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結
論 

 

五
行
説
は
、
も
と
も
と
統
一
さ
れ
た
学
説
で
は
な
く
、
時
令
・
占
術
・
正
統
論
等
の
諸

分
野
に
於
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
発
展
し
た
理
論
で
あ
っ
た
。
既
に
先
秦
期
か
ら
、
あ
る

程
度
は
分
野
を
超
え
た
共
通
点
・
影
響
関
係
が
見
出
さ
れ
る
も
の
の
、
相
互
に
差
異
が
多

く
、
そ
う
い
っ
た
差
異
を
解
消
す
る
た
め
の
議
論
も
見
当
た
ら
な
い
。 

前
漢
期
に
な
る
と
、
諸
五
行
説
の
中
で
、
特
に
五
徳
終
始
・
月
令
・
洪
範
五
行
が
儒
家

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
系
統
ご
と
の
相
違
は
依
然
と
し
て
残
り
、
事
物

の
配
当
や
、
用
い
ら
れ
る
五
行
の
論
理
（
相
勝
・
相
生
・
相
沴
等
）
は
異
な
っ
た
。 

こ
う
し
た
中
で
、
前
漢
末
に
劉
向
が
、
易
学
に
符
合
す
る
よ
う
に
洪
範
五
行
・
五
徳
終

始
を
解
釈
・
改
造
し
、
五
行
説
の
体
系
化
に
着
手
し
た
。
そ
し
て
、
劉
歆
は
、
五
行
を
含

む
万
象
の
数
理
を
易
理
の
下
位
に
置
く
と
い
う
大
胆
な
構
想
の
下
で
、
五
行
に
つ
い
て
は

月
令
に
基
づ
い
て
諸
説
を
改
造
し
、
統
一
を
図
っ
た
。 

 

後
漢
期
に
も
依
然
と
し
て
相
異
な
る
諸
説
が
並
存
し
た
が
、
多
く
の
学
者
た
ち
に
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
分
野
ご
と
に
見
ら
れ
る
配
当
の
差
異
を
解
消
す
る
説
明
が
試
み
ら
れ
た
。

公
羊
学
に
対
抗
す
る
た
め
に
左
氏
学
者
が
修
母
致
子
説
を
ひ
ね
り
出
し
た
り
、
『
周
礼
』

を
中
心
と
し
た
経
学
体
系
を
構
築
す
る
た
め
に
鄭
玄
が
月
令
の
文
言
に
難
解
な
解
釈
を

施
し
た
り
、
個
々
の
動
機
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
五
行
が

首
尾
一
貫
し
た
理
法
で
あ
り
、
様
々
な
文
献
（
と
り
わ
け
経
典
）
に
見
え
る
五
行
説
が
体

系
的
に
整
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
共
通
し
た
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
認
識
・
方
針
は
、
現
存
の
資
料
を
見
る
限
り
で
は
、
劉
向
・
劉
歆
に
発
す
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。 

 

劉
向
親
子
、
と
り
わ
け
劉
歆
は
明
確
に
、
諸
学
術
の
体
系
化
を
構
想
し
た
（
劉
歆
の
学

術
体
系
化
の
構
想
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
見
え
る
）。
五
行
説
の
体
系
化
も
、
こ
の
構
想

の
一
環
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

た
だ
し
、
実
際
に
着
手
し
た
の
は
、
専
ら
経
学
（
律
暦
・
制
度
を
含
む
）
に
於
け
る
五

行
説
の
統
一
で
あ
る
。
易
の
説
卦
伝
や
卦
気
説
、
尚
書
の
洪
範
五
行
、
礼
の
月
令
、
春
秋

の
災
異
説
、
こ
れ
ら
を
易
・
書
・
礼
・
春
秋
の
垣
根
を
越
え
て
結
び
付
け
た
の
が
、
劉
向
・

劉
歆
の
五
行
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
儒
家
に
受
容
さ
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
前

漢
期
に
は
択
日
・
時
令
・
医
学
等
の
分
野
で
五
行
説
が
存
在
し
て
い
る
。
『
漢
書
』
芸
文

志
を
見
て
も
、
五
行
に
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る
多
く
の
文
献
が
、
六
芸
略
以
外
の
類
目
に

著
録
さ
れ
て
い
る
。
劉
向
等
の
五
行
説
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
は
至
っ
て
い

な
い
。 

 

ま
た
、
劉
向
と
劉
歆
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
針
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
。
劉
向
は
一

つ
一
つ
の
文
献
的
根
拠
を
う
ま
く
結
び
付
け
る
こ
と
に
腐
心
し
、
一
貫
し
た
体
例
は
見
え

に
く
い
。
一
方
、
劉
歆
は
壮
大
な
構
想
に
基
づ
い
て
明
瞭
な
体
例
を
示
し
、
時
に
は
文
献

の
改
造
も
辞
さ
な
い
。
例
え
ば
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
つ
い
て
、
劉
向
は
本
文
を
改
造
せ

ず
に
『
周
易
』
説
卦
伝
等
に
基
づ
く
解
釈
を
施
し
た
の
に
対
し
、
劉
歆
は
本
文
を
改
造
し

て
『
劉
歆
伝
』
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
テ
キ
ス
ト
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
月
令
の
配
当
と

合
致
さ
せ
た
。 

 

後
漢
期
、
許
慎
や
蔡
邕
・
鄭
玄
等
と
い
っ
た
多
く
の
学
者
た
ち
は
、
劉
向
的
な
姿
勢
の

方
を
採
っ
た
。
根
拠
と
す
る
文
献
の
字
句
は
改
造
せ
ず
、
何
と
か
う
ま
く
整
合
す
る
解
釈

を
ひ
ね
り
出
す
。
『
周
礼
』
を
中
心
と
す
る
体
系
を
構
想
し
た
鄭
玄
で
さ
え
、
そ
れ
と
う

ま
く
そ
ぐ
わ
な
い
月
令
の
記
述
に
つ
い
て
、
文
面
を
書
き
換
え
ず
に
、
解
釈
を
工
夫
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
何
と
か
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
、
班
固
は
『
漢
書
』
五
行
志
に
於
い

て
、
個
々
の
配
当
で
は
劉
歆
説
を
採
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
時
に

は
劉
歆
説
に
従
わ
な
か
っ
た
。
劉
歆
の
五
行
説
の
面
目
は
個
々
の
配
当
で
は
な
く
、
整
然

と
統
一
さ
れ
た
体
例
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
時
に
従
い
、
時
に
従
わ
な
い
と
い
う
班
固
の
折
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衷
的
手
法
は
、
劉
歆
の
方
針
を
引
き
継
い
だ
と
は
や
は
り
謂
え
な
い
。 

 
ま
た
、
所
謂
「
五
行
伝
月
令
」
や
『
春
秋
繁
露
』
五
行
順
逆
・
五
行
五
事
は
、
『
洪
範

五
行
伝
』
と
月
令
を
融
合
さ
せ
て
造
作
さ
れ
た
文
献
で
あ
り
、
解
釈
に
よ
っ
て
で
は
な
く

テ
キ
ス
ト
の
操
作
に
よ
っ
て
配
当
を
統
一
す
る
と
い
う
点
で
は
、
劉
歆
の
手
法
に
似
て
い

る
と
謂
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
原
典
に
無
い
字
句
を
多
く
付
加
し
て
お
り
、
し

か
も
内
容
に
不
明
瞭
さ
や
自
己
矛
盾
が
あ
り
、
劉
歆
の
厳
密
さ
や
壮
大
さ
に
は
全
く
及
ば

な
い
。 

 

思
う
に
、
劉
歆
の
、
易
理
を
頂
点
と
し
た
「
一
―
―
三
・
五
」
の
構
造
や
、
月
令
を
中

心
と
し
た
五
行
説
の
統
一
は
、
堅
牢
に
完
成
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
後
人
に
は
応
用
し
に

く
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
白
虎
通
義
』
五
行
・
蔡
邕
『
月
令
問
答
』・
鄭
玄
『
尚

書
大
伝
注
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
期
の
経
学
者
た
ち
は
医
学
・
十
二
生
肖
・
星
座

と
い
っ
た
領
域
に
於
け
る
知
識
を
も
取
り
込
ん
で
、
五
行
説
を
拡
大
し
た
。
そ
の
際
に
、

劉
歆
の
モ
デ
ル
は
あ
ま
り
に
も
堅
固
で
、
五
行
説
を
拡
大
す
る
に
は
不
都
合
で
あ
る
。
劉

向
の
よ
う
に
、
柔
軟
に
（
悪
く
言
え
ば
場
当
た
り
的
に
）
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
説

を
結
合
す
る
手
法
の
方
が
、
扱
い
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

と
も
あ
れ
、
経
学
に
於
け
る
五
行
説
は
、
劉
向
・
劉
歆
を
境
に
し
て
性
格
が
明
ら
か
に

変
わ
っ
た
。
時
令
や
五
徳
終
始
と
い
っ
た
領
域
ご
と
（
あ
る
い
は
学
派
ご
と
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
）
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
説
を
為
し
て
干
渉
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
劉
向
等

以
降
に
は
領
域
を
越
え
て
通
じ
る
解
釈
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
時
に
融
合
し
て
新
た
な

文
献
を
造
作
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
こ
の
原
因
は
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
後
の
学
者

た
ち
が
劉
向
・
劉
歆
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
や
、
五
行
を
分
類
概
念
以
上
の
「
気
」
と

し
て
捉
え
る
認
識
の
発
達
に
加
え
て
、
書
籍
が
前
漢
期
に
較
べ
て
入
手
し
や
す
く
な
っ
た

こ
と
や
、
今
文
経
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
経
説
を
構
築
す
る
古
文
経
学
の
手
法
と

い
う
要
素
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宣
帝
期
に
石
渠
閣
で
五
経
の
異
同
が
議
論
さ
れ
た

よ
う
に
、
学
派
を
越
え
て
論
定
を
試
み
る
思
潮
が
ち
ょ
う
ど
劉
向
の
頃
か
ら
高
ま
っ
て
来

て
い
た
と
い
う
背
景
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
検
討
す
る
に
は
、
巨
大
な
視
野

と
、
多
岐
に
亘
る
知
見
が
必
要
で
あ
り
、
筆
者
の
能
力
は
未
だ
及
ば
な
い
。 

 

本
研
究
で
は
専
ら
、
五
行
説
が
前
漢
と
後
漢
の
間
、
劉
向
・
劉
歆
を
境
と
し
て
、
議
論

の
傾
向
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
現
象
を
示
し
た
。
こ
の
現
象
の
背
景
・
原
因
に
つ
い

て
は
、
今
後
も
継
続
し
て
研
究
し
て
行
き
た
い
。 

 


