
r
宇
治
拾
辿
物
語」
第
二
六
話
「
晴
明、
封
蔵
人
少
将
事」
（
以
下
「
ニ

六
話」
と
略
す）
に、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る。

(

1
)
 

式
に
う
て
け
る
に
か、
こ
の
烏
は
式
神
に
こ
そ
有
け
れ。

こ
こ
で
登
楊
す
る
i

式」
に
つ
い
て

r宇

治
拾
姐
物
語」
の
甜
注
釈
で
は、

「
式
神」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る。
ま
た、
r
日
本
国
賄
大
辞
典

第
二
版』
や
r
角
川
古
語
大
辞
典』
の
r
式
神」
の
項
で
も、
式
神
の
別
称

と
し
て
「
し
き」
と
記
し
て
い
る。
し
か
し、
そ
れ
で
は
右
に
引
用
し
た
部

分
は、
「
式
神
に
う
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か、
こ
の
烏
は
式
神
で
あ
る
に
述

い
な
い」
と、
前
半
で
は
式
神
で
あ
る
こ
と
に
半
侶
半
疑
で
あ
る
の
に、
後

・
半
で
は
確
信
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り、
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

両
辞
典
の
「
式」
の
項
の
中
で
「
式
神
の
略」
の
意
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
の

用
例
を
見
て
み
た
と
こ
ろ、
ど
ち
ら
も
「
二
六
話」
し
か
用
例
が
載
っ
て
い

な
か
っ
た。
こ
こ
か
ら、
r
式」
と
「
式
神」
は
別
の
存
在
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
を
た
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。
「
式」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で、

（

一

）

『
宇
治
拾
遺
物
語』

第
二
六
話
考

ー
「
式」
と
「
式
神」
に
つ
い
て
ー
�以

下
に
r
二
六
話」
を
引
用
す
る
（

傍線・
番
号
は
全
て
引
用
者
に
よ
る）。

む
か
し、
晴
明、
仰
に
参
り
た
り
け
る
に、
前
花
や
か
に
追
は
せ
て、

殿
上
人
の
参
り
け
る
を
見
れ
ば、
蔵
人
の
少
将
と
て、
ま
だ
わ
か
く
花

や
か
な
る
人
の、
み
め、
ま
こ
と
に
消
げ
に
て、
車
よ
り
お
り
て、
内

に
参
り
た
り
け
る
程
に、
こ
の
少
将
の
う
へ
に、
烏
の
飛
て
と
ほ
り
け

る
が、
ゑ
ど
を
し
か
け
け
る
を、
時
明、
き
と
見
て、
「
あ
は
れ、
批

に
も
あ
ひ、
年
な
ど
も
わ
か
く
て、
み
め
も
よ
き
人
に
こ
そ
あ
ん
め
れ、

①
式
に
う
て
け
る
に
か、
②
こ
の
烏
は、
式
神
に
こ
そ
有
け
れ」
と
思

ふ
に、
然
べ
く
て、
此
少
将
の
生
く
ぺ
き
報
や
あ
り
け
ん、
い
と
お
し

う、
晴
明
が
伐
て、
少
将
の
そ
ぱ
へ
歩
み
よ
り
て、
q
御
前
へ
参
ら
せ

給
か。
さ
か
し
く
申
す
や
う
な
れ
ど
も、
な
に
か
参
ら
せ
た
ま
ふ。
殿

は、
今
夜
え
す
ぐ
さ
せ
給
は
じ
と
見
奉
る
ぞ。
然
ぺ
く
て、
を
の
れ
に

は
見
え
さ
せ
給
へ
る
な
り。
い
ざ
さ
せ
給
へ。
物
心
み
ん」
と
て、
ひ

（

二

）

式
神
と
は
ど
の
よ
う
な
閲
係
に
有
る
の
か、
考
え
て
ゆ
き
た
い。

同

免

木

利

加
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と
つ
車
に
乗
り
け
れ
ば、
少
将
わ
な、
き
て、
r
あ
さ
ま
し
き
事
哉。

さ
ら
ば、
た
す
け
給へ」
と
て、
ひ
と
つ
車
に
乗
て、
少
将
の
里
へ
い

で
ぬ。
申
の
時
斗
の
事
に
て
あ
り
け
れ
ば、
か
く、
出
で
な
ど
し
つ
る

程
に、
日
も
容
ぬ。

哨
明、
少
将
を
つ
と
い
だ
き
て、
身
か
た
め
を
し、
又、
な
に
事
か、

つ
ふ

／＼
と、
夜一
夜
い
も
寝
ず、
声
だ
え
も
せ
ず、
読
き
か
せ、
加

持
し
け
り。
秋
の
夜
の
長
に、
よ
＜

／＼
し
た
り
け
れ
ば、
暁
が
た
に、

戸
を
は
た

（
と
た、
き
け
る
に、「
あ
れ、
人
出
し
て、
き
か
せ
給へ」

と
て、
聞
か
せ
け
れ
ば、
こ
の
少
将
の
あ
い
卸
に
て、
蔵
人
の
五
位
の

あ
り
け
る
も、
お
な
じ
家
に、
あ
な
た
こ
な
た
に
す
へ
た
り
け
る
が、

此
少
将
を
ば、
よ
き
絆
と
て、
か
し
づ
き、
今
ひ
と
り
を
ば、
事
の
外

に
思
お
と
し
た
り
け
れ
ば、
ね
た
が
り
て、
陰
協
師
を
か
た
ら
ひ
て、

覧
を
ふ
せ
た
り
け
る
也。

さ
て、
そ
の
少
将
は
死
な
ん
と
し
け
る
を、
哨
明
が
見
付
て、
夜一

夜、
祈
た
り
け
れ
ば、
そ
の
ふ
せ
け
る
陰
陽
師
の
も
と
よ
り、
人
の
来

て、
た
か
や
か
に、
「
心
の
ま
ど
ひ
け
る
ま、
に、
よ
し
な
く、
ま
も

り
つ
よ
か
り
け
る
人
の
御
た
め
に、
仰
を
そ
む
か
じ
と
て、
④
式
ふ
せ

て、
す
で
に、
⑤
式
神
か
へ
り
て、
を
の
れ、
たゞ

い
ま、

⑥式
に
う

て
て、
死
侍
ぬ。
す
ま
じ
か
り
け
る
事
を
し
て」
と
い
ひ
け
る
を、
睛

明、
「
こ
れ、
附
か
せ
給
へ。
夜
部、
見
付
参
ら
せ
ざ
ら
ま
し
か
ば、

か
や
う
に
こ
そ
侯
は
ま
し」
と
い
ひ
て、
そ
の
使
に
人
を
そ
へ
て、
や

り
て
問
き
け
れ
ば、
「
防
腸
師
は
や
が
て
死
に
け
り」
と
ぞ
い
ひ
け
る。

①
「
式
に
う
て
け
る
に
か」
の
部
分
に
つ
い
て、
注
釈
術
の
語
釈
で
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る。

・
日
本
古
典
文
学
大
系
27
r
宇
治
拾
造
物
語」

「
式
神。
職
神
と
も
柑
く。

陰
陽
逍
で、
陰
陽
師
に
使
役
さ
れ
る
神
で
変
幻
自
在
そ
の
役
割
を
果
た
す

と
い
う。」

・
日
本
古
典
文
学
全
集
28

r
宇
治
拾
硝
物
語』

「
式
神。
識
神
（
し
き

が
み・
し
き
じ
ん）。
陰
賜
道
で
呪
阻
の
妖
術
に
使
う
神。
陰
陽
師
の
命

令
に
従っ
て、
不
思
紐
な
わ
ざ
を
す
る
と
い
う。」

•
新
潮
日
本
古
典
集
成
71

r
宇
治
拾
逍
物
語』

「
式
神・
識
神。
陰
陽

師
の
命
に
よ
っ
て、
不
思
餓
な
術
を
行
う
神。」

•
新
日
本
古
典
文
学
大
系
42

r
宇
治
拾
逍
物
語
古
本
説
話
集』

「
式」
は
「
識」
と
も
音
く。」

「
式
神。

⑦式
ふ
せ
さ
せ
け
る
聟
を
ば、
し
う
と、
や
が
て
追
い
す
て
け
る
と

ぞ。
哨
明
に
は
泣
＜

／＼
悦
て、
お
ほ
く
の
事
ど
も
し
て
も
あ
か
ず
ぞ

よ
ろ
こ
ぴ
け
る。

た
れ
と
は
お
ぽ
え
ず、
大
納
言
ま
で
な
り
給
け
る
と
ぞ。

「
式」
と
「
式
神」
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
抜
き
出
す
と、

「
式」
の
例

↓
①
「
式
に
う
て
け
る
に
か」
・
③
「
式
を
ふ
せ
た
り
け
る

也」
・
④
「
式
ふ
せ
て」
・
⑥
「
式
に
う
て
て」
・
⑦

「
式
ふ
せ
さ
せ
け
る」

「
式
神」
の
例
↓
②
「
烏
は
式
神
に
こ
そ
有
け
れ」
・
⑤
「
式
神
か
へ
り
て
L

と
な
る。
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「
式
神
の
術
を
こ

•
新
絹
日
本
古
典
文
学
全
集
50

『
宇
治
拾
追
物
語』(2)

 

う
む
っ
た
の
か。
「
式」
は
式
神`

ま
た
織
神
と
も。」

特
に
理
由
説
明
も
な
く、
「
式」
と
は
「
式
神」
と
同
じ
存
在
で
あ
る
と
い

う
風
に
杏
か
れ
て
い
る。
し
か
し、
先
に
述
ぺ
た
と
お
り、
「
に
か」
が
疑

問
を
あ
ら
わ
し、
「
こ
そ」
＋
已
然
形
が
強
意
を
あ
ら
わ
す
以
上、
①
「
式

に
う
て
け
る
に
か」
と
②
「
こ
の
烏
は
式
神
に
こ
そ
有
け
れ」
の
間
に
は
矛

盾
が
生
じ
る
の
で
あ
る。
ま
た、
も
し
同
じ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば、
あ
る
湯

．．
 
而
で
は
「
式」
と
呼
ば
れ、
別
の
場
而
で
は
「
式
神」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

と
が
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
他
の
文
献
で
式
神
を
r
式」
と
略
し
て

呼
ん
で
い
る
例
が
見
当
た
ら
な
い
以
上、
両
者
は
別
物
で
あ
る
と

考え
る
の

が
索
直
な
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
思
う。

「
式」
と
「
式
神」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
上
で、
「
二
六
話」
に
お

い
て
「
式
神」
と
い
う
語
は
「
式」
と
対
で
し
か
登
楊
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
注
目
に
値
す
る。
哨
明
は
①
「
式
に
う
て
け
る
に
か」
と
い
う
推
測

か
ら
②
「
こ
の
烏
は
式
神
に
こ
そ
有
け
れ」
と
い
う
判
断
を
下
し
た
の
で
あ

ろ
う
し、
④
「
式
ふ
せ」
る
と
い
う
行
動
に
対
し
て
の
反
応
が
⑤
「
す
で
に、

式
神
か
へ」
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
別
の
存
在
と
は
い
え、

両
者
は
全
く
の
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
も
な
く、
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の

で
あ
る。
故
に、
「
式」
は
陰
陽
師
が
用
い
る
術
そ
の
も
の
で
あ
り、
そ
の

術
を
具
現
化
す
る
た
め
に
使
役
さ
れ
る
存
在
が
「
式
神」
で
あ
る
と
考
え
た

い。
喩
え
て
言
う
な
ら、
「
式」
と
r
式
神」
は、
r
掃
除」
と
い
う
動
作
と

「
掃
除
機」
と
い
う
道
具
の
よ
う
な
関
係
と
考
え
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か。
「
掃
除
機
を
用
い
る」
こ
と
は
「
掃
除
す
る」
と
も
表
現
出
来
る
が、

「
掃
除」
と
「
掃
除
機」
の
囮
換
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に、
「
式」
と
「
式

神」
も
両
者
の
関
係
は
深
い
が、
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば、
「
式
に
う
て
け
る
に
か、
こ
の
烏
は
式
神
に
こ
そ
有

け
れ」
と
い
う
箇
所
は、
「
式
に
う
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か、
（
と
い
う
こ
と

は）
こ
の
烏
は
式
神
で
あ
る
に
述
い
な
い」
と、
い
う
風
に
訳
せ
ば
つ
じ
つ

ま
が
合
う
で
あ
ろ
う。
「
烏
に
稔
土
を
か
け
ら
れ
た」
と
い
う
出
来
事
を
「
式

に
う
た
れ
た
可
能
性
が
あ
る」
と
解
釈
し、
そ
こ
か
ら
q
式
に
用
い
ら
れ
た

烏
は、
式
と
関
係
の
深
い
式
神
で
あ
る
に
述
い
な
い」
と
推
定
し
た
の
だ。

「
式」
に
つ
い
て
は
「
式
に」
「
式
を」
と
い
う
補
語
目
的
語
の
例
し
か
無

い
の
に
対
し、
「
式
神」
に
は
主
語
の
例
が
有
る
こ
と
も
そ
れ
を
衷
付
け
て

い
る
と

考え
ら
れ
る。

ま
た、
r
式」
の
例
は、
「
式」
に
よ
っ
て
被
害
を
被
る
楊
合
は
「
う
つ」、

「
式」
を
用
い
て
人
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
場
合
は
「
ふ
す」、
と
い

う
風
に
動
洞
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る。
下
二
段
活
用
動
詞
の「
う

っ」
は、
辞
杏
に
よ
っ
て
は
「
う
て
る」
と
し
て
項
目
に
挙
げ
ら
れ、
四
段

活
用
勁
洞
「
う
つ」
の
受
勁
態
を
表
す
語
で
あ
る
と
さ
れ
る。
『
時
代
別
国

語
大
辞
典

室
町
時
代
掘』
に
は、

「
う
て」
は、
四
段
動
洞
「
打
つ」
の
未
然
形
に
受
身
の
助
動
詞
「
る」

の
未
然・
巡
用
形
「
れ」
の
つ
い
た
形
の
転
と
い
う。
未
然・
連
用
形

の
「
う
て」
の
形
し
か
見
え
な
い。
相
手
か
ら
圧
倒
的
な
強
い
力
を
ま

と
も
に
受
け
る
意
を
表
わ
す。
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と
さ
れ
て
お
り、
「
二
六
話
L

に
も
①
「
式
に

引寸
け
る
に
か」、
⑥
「
式
に

引可
て」
と、
「
う
て」
の
形
し
か
登
場
し
な
い
0

『
宇
治
拾
遺
物
語
総
索

(3)
 
引
J

を
用
い
て
詞
べ
た
と
こ
ろ、
『
宇
治
拾
遣
物
語」
中
に
下
二
段
活
用
動

詞
の
「
う
つ」
は、
右
に
挙
げ
た
①、
⑥
の
二
例
し
か
無
か
っ
た。
そ
こ
で、

四
段
活
用
勁
詞
「
う
つ」
を
調
ぺ
る
と、
未
然
形
「
う
た」
に
助
動
詞
「
る」

が
接
統
し
て

受身
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
例
が
三
例
見
つ
か
っ
た。

・
小
石
を
も
ち
て、
こ
の
石
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
た
、
き
ゐ
た
れ
ば、
う
た
れ

て
く
ぽ
み
た
る
所
を
見
れ
ば、
金
色
に
な
り
ぬ。
（
第一
六一
話

r
上

緒
主、
得
金
事」）

・
大
友
皇
子、
つ
ゐ
に
山
崎
に
て

卸叫
給
て、
頭
と
ら
れ
ぬ。
（
第一
八
六

話

「
梢
見
原
天
皇、
与
大
友
皇
子
合
戦
事」）

．
股
悪
し
く
お
は
す
る
上
人
な
り。
悪
し
く
申
て
打
れ
申
さ
ん。
（
第一
九

四
話

「
仁
戒
上
人
往
生
事」）

こ
れ
ら
の
例
と
同
じ
よ
う
に、
「
式
に
う
た
れ
け
る
に
か」
「
式
に
う
た
れ

て」
と
は
な
ら
ず、
「
式
に」
と
い
う
補
語
に
続
く
も
の
の
み
が
下
二
段
活

用
動
詞
の
「
う
つ」
で
あ
る
こ
と
は、
何
か
特
別
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か。

四
段
活
用
動
詞
の
「
う
つ」
に
比
べ、
下
二
段
活
用
動
詞
の
「
う
つ」
は

あ
ま
り
例
が
多
く
な
い
よ
う
で、
r
宇
治
拾
遺
物
語」
に
近
い
時
代
の
文
献

を
探
し
て
も、
あ
ま
り
多
く
の
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。
辞

術
類
で
「
う
つ」
の
用
例
を
見
た
と
こ
ろ、

相
撲
を
と
り
け
り。
（
中
略）
「
い
ざ、
ら
ば、
い
ま一
度
と
ら
む」
と

て、
又
よ
り
あ
ひ
て
取
に、
此
た
び
は
壇
光

il
に
け
り。

（『
古
今
箸
聞
集』
巻
第
十
六

近
江
法
眼
党
快
供
米
の
不
法
を
諷
す

(
4
)
 

る
事
並
に
文
党
と
相
撲
の
事）

其
内ニ
ア
ツ
マ
リ
居
タ
ル
軍
兵
五
百
余
人、
一
人
モ
不
残
圧
ニ
ウ
テ、

死ニ
ケ
リ。

(r
太
平
記』
巻
第
十
三

(5)
 

足
利
殿
束
国
下
向
事）

去
程
二
趙
壱
ガー
生
ノ
間
ノ
不
平ニ
シ
テ
志
ヲ
得
ヌ
方
ヲ
見
テ
ウ
テ、

炊
嗚
卜
柑
タ
ソ゚

(
6
)

 

(r
加が
求
抄」
巻
六
）

源
太
ハ、
磨
扱
ホ
メ
愛
シ
テ
居
タ
ル
所
ヲ、
舎
人
共、
生
接
引
テ
ゾ
通

リ
ケ
ル、
ユ
、
シ
ク
見
エ
ツ
ル。
磨
盈
モ、
勝
ル
生
接二
途
タ
レ
パ、

無
下
二

11、
ゾ
見
ヱ
タ
リ
ケ
ル。

(
1}
 

（r
源
平
盛
衰
記」
巻
三
四

佐
々
木
賜
生接）

の
よ
う
に、
r
相
撲
で
負
け
る」
「
押
機
に
か
か
っ
た
よ
う
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ

る」
「
精
神
的
に
圧
倒
さ
れ
る」
等、
限
ら
れ
た
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
っ
た。
右
に
挙
げ
た
『
宇
治
拾
遺
物
語』
の
「
う
た」
に

「
る」
が
付
い
た
形
の
よ
う
に、
手
で
叩
か
れ
た
り
討
伐
さ
れ
た
り
し
た
例

は
無
い
の
で
あ
る。
中甘
木
博
史
「
中
他
室
町
期
に
お
け
る
四
段
動
詞
の
下一―

(8)
 

段
派
生」
で
も、
下
二
段
活
用
動
詞
「
う
つ」
に
つ
い
て、

「
る・
ら
る」
と
は
述
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
も
の
を
表
し
う
る
と
い

う
利
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
間
述
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る。
「
式
に
う
て」
る
の
よ
う
に、
人
で
は
な
い
存
在
か
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お
き

(9)
 

土
佐
房
被
斬）

ら
罰
を
受
け
る
例
と
し
て
は、

判
官
わ
ら
ッ
て
の
た
ま
ひ
け
る
は、「
い
か
に
和
俯、
起
酌
に
は
う
て
た
る
ぞ」。

土
佐
房
す
こ
し
も
さ
は
が
ず、
居
な
を
り
あ
ざ
け
り
わ
ら
ッ
て
申
け
る
は、

「
あ
る
事
に
か
い
て
候へ
ば、

引寸
て
快
ぞ
か
し」
と
申゚

(r
平
家
物
語」
巻
第
十
二

が
あ
る。

「
ふ
す」
に
つ
い
て
は、
対
象
を
ひ
そ
ま
せ
る、
隠
れ
さ
せ
る
と
い
う
意

味
で
と
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う。
『
宇
治
拾
逍
物
語」
中
に
は、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
ふ
す」
を
用
い
て
い
る
例
は
無
か
っ
た
が、

か
の
逆
に
夜
ご
と
に、
人
を
伏
せ
て
守
ら
す
れ
ば、
行
き
け
れ
ど、
え

逢
は
で
の
み
倍
り
て

-10)
 

（『
古
今
和
歌
集』
巻
第
十
三

六
三
二）

あ
け
の
く
処
に、
ゆ
み
て
つ
は
う
三
千
て
う、
つ
、
み
に
そ
へ
て
ふ
せ

-

11
-

(r
信
長
記』
七）

等、
他
の
文
献
で
は
こ
の
よ
う
な
例
が
有
る。
ま
た、
右
に
挙
げ
た
例
で
は

目
的
語
が
人
で
あ
る
が、

コ
ノ
道
理
コ
ソ、

イ
カ
ニ
モ

／＼
ス
ヱ
ニ
ハ
ヒ
シ
ト
ッ
ク
リ
マ
カ
ラ
ン

ズ
ラ
メ
ト
コ
ソ、
カ
ネ
テ
ヨ
リ
心
得
フ
セ
テ
侍
レ。

(12)
 

(r
愚
管
抄』

巻
第
七）

の
よ
う
に、
無
生
物
を
目
的
語
に
と
る
例
も
あ
る
の
で、
「
式」
を
「
ふ
す」

の
も
こ
の
よ
う
な
例
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う。

た
だ
憎
ま
せ
る
だ
け
で
は
相
手
に
危
習
を
加
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が、

「
二
六
話」
に
お
い
て
「
ふ
す」
は、
相
手
に
晋
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し

た
場
合
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
だ。
全
て
少
将
の
相
録
の
仲
間
で
あ
る

陰
陥
師
が
「
式」
を
用
い
た
と
き
の
例
で
あ
り、
彼
の
「
式」
は
少
将
に
届

く
こ
と
な
く、
失
敗
に
終っ
て
い
る
か
ら、
「
術
を
こ
っ
そ
り
と
用
い
た」

と
い
う
風
に
考
え
た
い。

(

＝
l

)
 

陰
陽
師
が
「
式」
と
言
う
名
の
術
を
用
い
て
い
る
用
法
は、
他
に
見
つ
け

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。
陰
陽
道
に
近
い
存
在
の
人
間
が
用
い
る
「
式」

に
つ
い
て
は、
式
占
に
用
い
る
式
盤
が
あ
る。
式
占
と
は
主
に
桧
陽
師
が
行

な
う
占
い
で、
こ
の
占
い
に
用
い
る
式
盤
を
「
式」
と
呼
ん
だ
例
が
あ
る
の

令•Fo
将
及
横
河`

有
馬
誤。
広
十
餘
丈
経
天。
時
天
皇
異
之、
則
挙
燭
親
剰

式、
占
曰、
天
下
両
分
之
祥
也。
然
朕
遂
得
天
下
敷。

横
河
に
及
ら
む
と
す
る
に、
黒
槃
有
り。
広
さ
十
余
丈
に
し
て
天
に
経

れ
り。
時
に
天
皇、
異
し
ぴ
た
ま
ひ、
則
ち
燭
を
挙
げ
て
親
ら
式
を
采

引‘
占
ひ
て
日
は
く、
「
天
下
両
分
の
祥
な
り。
然
し
て
朕
遂
に
天
下

を
得
む
か」
と
の
た
ま
ふ。

C13)
 

(r
日
本
世
紀』
巻
第
二
十
八）

其
夜
批
継
頻
有
悪
歩、
令
是
雄
占
那
吉
凶、
是
雄

11、
大
駿
曰、
君

若
舟
家、
即
日
当
為
鬼
殺
破、
恨
勿
入
家、
可
免
此
残、
（
中
略）
是
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雄
亦
転
式、
語
云、
君
家
寝
室
艮
隈
有
殺
君
之
鬼、
君
須
帯
刀
紛
持
弓

矢
直
入
寝
室、
引
弓
矯
矢
眼
目、
向
艮
方
語
云、
汝
若
不
出、
我
当
射

殺
汝
身、
若
能
如
此、
当
脱
此
厄、

(

H
)

 

(r
政
事
要
略」
巻
九
五）

小
坂
演―-
「
物
忌
と
陰
陽
道
の
六
壬
式
占

ー
そ
の
指
期
法・
指
方
法・
指

(15)
 

年
法
ー」
に
よ
る
と、
式
占
の
う
ち
で
も
六
壬
式
占
と
呼
ば
れ
る
も
の
は、

貨
族
の
物
忌
の
日
時
を
決
定
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た。
鈴
木

云右
「
式
神

(lG)
 

．
の
起
源
に
つ
い
て」
に
は、
藤
原
道
長
の
r
御
態
関
白
記』
や
藤
原
実
汽

の
『
小
右
記」
等
の
鳥
や
犬
の
糞
と
い
っ
た
怪
異
を
原
因
と
し
て
物
忌
を
す

る
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り、
「
二
六
話」
冒
頭
の、
少
将
が
烏
に
浪

を
か
け
ら
れ
る
場
而
と
の
関
辿
を
思
わ
せ
る。

（ママ）

明
年
正
二
月
九
月
節
中
戊
己
日
御
物
忌
但
不
中
御
年
左
近
陣
烏
失
怖
(17)
 

(r
御
堂
関
白
記」
自
節
本

長
徳
四
年）

六
日、
乙
酉、
蔵
人
兼
宣
談
云、
（
中
略）
昨
日
仰
剋
右
伎
上
逹
部
座

遺
犬
矢、
樅
所
巳
亥
外
酉
年
人
可
慎

病事
者、

(

18
)
 

(r
小
右
記』

艮
保
元
年
九
月）

怪
異
を
理
由
と
し
て
六
壬
式
占
を
行
な
う
場
合、
必
要
な
情
報
は
そ
の
怪
異

が
発
生
し
た、
も
し
く
は
発
見
さ
れ
た
年・
月
と、
時
刻
の
干
と
そ
の
日
の

干
支
で
あ
り、
ど
の
よ
う
な
種
の
怪
異
が
発
生
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
関
係

し
な
い
よ
う
で
あ
る。
占
い
の
結
果
分
か
る
こ
と
は
そ
の
怪
異
が
暗
示
す
る

災
厄
の
内
容
と、
そ
の
災
厄
を
防
ぐ
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
対

処
法、
つ
ま
り
物
忌
を
い
つ
行
な
え
ば
災
厄
を
回
避
で
き
る
か
と
い
う
こ
と

だ。
こ
こ
か
ら、
怪
異
そ
の
も
の
は
災
厄
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く、
災
厄
の
予
兆
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る。
む
し
ろ、
災
厄

の
可
能
性
を
事
前
に
察
知
し、
六
壬
式
占
と
物
忌
に
よ
っ
て
回
避
す
る
た
め

に、
怪
異
は
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ。

「
二
六
話」
に
あ
て
は
め
る
と、
蔵
人
少
将
が
烏
に
災
を
か
け
ら
れ
た
こ

と
自
体
が
災
厄
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く、
そ
れ
は
「
今
夜
え
す
ぐ
さ
せ
給
は

じ」
と
い
う
災
厄
の
予
兆
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る。
将
通
な
ら
ば

こ
の
後
に
は
陰
陽
師
が
六
壬
式
占
で
占
い、
少
将
が
物
忌
を
行
な
う
こ
と
に

な
る
は
ず
だ
が、
「
二
六
話」
で
は
そ
う
は
な
ら
な
い。
安
倍
晴
明
が
六
壬

式
占
を
行
な
う
こ
と
な
く
少
将
の
命
が
今
夜
限
り
で
あ
る
こ
と
を
行
破
し
た

た
め
で
あ
る。
物
忌
の
代
わ
り
と
思
わ
れ
る
出
来
事
は
「
身
か
た
め
を
し、

又、
な
に
事
か、
つ
ふ

／＼
と、
夜一
夜
い
も
寝
ず、
声
だ
え
も
せ
ず、
読

き
か
せ、
加
持
し
け
り」
と、
し
っ
か
り
描
写
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず、
六
壬
式
占
に
関
す
る
描
写
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ

う
か。
「
式
神
の
起
源
に
つ
い
て」
で
は
そ
の
理
由
を
こ
う
述
べ
て
い
る。

そ
の
理
由
は、
哨
明
が
烏
を
式
神
と
思
っ
た
こ
と
に
あ
る。

言
換
え
れ
ば、
六
壬
式
占
で
探
る
べ
き
意
思
が、
「
式
神」
と
い
う

形
を
と
っ
て
そ
こ
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
そ
し
て、
そ
れ
に

よ
っ
て
本
来
災
厄
の
予
兆
で
あ
る
べ
き
怪
拠
が
災
厄
の
第一
段
階
と
な

り、
「
予
兆」
で
は
な
く
実
は
既
に
災
厄
が
始
ま
っ
た、
と
い
う
状
況

を
作
出
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
も
し、
糞
が
蔵
人
少
将
に
か
か
ら

な
け
れ
ば、
そ
れ
は
「
予
兆」
で
あっ
て
も、
災
厄
の
原
因
と
は
な
ら
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ず、
ま
た、
怪
異
も
成
立
し
な
い。
つ
ま
り
災
厄
は
未
然
に
回
避
さ
れ

た
こ
と
に
な
る）。

つ
ま
り、
式
神
は、
怪
異
の
背
崇
の
意
思
を
探
る
べ
き
六
壬
式
占
を

無
用
の
も
の
と
し
た、
と
も
言
え
る
の
で
あ
る。
（
中
略）

し
か
し、
先
に
「
紐
神」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て

考察
し
た
際
に
記

し
た
通
り、
式
神
は
陰
陽
師
の
意
思
が
人
格
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見

·
る
こ
と
も
で
き
る。
つ
ま
り、
式
神
が
六
壬
式
占
で
探
る
べ
き
意
思
の

本
体
で
な
い
と
し
て
も、
そ
の
意
思
の
分
身
で
あ
れ
ば、
式
神
の
存
在

あ
る
い
は
行
為
の
背
景
の
意
思
を
推
断
す
る
必
要
は
な
く
な
る。
「
昭

明
蔵
人
少
将
封
ず
る
事」
に
記
さ
れ
て
い
る
現
象
は、
そ
の
こ
と
を
示

す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

前
に、
「「
式」
は
陰
陽
師
が
用
い
る
術
そ
の
も
の
で
あ
り、
そ
の
術
を
具

現
化
す
る
た
め
に
使
役
さ
れ
る
存
在
が
「
式
神」
で
あ
る」
と
い
う
仮
説
を

述
べ
た。
つ
ま
り、
式
神
は
陰
陽
師
に
使
わ
れ
る
道
具
と
い
う
屎
に
認
識
し

て
お
り、
「
陰
陽
師
の
意
思
が
人
格
化
さ
れ
た
も
の
L

と
い
う
風
に
は
考
え

-
g

て
い
な
い。
式
神
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
他
の
文
献
で
式
神
を
「
陰
陽
師

の
意
思
が
人
格
化
さ
れ
た
も
の」
と
し
て
い
る
も
の
は
見
つ
け
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
し、
意
の
ま
ま
に
操
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
と、
意
思

の一
部
を
人
格
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
と
を、
同
じ
こ
と
と
考
え
る
必
要

性
を
感
じ
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る。
そ
れ
で
は、
「
二
六
話」
に
お
い
て
六

壬
式
占
が
省
か
れ
た
理
由
は
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か。

ま
ず
こ
れ
は、
r
宇
治
拾
逍
物
語』
の
福
者、
「
二
六
話」
を
語
っ
た
も
の、

及
ぴ
想
定
さ
れ
る
読
者
が、
式
占
式
盤
と
い
う
言
策
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め

で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
式
占
に
つ
い
て
詳
し
く
柑
か
れ
た
文
献
は、
安
倍
晴

明
の
著
作
で
あ
る
r
占
事
略
決」
等
陰
陽
道
の
専
門
世
を
除
け
ば
前
に
挙
げ

た
r
日
本
杏
紀」、
『
政
事
要
略」
く
ら
い
で
あ
り、
ど
ち
ら
の
成
立
も
r
宇

治
拾
逍
物
語』
よ
り
か
な
り
遡
る。
r
政
事
要
略」
で
は
式
盤
を
転
ず
る
描

写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し、
そ
れ
を
原
拠
と
す
る
『
今
昔
物
語
集』
巻

(
20
)

 

二
十
四
第
十
四
で
は、
r
是
雄
占
テ
云
クし
と、
単
に
占
っ
た
と
い、
2が
実

の
み
を
記
し、
式
盤
の
描
写
は
省
か
れ
て
い
る
こ
と
も、
そ
れ
を
裏
付
け
て

い
る。
式
盤
は
陰
柚
師
の
み
が
用
い
る
道
具
で
あ
り、
険
陽
師
が
陰
陽
寮
で

働
く
の
み
で
な
く、
演
族
に
私
用
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
平
安
以
後
と

は
い
え、
式
盤
や、
そ
れ
を
用
い
て
占
う
姿
を
窟
接
目
に
す
る
捉
会
は一
部

の
人
間
に
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

次
に
考
え
ら
れ
る
理
由
は、
話
全
体
の
テ
ン
ポ
を
考
え
て
省
略
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る。
も
し
式
占
の
楊
面
を
入
れ
る
な
ら
ば、
哨
明
が、
歩
い
て

い
る
蔵
人
少
将
に
烏
が
痰
を
し
た
と
い
う
場
面
を
見
か
け、
い
っ
た
ん
家
に

描
っ
て
六
壬
式
占
を
行
な
い、
結
果
が
出
て
か
ら
再
ぴ
内
裏
に
戻っ
て
蔵
人

少
将
を
探
し、
占
い
の
結
果
を
告
げ
る
と
い
う
段
取
り
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
り、
間
怠
い
こ
と
こ
の
上
な
い。
例
え
ば、
蔵
人
少
将
が
哨
明

の
も
と
へ
や
っ
て
き
て、
「
い
つ
い
つ
に
烏
の
森
を
か
け
ら
れ
た
の
だ
が、

ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う」
と
相
談
に
や
っ
て
き
て、
そ
の
話
を
も
と
に
哨

明
が
占
っ
た、
と
い
う
形
を
と
れ
ば
つ
じ
つ
ま
は
合
う
で
あ
ろ
う
が、
そ
う

す
る
と
「
然
ぺ
く
て、
此
少
将
の
生
く
べ
き
報
や
あ
り
け
ん」
「
然
べ
く
て、
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を
の
れ
に
は
見
え
さ
せ
給
へ
る
な
り」
と
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る、
晴
明

は
蔵
人
少
将
が
式
に
う
た
れ
た
場
面
に
ち
ょ
う
ど
出
く
わ
し
た
の
だ、
と
い

う
因
縁
が
無
効
化
し
て
し
ま
う
た
め
神
秘
性
が
簿
れ
る
し、
な
に
よ
り
臨
場

感
に
欠
け
る。

最
後
に
理
由
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は、
六
壬
式
占
に
よ
る
占
い
を
必
要
と

し
な
い
ほ
ど
に
力
を
持
っ
て
い
た、
陰
陽
道
の
権
威
と
し
て
の
安
倍
哨
明
の

姿
を
描
く
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る。
r
宇
治
拾
造
物
語』
第一
―一
六·
-
――

・

七・
一
八
四
話
や、
r
今
昔
物
語
集」
で
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に、
安
倍
晴

明
は
当
時
最
も
有
名
な
陰
陽
師
で
あ
っ
た。
実
在
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら、

没
後
数
百
年
を
経
て
伝
説
化
し、
生
前
に
実
際
に
は
行
な
わ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
事
ま
で
や
っ
て
の
け
て
し
ま
う
哨
明。
彼
の
術
の
素
睛
ら
し
さ
の
説
明

に
は、
式
占
は
必
要
な
く、
む
し
ろ一
目
見
た
だ
け
で
全
て
を
理
解
し
て
し

ま
う
眼
力
を
こ
そ、
語
り
手
は
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

以
上、
「
式」
と
「
式
神」
の
関
係
に
つ
い
て
述
ぺ
て
き
た
が、
「
二
六
話」

に
お
い
て
登
場
し
た
「
陰
陽
師
の
用
い
る
術
を
表
わ
す
「
式」」
と、
「
式
占

に
用
い
る
式
盤
を
表
わ
す
「
式」」
も
ま
た、
関
係
が
深
い
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か。
既
に
定
め
ら
れ
た
未
来
が
あ
り、
そ
れ
を
予
言
す
る
だ
け
の
受

動
的
な「
占
い」
と、
そ
れ
自
体
が
被
害
者
の
未
来
を
変
え
る
能
動
的
な「
術」

と
で
は、
一
見
逆
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が、
「
陰
陽
師
の
占
い
に
よ
っ
て

不
幸
な
未
来
が
予
言
さ
れ
る」
こ
と
と、
「
陰
陽
師
の
術
に
よ
っ
て
不
幸
に

（

四
）

さ
れ
る」
こ
と
と
は、
そ
の
占
い
な
り
術
な
り
を
被
る
側
に
と
っ
て
は
あ
ま

り
変
わ
り
が
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ。
も

ち
ろ
ん
現
代
の
よ
う
に
「
当
た
る
も
八
卦
当
た
ら
ぬ
も
八
卦」
程
度
に
し
か

占
い
の
効
力
が
無
い
場
合
は
別
で
あ
る
が、
陰
陥
師
の
占
い
を
信
じ
き
っ
て、

物
忌
や
方
述
え
を
行
な
っ
て
い
た
平
安
柑
族
に
と
っ
て
彼
ら
の
占
い
は、
非

常
に
信
憑
性
の
高
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
そ
こ
に、
式
神

が
登
楊
す
る
文
献
の
成
立
年
代
は
下
っ
て
も、
そ
の
物
語
内
で
流
れ
る
時
間

が
平
安
時
代
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
理
由
の
一
っ
が
窺
わ
れ
る。

も
ち
ろ
ん、
安
倍
晴
明
と
い
う
魅
力
的
な
人
物
が
い
た
こ
と
も
大
き
な
理
由

の
―
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う。

注1.
 r
字
治
拾
逍
物
語』
本
文
は
全
て、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
42
『
宇
治
拾
逍

物
語
古
本
説
話
集』
＿
l

-

木
紀
人・
浅
見
和
彦
校
注
（
岩
波
街
店
l

九
九

0
年
十一
月）
よ
り
引
用
し
た。

2．
日
本
古
典
文
学
大
系
27

『
宇
治
拾
逍
物
語」
渡
沿
綱
也・
西
尾
光一
校
注

（
昭
和
三
五
年
五
月〉、
日
本
古
典
文
学
全
集
28

『
宇
治
拾
逍
物
語』
小

林
智
昭
校
注·
訳
（
昭
和
四
八
年
六
月）、
新
潮
日
本
古
典
集
成
71

r
字

治
拾
遺
物
語』
大
島
建
彦
校
注
（
昭
和
六
0
年
九
月）、
新
日
本
古
典
文
学

大
系
42

r
宇
治
拾
遺
物
栢
古
本
説
話
集」、
新
艇
日
本
古
典
文
学
全
集
50

r
宇
治
拾
遺
物
語』
小
林
保
治・
増
古
和
子
校
注・
訳（一
九
九
六
年
九
月）

3.
r
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引」
撹
田
四
郎
（
消
文
堂

昭
和
五
0
年ー一
月）

4．
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
84
r
古
今
著
開
集』
永
積
安
明•
島
田
勇
雄
校

注
（
昭
和
四一
年
三
月）
に
よ
る。
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一
九
八
九

一
九
七一
年）
に

5．
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
35
r
太
平
記

校
注
（
昭
和一
1一
六
年
六
月）
に
よ
る。

6．
引
用
は
抄
物
大
系
r沖が
求
抄』
中
田
祝
夫
編
（
勉
誠
社

よ
る。

7．
引
用
は
r
源
平
盛
森
記
（
六）」
英
浪
部
煎
克・
榊
原
千
鶴
校
注
（
三
弥
井

柑
店

平
成
十
三
年
八
月）
に
よ
る。

8.
『
語
文
研究と
第
七
九
号
（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会

平
成
七
年
六
月）

9．
引
用
は
新
日

本古
典
文
学
大
系
45
『
平
家
物
語

下』
梶
原
正
昭・
山
下
宏

明
校
注
（一
九
九
三
年
十
月）
に
よ
る。

10．
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
5
r
古
今
和
歌
集』
小
島
恋
之•
新
井
栄
蔵

校
注
(-
九
八
九
年一一
月）
に
よ
る。

11．
引
用
は
r
信
長
記

下』
松
沢
智
里
紺
（
古
典
文
血

昭
和
四
七
年
三
月）

に
よ
る。

12．
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
86
r
愚
管
抄』
岡
見
正
雄・
赤
松
俊
秀
校
注（
昭

和
四
二
年一
月）
に
よ
る。

13．
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
4
r
日
本
肯
紀
③』
小
烏
忽
之・
直
木
孝

次
郎・
西
宮一
民・
蔵
中
進・
毛
利
正
守
校
注・
訳
（
小
学
館
一
九
九
八

年）
に
よ
る。

14．
引
m
は
r
改
定
史
耕
集
覧

編
外
二』
近
藤
瓶
城
編
（
臨
川
街
店

明
治―
1

-

六
年
発
行

昭
和
五
九
年
復
刻
版
発
行）
に
よ
る。
ま
た、
今
同
引
い
た
箇

所
は
「
善
家
異
説」
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
る
部
分
で
あ
る。

15.
r
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究J
古
代
学
協
会
椙
（
吉
川
弘
文
館

年
三
月）
所
収。

16.
『
宗
教
学
論
躯』
1

l
+

 

17．
引
用
は
『
御
堂
関
白
記
（
駒
沢
宗
教
学
研
究
会
一
九
九
八
年
四
月）

-
』
陽
明
文
庫
福
（
思
文
開
出
版
一
九
八一
1一
年）

二』
後
藤
丹
治・
釜
田
喜＿二
郎

り
か

八

四一一、
四
六

に
よ
る。

18．
引
用
は
大
日

本古
記
録
『
小
右
記

柑
店）
に
よ
る。

19.
 r
日
本
陰
股
迎
史
総
説』
村
山
修一
（
塙
柑
房
一
九
八一
年
四
月）、

母

盆
侶
仰
論

ー
妖
怪
研
究
へ
の
試
み』
小
松
和
彦
（
あ
り
な
書
房
一
九
八

四
年
八
月）、
註
2
で
学
げ
た

r宇
治
拾
迅
物
語」
の
注
釈
杏
等。

20．
引
用
は
新
日

本古
典
文
学
大
系
36
r
今
昔
物
甜
集

匹』
小
盗
和
明
校
注（一

九
九
四
年
十一
月）
に
よ
る。

（
ど
う
め
ん
き

二」

東京
大
学
史
料
絹
慕
所
編
（
岩
波

岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）

研
究
室
受
膳
図
書
雑
誌
目
録
皿

香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
国
文
学
会）

二
七

松
習
院
大
學
國
語
國
文

學會
誌
（
私
習
院
大
學
園
語
國
文
學
會）

学
術
研
究
—
国
語・
国
文

学—
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部）

五一

学
大
国
文
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
購
座
・
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
綿

座）

四
六

香
椎
潟
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会）

四
八、
四
九

活
水
論
文
集
日
本
文
学
科
網
（
活
水
女
子
大
学・
短
期
大
学）

四
三、
四
四、
四
六

金
沢
大
学
国
語
国
文
（
金
沢
大
学
国
語
同
文
学
会）

二
八

河
南
論
集
（
大
阪
芸
術
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
研
究
室）

か
ほ
よ
と
り（
武
躯
川
女
子
大
学
大
学
院）
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