
、
「
天
地
の
数
を
演
ず
る
に
、
頼
る
所
の
も
の
は
五
十
な
り
」
と
な 「大



る。
そ
の
こ
は
、
「
演
」
の
賓
諮
を
づ
天
地
」
の
み
と
し
て
「
演
天
地
」
は
「
之
」
を
介
在
さ
せ
て
「
数
」
の
修
飾
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
「
演
天
地
之
数
」
は
全
体
と
し
て
主
語
的
名
詞
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
田
済
『
易
』
(
『
中
国
古
典
選
』
朝
日
新
聞
社
)
・
鈴
木
由
次
郎
『
漢
易
研
究
↑
(
明
徳
出
版

社

な
ど
は
明
ら
か
に
こ
の
読
み
を
採
り
、
本
文
を
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
全
体
的
に
み
る
と
こ
れ
は
少
数
派
で
あ
る
。
訓
読
は
、
「
天
地
を
出
ず
る
の
数
は
、
頼
る

所
の
も
の
は
五
十
な
り
」
と
な
る

D

さ
て

こ
の

二
つ
の
区
別
は
、
問
題
の
所
在
を
よ
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
形
式
的
に
は
、

「
演
」
の
一
気
認
が
何
か
と
い
う
こ
と
、
内
容
的
に
は
「
演
」

ず
る
と
い
う
動
詞
は
、

い
っ
た
い
何
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

こ
と
ば
を
か
え
れ
ば
凶
変
す
る
も
の
は
天
地
な
の
か
数
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
こ
の
間
越
が
ど
う
や
ら
「
大
桁
」
の
本
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
、
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
具
体
的
な
検
討
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
訓
話
学
的
追
究
か
ら
は
じ
め
る
。

え

ん

ひ

ろ

王
弼
の
解
釈
に
示
さ
れ
た
「
演
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
大
約
」
の
「
桁
」
の
戸
訓
(
音
通
に
よ
る
解
釈
)
で
あ
り
、

H

布
桁
(
政
桁
)
し
、
推
し
演
げ
る
H

こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
の
解
釈
が
正
当
で
あ
る
の
は
、
「
桁
」
を
「
布
な
り
」
と
す
る
学
者
(
方
信
天
『
周
易
本
義
閥
旨
』
)
や
、
あ
る
卜
は
『
周
易
正
義
』
で
は
「
推
演
」
と
い
う

話
葉
を
も
ち
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「
大
桁
」
の
文
脈
に
お
け
る
「
桁
と
は
演
な
り
」
の
戸
訓
の
典
拠
を
た
ど
る
と
、

そ
れ
を
一
般
的
に
定
着

さ
せ
た
の
は
後
漢
の
碩
儒
鄭
玄
で
あ
っ
た
よ
う
だ
(
『
周
易
鄭
氏
注
』
張
恵
言
訂
本
)
。
そ
し
て
王
弼
は
鄭
玄
以
来
の
こ
の
戸
訓
を
継
承
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、

「演
」
が

H

布
桁
推
演
H

の
意
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
蜜
語
は
意
味
的
に
は
ど
れ
を
採
用
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

つ
ぎ
に
そ
の
検
討
に
入
る
。
ま
ず
、

か
り

ひぜつ

に
「
天
地
の
数
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
み
よ
う
。
天
地
の
数
は
さ
き
に
み
た
と
お
り
、
す
で
に
五
十
五
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
五
十
五
を

J
粧
し
演
、
け
る
H

と
い
う

と
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
、

そ
れ
を

N

推
演
H

す
る
場
合
、
頼
る
数
が
五
十
で
あ
る
と
す
る
と
剰
余
の
五
は
ど
う
な
る
の

か
。
こ
の
剰
余
に
つ
い
て
は
、

王
粥
の
説
明
は
残
存
し
て
い
な
い
が
、
問
題
解
決
の
き
っ
か
け
に
こ
の
剰
余
の
問
題
を
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

剰
余
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
い
説
明
は
鄭
玄
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。
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彼
は
い
う
、

天
地
の
数
は
五
十
有
五
な
り
。
五
行
の
気
を
も
っ
て
通
ず
れ
ば
、

お
よ
そ
五
行
も
て
五
を
減
ず
。
(
『
周
易
正
義
』
引
鄭
玄
説
)

五
十
五
が
う
ま
く
五
十
に
整
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

王
弼
は
こ
の
説
を
襲
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
。
『
周
易
正
義
』
は
げ
ん
に
つ
ぎ
の
よ
う

に
い
っ
て
い
る
。

王
弼
の
こ
の
説
に
拠
る
に

そ
の
意
み
な
諸
儒
と
同
じ
か
ら
ず
。

す
な
わ
ち
王
弼
の
学
説
は
他
の
学
者
と
は
ち
が
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
鄭
玄
を
踏
襲
し
た
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
鄭
玄
の
説
明
白
体
に
た
ち
か
え
る

と
、
そ
れ
は
明
解
と
は
い
え
、

な
ぜ
に
五
行
の
五
を
五
十
五
か
ら
減
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
根
拠
は
完
全
に
あ
や
ふ
や
で
あ
り
、

い
わ
ば
た
ん
な
る
数
合
わ
せ
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
演
」
の
賓
諾
を
「
天
地
の
数
」
と
考
え
る
場
合
、
「
大
桁
の
数
」
と
で
天
地
の
数
」
と
の
差
異
を
整
合
化
す
る
作
業
が
ま
ず
必
須
の
も
の
と

な
り
、

ま
た
そ
の
整
合
化
に
よ
ほ
ど
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
と
、

H

推
一
例
H

す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
「
演
」
の
賓
一
誌
を
つ
天
地
」
と
し
て
み
よ
う
。
と
す
る
と
、
「
演
天
地
之
数
い
と
は
、

H

天
地
(
の
働
き
)
を
布
桁
し
推
し
演
げ
る
と
こ
ろ
の
数
H

と
な
る
。
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
「
天
地
の
数
」
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
天
地
の
働
き
を
布
桁
推
演
す
る
と
こ
ろ
の
「
天
地
の
数
」
以
外
の
数
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
「
大
桁
の
数
」
は
「
天
地
の
数
」
と
は
直
接
的
な
連
関
が
消
失
し
、

五
十
と
五
十
五
の
整
合
化
を
無
理
に
す
す
め
る
必
要
は
な
く
な
る
。
「
大
桁
の
数
」
は
「
天
地
の

数
」
と
は
独
立
的
に
考
え
ら
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る

D

以
」二

の
蜜
語
に
つ
い
て
一

つ
の
可
能
性
を
、
図
式
化
し
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
可
能
性
は
実
際
の
解
釈
史
上
に
お
い
て
い
か
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
、

ま
た
機
能
し
て
い
た
か
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
唐
代
の
国
定
の
疏
解
書
吋
周
易
正
義
』
の
説
を
見
る
。
同
疏
中
に
は
「
推
演
天
地
之
数
」
と
い
う
用
例
が

一
ケ
所
に
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
み
か
ら
で
は
「
推
演
」
の

J

賓
語
は
こ
れ
で
あ
る
、

と
の
断
定
的
な
結
論
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
二
次
的
・
間
接

的
な
方
策
と
し
て
「
天
地
の
数
、

五
十
有
五
」

へ
の
『
正
義
』
の
疏
を
み
て
み
る
。
と
、

。

そ
こ
に
は
、
「
こ
れ
上
文
の
天
地
を
演
ず
る
の
策
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
。
『
正
義
』

は
、
「
大
約
の
数
」
の
「
数
」
を

す
な
わ
ち
者
法
の
め
ど
き
(
の
数
)
の
こ
と
と
捉
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
正
義
』
は
第
二
の
説
た
る
賓
一
訪
問
を
「
天

地
」
に
か
ぎ
る
立
場
か
ら
疏
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
さ
き
の
『
正
義
』
の
「
推
演
」
の
用
例
二
ケ
所
に
み
え
る
「
数
」
を

に
置
き
か
え
て
、
読
ん
で
み
よ
う
。



O
万
物
の
策
は
お
よ
そ
万
一
千
五
百
二
十
あ
り
。

そ
の
こ
の
策
(
日
万
物
の
策
)
を
用
う
る
に
、
天
地
を
推
演
す
る
の
数
(
↓
策
)

は
、
た
だ
五
十
策
を
用
う
る
の
み
な

り。
O
万
物
の
諮
策
は
万
有
一
千
五
百
二
十
と
い
え
ど
も
、

も
し
こ
れ
を
用
う
る
に
、
天
地
を
推
演
す
る
の
数
(
↓
策
)

va 

の
頼
る
所
の
も
の
は
、

た
だ
五
十
に
頼
る
の
み
。

そ
の
余
は
頼
ら
ざ
る
な
り
。

す
な
わ
ち
「
数
」
を
「
策
」
に

み
か
え
る
な
ら
ば
、
吋
正
義
』
の
文
は
害
法
を
示
す
も
の
と
し
て
み
ご
と
に
意
は
通
ず
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

が
「
一
部
」
の
賓

諮
を
「
天
地
」
と
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
疑
い
な
い
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
『
正
義
』
に
従
っ
て
王
弼
の
解
釈
を
読
ん
で
み
る
な
ら
ば
、
「
天
地
を
演
ず
る
の
数
は
、
頼
る
所
の
数
は
五
十
な
り
」
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
先
に
示

し
た
二
つ
の
可
能
性
の
う
ち
の
後
者
の
読
み
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
易
』
本
文
の
「
大
桁
之
数
」
に
は
王
弼
注
「
演
天
地
之
数
」
が
対
応
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
注
釈
作

業
の
通
例
と
し
て
、
語
対
話
(
字
対
字
)
の
直
接
解
釈
(
訓
・
詰
)
と
し
て
そ
の
対
応
を
み
る
な
ら
ば
(
い
わ
ゆ
る
「
兵
一
一
一
回
相
代
」
で
あ
る
)
、
「
大
桁
」
に
対
し
て
は
「
一
樹
天
地
」
が

応
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
王
弼
の
「
大
桁
」
解
釈
の
解
答
の
第
一
段
階
は
、
そ
れ
を
「
天
地
を
演
ず
る
」
と
数
約
し
た
点
に
あ
る
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
こ
の
「
大
桁
」

l
v
「
演
天
地
L

と
し
た
敷
桁
が
、
解
釈
史
上
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
の
検
討
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

四

「
大
桁
の
数
H

五
十
」
と
、
「
天
地
の
数
日
五
十

と
の
差
異
が
、
歴
史
的
に
学
者
の
一
却
を
悩
ま
し
つ
づ
け
た
大
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
『
正

義
』
は
こ
の
事
情
に
つ
い
て
、

五
十
の
数
の
義
は
、
多
家
あ
り
て
お
の
お
の
そ
の
説
あ
り
。

い
ま
だ
い
ず
れ
か
是
な
る
を
知
ら
ず

D

と
、
客
観
的
に
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
事
情
は

の
の
ち
も
、
あ
ま
り
変
化
し
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
吋
正
義
』
に
先
立
つ
王
弼
に
お
い
て
も
重
大
問
題
だ

っ
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
点
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
湯
用
彫
で
あ
っ
た
。
だ
が
湯
用
彫
は
、

そ
の
問
題
の
重
要
性
は
認
め
つ
つ
も
、
内
容
面
に
つ
い
て
は
「
こ
こ
に
く

わ
し
く
は
わ
か
ら
な
の
で
、

し
ば
ら
く
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
す
る
」
(
吋
貌
音
玄
学
論
稿
』
)
と
し
て
し
ま
っ
た
。
筆
者
は
、
そ
こ
で
さ
き
に
み
た
「
大
桁
↓
演
天
地
」
の
敷
桁

に
関
連
し
て
、
右
の
課
題
〔
つ
ま
り
…
「
大
街
の
数
」
「
天
地
の
数
」
の
「
数
」
の
部
分
の
解
釈
)
を
す
す
め
る
こ
と
と
す
る
。
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さ
て

こ
の
問
題
に
お
け
る
王
弼
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、

こ
こ
で
は
常
套
的
な
が
ら
先
行
す
る
学
説
を
追
跡
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
王
弼
に
先
行
す
る

学
説
と
い
え
ば
、
漢
儒
の
一説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
漢
京
一局
の
説
は

五
十
と
は
、
十
日
・
十
二
辰
・
二
十
八
宿
を
い
う
な
り
。
(
『
正
義
』
引
)

で
あ
る
。
天
文
暦
法
の
適
宜
な
数
値
を
引
き
抜
い
て
、
加
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

2
0
4
5

巴
十
ω
∞
H
g
)

ま
た
右
に
「
暦
法
」
と
述
べ
た
が
こ
れ
か
ら
思
い
つ
い
て
「
一
ニ
統
暦
」

(
H
劉
欣
)
を
み
て
み
る
と
、

五
を
も
っ
て
十
に
乗
ず
。
大
桁
の
数
な
り
。

(『
漢
書
』
「
律
暦
志
」
)

と
あ
り
、
暦
法
数
値
と
は
無
関
係
に
、
乗
算
の
数
値
を
述
べ
て
い
る
。
何
の
根
拠
も
見
出
せ
な
い
、
思
い
つ
き
の
ま
ま
の
乗
算
の
よ
う
で
あ
る
。

(
印
×
E
H
g
)

さ
て
、
後
漢
の
馬
融
の
説
は
や
や
変
わ
っ
て
い
る
。

一¥
d
b色
、

斗
メ
判
制
口

両
儀
を
生
ず
。
両
儀
、

日
月
を
生
ず
。
日
月
、

四
時
を
生
ず
。
四
時
、

五
行
を
生
、
ず
。

五
行
、
十
二
月
を
生
ず
。
十
二
月
、

二
十
四
気
を
生
ず
。(

『
正
義
』
引
)

す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
生
成
論
の
体
裁
を
そ
な
え
て
、
生
成
の
進
む
ご
と
に
増
加
す
る
数
値
を
、
す
べ
て
加
え
た
も
の
で
あ

っ
た。

(
同
十
ω
+
ω
十
h
F

十
日
+
ロ
+
M
A
H印
C
)

馬
融
の
世
界
観
を
垣
間
見
せ
る
も
の
と
は
い
え
る
が
、
『
易
』
の
義
理
か
ら
し
て
み
る
と
、

こ
れ
も
や
は
り
恋
意
的
と
評
す
る
以
外
に
な
い
数
の
積
み
重
ね
で
あ
っ
た
。

初
爽
は
、

卦
に
お
の
お
の
六
叉
あ
り
。
六
八
、

四
十
八
。
乾
悼
の
二
用
を
加
う
れ
ば
、
す
べ
て
五
十
あ
り
。
(
『
正
義
』
引
)

と
い
う
。
こ
の
説
は
易
学
に
国
有
の
六
支
八
卦
を
乗
じ
た
数
に
乾
坤
(
天
地
)
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
易
内
部
で
の
数
値
の
控
合
性
を
考
え
て
い
る
点
で
、
す
で
に
み

た
天
文
暦
法
あ
る
い
は
生
成
論
に
よ
る
投
合
と
は
性
格
を
異
に
す
る
が
、

や
は
り
本
質
的
に
は
合
理
的
恨
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
(
。
×
∞

+
N
H
m
O
)

そ
の
他
、
先
に
み
た
鄭
玄
の
整
合
も
あ
っ
た
が
、

や
は
り
恨
拠
の
見
出
し
が
た
い
所
説
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、

天
地
の
問
に
現
実
的
に
あ

る
数
値
を
加
乗
し
た
り
減
じ
た
り
し
て
五
十
を
求
め
た
点
で
あ
る
。
『
易
』
本
文
の
つ
天
地
の
数
」
は
、
天
一
か
ら
地
十
ま
で
の
加
算
で
あ
っ
た
か
ら
、
漢
儒
の
立
場
か

。

。

ら
す
る
と
、
「
大
桁
の
数
〕
と
「
天
地
の
数
」
と
は
、
天
地
問
の
数
の
積
集
と
い
う
聞
に
お
い
て
本
質
的
に
同
類
、
あ
る
い
は
変
形
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う



こ
と
に
な
る
。
さ
き
に
み
た
京
房
・

統
潜
」
(
リ
劉
散
)

0
 

・
馬
融
・
街
爽
そ
し
て
鄭
玄
ら
に
共
通
す
る
易
学
の
思
恕
的
背
景
は
ま
さ
し
く
こ
れ

li(「
天
地
の
数
」
と
「
大

。

桁
の
数
」
の
同
質
性
)
lー
で
あ
っ
た
、

と
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
つ
い
に
は
「
大
桁
の
数
」
と
「
天
地
の
数
」
と
を
完
全
に
同
義
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
実
例
を
、
我

々
は
鄭
玄
の
中
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

大
約
の
数
は
五
十
有
五
な
り

D

あ
わ

五
行
は
お
の
お
の
気
を
井
す
。
気
を
井
す
る
も
の
の
五
を
減
じ
て
、

た
だ
五
十
あ
り
。

鰐
く
べ
き
で
あ
る
が

五
十
で
あ
っ
'
に
「
大
桁
の
数
」
は

い
つ
の
ま
に
か
五
十
五
に
増
や
さ
れ
て
い
る
。
「
天
地
の
数
」
と
「
大
桁
」
の
数
と
を
同
義
と
し
て
あ
っ
か

っ
て
お
か
ね
ば
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
生
じ
う
べ
く
も
な
い
。
か
く
し
て
漢
儒
に
お
い
て
は
「
大
桁
」
と
「
天
地
」
と
は
同
義
誌
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
漢
儒
の
一
所
説
を
尊

J

…
山
一
一
し
た
清
朝
考
拠
学
の
易
学
者
た
ち
の
多
く
も
、
こ
の
観
念
に
従
っ
た
。

た
と
え
ば
恵
隙
の
「
周
易
述
』
は
、

天
地
の
数
を
合
し
て
演
じ
て
こ
れ
を
用
う
る
が
ゆ
え
に
大
祈
と
い
う
。

ー
乙
し
い

さ
ら
に
こ
れ
を
疏
解
し
て

弁
和
九
日
動
小
町
昨
い
わ
砂
か
か
わ
し
円
。
天
地
の
数
は
五
十
有
五
、
大
約
の
数
五
十
な
る
は
、
「
明
す
一
月
令
」
に
い
わ
く
:

と
述
べ
て
い
る
。
「
大
桁
の
数
」
と
「
天
地
の
数
」
と
が
同
じ
こ
と
を
前
提
と
し
、

な
ぜ
同
じ
に
な
る
の
か
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
数
」

と
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
状
況
、

に
応
じ
て

五
か
五
十
か
に
分
か
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
そ
}
」
で
こ
の
「
数
」
の
解
釈
に
も
と
、
、
つ
い
て
王
弼
の
コ
出

天
地
之
数
」
を
照
ら
す
と
、
「
天
地
の
数
」
は
完
全
に
結
合
し
た
(
「
天
地
」
が
「
之
」
を
介
し
て
「
数
」
を
修
飾
す
る
名
詞
句
)

一
誌
と
し
て
読
ま
ざ
る
を
え
ず
、
「
天
地
の
数
を
演

ず
る
に
:
:
;
」
と
す
る
し
か
な
い
。
さ
て
そ
こ
で
こ
の

み
方
に
は
、
伝
統
的
に
は
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
儒
J
清
儒
の
所
説
に

「
大
桁
」
に
こ
だ
わ
っ
た
場
合
は
、
明
ら
か
に
つ
天
地
を
演
ず
る
と
こ
ろ
の
数
」
と
読
ん
で
い
る
が
、

王
弼
と
の
関
連
か
ら

そ
の
晩
年
の
漢
易
の
知
識
を
傾
注
し
た
す
と
の
訳
注
で
は

沿
っ
て
王
一
圧
を
読
む
な
ら
、
「
天
地
の
数
を
演
ず
る
に
;
:
:
」
と
読
む
方
が
む
し
ろ
自
然
、
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
鈴
木
由
次
郎
『
漢
易
研
究
』
は
、

「
天
地
の
数
を
演
ず
る
:
:
:
」
と
読
み
を
か
え
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
き
わ
め
て
注
目
に
価
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

五

み
さ
J
l
、

漢
儒
の
「
数
」
の
考
え
は
わ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

王
弼
は
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
。
漢
儒
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
数
」
は
相
対
的
で
あ
り
、

そ
れ
を
形
容
修
飾
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九

す
る
「
大
約
」
と
「
天
地
」
と
は
同
じ
も
の
と
な
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
王
弼
は
、
「
大
桁
」
を
「
天
地
を
演
ず
る
」
に
ま
で
敷
桁
し
て
い
た
。

王
弼
が
、

こ
の
敷

街
を
引
き
出
す
に
つ
い
て
は
、

お
そ
ら
く
鄭
玄
の
「
桁
と
は
演
な
り
」
の
戸
訓
を
粗
略
に
は
考
え
ず
、

か
な
り
深
く
根
本
的
に
考
え
つ
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

そ

し
て
彼
は
「
大
約
」
を
も
っ
と
も
単
純
に
「
大
演
」
、
す
な
わ
ち

H

大
い
な
る
布
桁

推
演
H

H

大
い
な
る
運
変
μ

で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
漢
儒
の
よ
う
に
そ
の
運
変

の
主
体
た
る
天
地
に
あ
て
は
め
る
の
で
は
な
く

天
地
が
運
変
す
る
こ
と
、

そ
の
変
化
自
体
、

は
た
ら
き
そ
の
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
天
地
を
演
ず
る
」

こ
と
の
意
味
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
王
視
は
そ
の
数
五
十
を
、
天
地
問
に
現
実
に
あ
る
い
か
な
る
数
値
と
も
関
連
づ
け
な
か
っ
た
。
た
だ
応
砂
か
ル
わ
か
ト
」
日
や
か
レ
九
日

め
ど
き

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
五
十
本
の
策
の
数
が
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
王
弼
に
お
い
て
「
数
」
は
、
そ
の
修
飾
語
に
よ
っ
て
相
対
的
に
変
化
す
る
も
の
で

は
な
く
、
「
大
約
」
に
は
め
ど
き
の
数
五
十
が
絶
対
的
に
結
合
し
、
「
天
地
」
に
は
陰
陽
合
計
五
十
五
が
結
合
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
か
ら
す
る
な
ら
ば
『
正
義
』
が
「
数
」

を
「
策
」
に
読
み
か
え
て
い
た
の
は
、

正
弼
の
意
に
沿
う
妥
当
な
見
解
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以

よ

王
弼
の
「
大
約
の
数
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
ま
ず
王
弼
の
独
創
は
、
「
大
桁
の
数
」
を
漢
代
の
数
理
呪
術
か
ら
断
ち
切
っ

ロ

ロ

た
点
に
あ
る。

そ
れ
は
「
大
桁
の
数
」
が
「
天
地
の
数
」
と
は
関
係
し
な
い
、

し
た
点
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
数
理
呪
術
の
切
断
の
事
実
は
、

そ
し
て
天
地
の
運
変
自
体
の
象
徴
た
る
、

具
体
的
に
こ
こ
に
あ
る
め
ど
き
の
五
十
本
、
と

(
5
)
 

ま
た
漢
代
の
象
数
の
立
場
か
ら
義
理
易
へ
の
移
向
を
み
ご
と
に
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

吋
臼
初
』
自
体
は
本
来
呪
術
的
な
占
的
瓜
書
で
あ
る
か
ら
以
下
の
よ
う
に
い
う
の
は
失
当
か
も
し
れ
ぬ
が
、

王
弼
は
「
大
桁
の
数
」
に
一
層
の
厚
い
呪
術
の
ヴ
ェ
i
ル
を
か
ぶ

せ
る
の
を
拒
否
し
、
明
確
に
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
い
え
よ
う
。

王
弼
の
こ
の
立
場
の
後
世
へ
の
影
響
を
み
て
み
る
と
、
司
正
義
』
以
後
は
あ
ま
り
大
き
い
も
の
で
は
な
く
な
る
。
宋
儒
た
ち
の
基
本
的
立
場
は
『
正
義
』
の
克
服
に
あ

(
6
)
 

っ
た
か
ら
で
、
胡
援
・
程
伊
川
な
ど
は
そ
の
先
縦
的
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
宋
易
の
中
心
人
物
朱
子
の
『
易
経
本
義
』
に
限
を
む
け
る
な
ら
ば
、
彼
は
む
し
ろ
王

弼
が
切
り
捨
て
ん
と
し
た
数
の
魔
術
に
す
す
ん
で
飛
び
込
ん
で
ゆ
く
か
に
み
え
る
。
『
本
義
』
は
い
う
、

大
約
の
数
五
十
と
は
、
け
だ
し
河
図
中
宮
を
も
っ
て
、
天
五
を
地
十
に
乗
じ
て
こ
れ
を
得
る
な
り
。

こ
の
解
釈
は
、

「大
桁
の
数
」
の
要
素
を
天
地
の
間
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
点
で
漢
儒
一
般
に
等
し
く
、

五
と
十
と
を
乗
ず
る
の
は
と
り
わ
け
「
一
二
統
暦
」
に
同
じ
で

あ
る
。
朱
子
は
そ
の
う
え
「
河
図
」
と
い
う
数
の
魔
術
を
あ
ら
た
に
導
入
し
た
。
「
、
河
図
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
魔
法
陣
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
子
は
『
易
関
』
「
河
図
」

(
『
木
義
』
所
収
)

に
お
い
て
「
天
地
の
数
、

五
十
有
五
:
:
:
こ
れ
河
図
の
数
な
り
」
と
し
て
お
り
、
「
河
図
」
を
媒
介
と
し
て
「
大
街
の
数
」
と
「
天
地
の
数
」
と
の
混
同



を
一
一
層
深
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
朱
子
の
『
本
義
』
を
さ
ら
に
疏
解
し
よ
う
と
し
た
後
世
の
著
作
に
清
の
方
信
天
の
『
周
易
本
義
閥
旨
』
が
あ
る
が
、

」
の
方
信
天
は
逆

に
『
正
義
』
的
解
釈
に
接
近
し
て
し
ま
っ
た
。

桁
と
は
布
な
り
口
大
街
と
は
天
地
人
物
の
こ
と
を
大
い
に
布
く
な
り
。
ゆ
え
に
操
替
を
大
街
と
名
づ
く
。

の
よ
う
に
め
ど
き
操
作
自
体
を
天
地
の
運
変
(
の
象
徴
)
H
大
桁
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
信
天
は
朱
子
の
意
を
精
密
に
疏
解
し
よ
う
と
し
て
、

そ
の
意
図
に
反
し
て
こ

の
よ
う
な
結
果
を
得
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
清
の
御
撰
『
周
易
折
中
』
は
王
弼
の
注
を
引
用
す
る
に
あ
た
り
、
「
演
天
地
之
数
者
、

五
十
也
」
と
省
略
し
て
引
用
し

て
い
る
。
こ
れ
も
語
感
と
し
て
は
(
頼
る
所
の
)
八
策
の
〉
「
数
」
を
強
調
す
る
省
略
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。

た
だ
王
期
的
発
想
も
、
宋
易
の
末
流

こ
い
n
ρ

て

b
y
:
i
-

ほ
そ
ぼ
そ
と
は
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ー4-ノ、

主
弼
の
大
街
の
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
問
題
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
「
大
約
の
数
」

た
る
五
十
本
の
策
の
う
ち
、
実
際
の
箆
占
に
使
用
し
な
い
不
用
の
一

策
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
の
か
、

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
王
弼
に
お
け
る
「
太
極
」
解
釈
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
見

を
述
べ
て
お
こ
う
。

問
題
と
な
る
文
章
は
、

や
や
長
文
だ
が
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

主
潮
い
わ
く
、
天
地
を
演
ず
る
の
数
は
、
頼
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
五
十
な
り
。
そ
の
用
は
四
十
有
九
な
れ
ば
す
な
わ
ち
そ
の
一
は
用
い
ざ
る
な
り
。

不
用
に
し
て
用

こ
れ
を
も
っ
て
通
じ
、
非
数
に
し
て
数
こ
れ
を
も
っ
て
成
る。

こ
れ
易
の
太
極
な
り
。
四
十
有
九
の
数
の
極
な
り。

そ
れ
元
は
工
ん
を
も
っ
て
明
ら
か
に
す
べ
か
ら

ず
。
か
な
ら
ず
有
に
因
る
が
ゆ
え
に
、
常
に
有
物
の
極
に
お
い
て
か
な
ら
ず
そ
の
由
る
所
の
宗
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
(
『
易
』
「
繋
辞
伝
」
韓
康
伯
注
引
)

」
の
文
章
に
つ
い
て
、
『
正
義
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

そ
の

(
策
)
を
用
い
ざ
る
は
、

そ
の
虚
無
、
用
い
る
所
に
あ
ら
ざ
る
を
も
っ
て
な
り
。

こ
の
『
正
義
』
に
よ
れ
ば
、

不
用
の
一
索
は
「
太
極
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
「
無
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
『
正
義
』
以
後
も
ず
っ
と
継
承
さ
れ
、

ひ
と

ま
ず
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
(
た
だ
し
そ
の
「
鉱
山
」
が
ど
の
よ
う
性
格
を
も
つ
の
か
、

!
l真
の
「
無
」
か
、
た
ん
な
る
「
無
形
」
か
。
あ
る
い
は
有
無
の
関
係
は
体
用
関

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

九



大

街

コい一一zp

九
四

係
か
一
小
川
か
。
ー
ー
は
一
概
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
各
々
の
易
学
者
の
思
想
に
よ
る
差
異
が
大
き
い
)
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、

(
7
)
 

王
弼
に
お
い
て
「
太
極
」
は
は
た
し
て
「
無
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
否
か
に
は
疑
問
、
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
先
の
王
弼
の
文
章
を
、

こ
の
点
か
ら
も
う
一
度
検
討
し
な
お
し
て
み
よ
う
。

主
弼
に
よ
れ
ば
「
太
極
」
と
は
ま
ず
「
四
十
有
九
の
数
の
極
」
で
あ
っ
た
。

一
方
「
無
」
と
は
「
有
物
の
極
に
お
い

て
、
そ
の
(
有
の
)
由
る
所
の
宗
を
明
ら
か
に
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

と
す
る
な
ら
ば
、
「
太
極
」
は
「
四
十
有
九
の
数
の

す
な
わ
ち
「
有
物
の

(
H
有
の
極
限

0

0

0

0

o

c

 

「
由
る
所
の
宗
を
、
明
ら
か
に
す
る
」
も
の
、
有
の
世
界
の
時
後
あ
る
い
は
彼
方
に
あ
る
宗
(
日
無
)
を
察
す
る
と
こ
ろ
の
有
の
極
限
、

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
方
向
を
変
え
て
見
て
み
る
な
ら
、
「
太
極
」
と
は
「
由
る
所
の
宗
」

TH無
)
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、

ハ
8
)

で
ふ
め
る
と
い
え
る
。

的
な
も
の
)
で
あ
る
か
ら
、
「
無
」

こ
れ
を
め
ど
き
の
問
題
に
お
き
か
え
て
、

さ
ら
に
こ
の
見
解
を
つ
き
つ
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

天
地
を
推
演
す
る
策
の
数
は
五
十
で
あ
っ
た
。

い
い
か
え
れ
ば
五
十
本

の
策
が
天
地
を
推
演
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
太
極
」
た
る
不
用
の
一
索
は
、
こ
の
五
十
本
の
う
ち
か
ら
引
き
抜
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は

H

天
地
を
推

。

演
す
る
数
μ

の
う
ち
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
の
占
川
島
の
撲
春
運
用
に
お
い
て
は
不
用
・
非
数
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

論
理
と
し
て
は
天
地
運
変
の
用

-
数
の
う
ち
に
入
る
の
で
あ
る
。
「
太
極
」
は
、
「
有
物
の
極
」
で
あ
り
、

一
ー
有
物
の
極
」
と
は
有
物
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
(
包
摂
さ
れ
て
い
る
)
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
操
者
の
問
題
と
し
て
み
た
時
も
、

は
や
は
り
有
の
う
ち
に
入
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
王
弧
に
お
い
て
は
「
無
H
由
る
所
の
宗
」
と
は
、
「
太
極
日
有
物
の
ほ
悦
」
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

は
有
物
の
極
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

そ
う
い
う
も
の
、
が
有
の
背
後
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は

を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
「
有
」
を
超
え
て
い
る
以
上
、
「
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
」
と
事
実
的
か
っ
断
定
的
に
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

(
9
)
 

こ
と
に
な
る
。
王
弼
に
お
け
る
「
太
綴
」
と
「
無
」
と
の
関
係
は
、
「
正
義
』
以
下
の
解
釈
が
採
用
し
て
い
る
の
と
は
こ
と
な
り
、
同
一
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

七

以
上
、

王
弼
に
お
け
る
「
大
桁
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
て
き
た
が
、
彼
の
解
釈
の
い
ず
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
他
の
解
釈
者
た

ち
と
は
ひ
と
味
ち
が
う
特
色
あ
る
独
創
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
論
じ
た
問
題
は
王
弼
易
全
般
か
ら
み
る
な
ら
ば
ほ
ん
の
一
部
に
す
、
ぎ
な
い

が
、
し
か
し
彼
の
易
解
釈
全
体
の
独
創
性
を
推
察
さ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
る
う
。

ま
た
そ
の
点
が
、
唐
代
の
国
定
教
科
書
た
る
「
正
義
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
さ
れ



た
理
由
の
一
端
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
宋
儒
の
興
隆
!
!
と
り
わ
け
朱
子
町
本
義
』
の
笠
場
ー
ー
ま
で
、

王
弼
易
が
経
学
内
で
の
優
位
的
解
釈
と
し
て

の
地
位
を
保
ち
つ
づ
け
た
理
由
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(
了
)

注

た
と
え
ば
可
正
義
』
と
『
本
義
』
と
で
は
テ
キ
ス
ト

ク
リ
テ
ィ
!
ク
が
こ
と
な
り
、
分
草
を
異
に
し
て
い
る
の
で
当
該
の
文
の
位
置
が
別
々
の
場
所
に
拶
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
。

(
2
)
 
小
林
信
州
問
「
大
街
の
数
を
論
じ
て
九
・
六
に
及
ぶ
」
(
吋
東
洋
の
文
化
と
社
会
』
第
七
号
)
を
参
照
。
向
論
文
の
論
証
は
、
数
理
的
に
明
解
で
か
つ
』
勾
越
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い

て
は
現
段
階
で
は
付
加
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
た
だ
し
、
大
街
五
十
を
九
・
六
に
収
放
さ
せ
て
ゆ
く
時
、

一
一
と
一
一
一
と
の
数
理
関
係
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
ま
で
問
題
を
し
ぼ
り
こ
ん
だ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
重
要
性
の
所
拠
を
、
「
'
参
天
両
地
」
あ
る
い
は
孔
穎
迷
の
ナ
ン
セ
ン
ス
な
析
字
の
論
理
に
帰
し
、
奇
偶
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
っ
た
の
は
惜
し
ん
で

余
り
あ
る
所
で
あ
っ
た
が
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
現
在
の
研
究
上
の
知
見
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、
九
六
↓
一
ニ
ニ
の
問
題
は
、
音
響
学
(
控
学
)
に
お
け
る

物
理
的
か
つ
絶
対
的
な
一
一
一
対
二
の
音
程
関
係
が
完
整
的
循
環
的
音
律
体
系
を
形
成
す
る
事
実
を
、
ア
ナ
ロ
ガ
ス
に
万
物
の
存
在
の
体
系
に
ま
で
敷
街
肱
大
し
て
適
用
し
、
つ
い
に
は
大

宇
宙
体
系
を
統
括
す
る
基
本
的
数
値
関
係
と
ま
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
恨
源
的
由
来
が
あ
る
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
音
律
技
法
に
つ
い
て
記
述
の
あ

る
最
古
の
文
献
は
『
呂
覧
』
「
古
楽
」
で
あ
る
が
、
技
法
そ
の
も
の
は
も
っ
と
早
い
時
期
か
ら
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
(
拙
稿
「
京
一
周
の
六
十
律
」
(
明
白
木
中
国
学
会
報
』
初
)
)
な
お

『
正
義
』
引
鄭
玄
説
の
「
五
十
の
数
を
も
っ
て
七
八
九
六
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
占
認
の
占
も
て
こ
れ
を
用
う
る
が
ゆ
え
に
さ
ら
に
そ
の

を
減
ず
。
ゆ
え
に
四
十
九
な
り
」
と
あ
る
の

は
、
そ
の
背
後
に
小
林
的
な
数
理
解
釈
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

3 

主
側
の
「
繋
貯
伝
」
へ
の
注
釈
は
、
韓
康
伯
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
。
な
お
王
弼
自
身
が
「
繋
辞
伝
注
」
を
書
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
藤
原
高
男
「
主
弼
繋
辞
伝
注

の
存
否
に
つ
い
て
」
(
『
漢
文
学
会
々
報
』
第
十
八
号
)
が
、
存
在
し
た
と
の
考
証
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
参
君
。

4 

集
英
社
刊
吋
全
釈
漢
文
大
系
』

『
易
経
』
下

(
5
)
 
『
哲
学
研
究
』

九
八
三
一
年
八
期
所
収
の
王
視
政
三
五
行
大

χ〉V

所
引
主
弼
《
周
易
大
一
傾
注

V

〉
扶
文
考
特
」
は
、
王
胞
は
象
数
を
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
今
は
こ

の
問
題
を
扱
う
準
備
は
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
通
説
に
よ
る
。
ま
た
同
論
文
は
主
弼
は
象
数
解
釈
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
大
桁
の
数
は
天
五
と
地
十
の
数
を
乗
じ
た
も
の
と

い
う
見
解
(
吋
五
行
大
義
』
引
王
氏
説
を
論
拠
と
す
る
)
を
提
示
し
て
い
る
(
朱
子
の
説
に
等
し
い
)
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
筆
者
は
全
面
的
に
同
意
で
き
ぬ
の
で
、
今
は
こ

の
見
解
を
と
ら
な
い
。

(
6
)
 
土
田
健
次
郎
「
伊
川
易
伝
の
思
想
」
(
『
宋
代
の
社
会
と
文
化
』
)
参
君
。

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

九
五



大

街

コいz--口

九
六

(
7
)
 
こ
の
平
合
は
も
ち
ろ
ん
王
弼
哲
学
に
お
け
る
「
無
」
を
意
味
す
る
。
拙
稿
「
王
弼
考
」
(
『
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
論
集
b

第
四
号
)
参
着
。

こ
れ
に
つ
い
て
土
田
前
掲
論
文
は
「
無
そ
れ
自
体
は
認
識
の
対
象
に
な
り
え
ず
有
の
極
限
に
於
て
察
す
る
他
な
い
と
い
う
い
わ
ば
認
識
論
上
の
議
論
で
あ
り
、
構
造
論
の
場
で
有
と

無
と
の
相
補
性
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
(
同
論
文
注
(
口
)
)
と
、
認
識
の
問
題
と
し
て
い
る
。
ま
た
藤
原
高
男
「
王
弼
易
注
の
体
裁
と
そ
の
形
而
上
学
的
意
義
」
(
『
漢
文
学
会
々

報
』
第
十
九
号
)
は
『
晋
書
』
「
紀
略
伝
」
の
「
主
氏
云
わ
く
、
太
極
は
天
地
な
り
」
の
王
氏
を
主
耐
と
解
し
て
い
る
。
「
太
極
」
が
「
天
地
」
で
あ
る
の
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
「
艇
に
た

8 

り
う
べ
か
ら
.さ
る
こ
と
、
明
々
白
々
と
い
え
よ
う
。

(
9
)
 
と
れ
は
王
弼
哲
学
に
お
け
る
「
無
」
の
形
而
上
的
構
造
と
ま
さ
し
く
並
行
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
前
掲
拙
，
柄
「
王
制
考
」

参
君
。



MEMORANDA OF THE SUPREME EXTENTION -DAYAN-: 

Yijing Wang Bi's Interpretation on 哲
学
・
思
想
論
集

Nobuo HORIIl山

In this paper， the present writer tries to disCllSS next argument for日TangBi's 

interpretation on Yijing or the book of change and divination， one of important 

canons of Confucianism. ¥!Y ang Bi was a famous taoistic philosopher in the third 

century China. His interpretation on Yijing was very significant and had a lot of 

differences from Yijing commentators' of Han period， like Jing Fang's， Ma Rong's 

ancl Zheng Xuan's， etc. Wang Bi accepted much fruits from Han-commentators， bllt 

his interpretation was quite original from them. It was so full of his original views 

and new ideas， deep speculations and sparkling wits， that Yijing became regardecl 

not as the magical divinatory book， but as the book of cosmological philosophy. 

Among the Han-commentators， who stoocl on the point of magical view， the 

term Dayan， or the supreme extention， inclicatecl the numerical flfty which was 

regardecl as the symbol of magical powers of the clivine Heaven and Earth. But 

¥iV ang Bi disCllssed it as the numbers of fifty yarrows that symbolizecl the function 

of not clivine but natural cosmos. We shoulcl acknowleclge this fact to be the ev-

iclenceIof stated above. 
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九
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