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秘
書
に
は
、日
の
吉
凶
は
天
が
決
め
る
も

の
で
は
な
く
、人
の
行
い
で
善
悪
が
決
ま

る
、
と
あ
り
ま
す
。

　

２
人
は
、占
い
や
信
仰
を
否
定
し
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。家
康
の
遺
品
に
も

天
体
や
神
仏
に
関
わ
る
文
様
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
し
、
成
宗
の
秘
書
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
陰
と
陽
に
分
け
る
陰
陽
五

行
説
に
関
わ
る
記
述
が
随
所
に
見
ら
れ

ま
す
。
戦
国
期
は
、天
に
武
運
長
久
を
祈

る
信
仰
を
続
け
な
が
ら
も
、自
力
で
運
を

切
り
開
く
合
理
的
な
思
考
も
広
が
っ
た

時
代
で
し
た
。信
仰
世
界
と
現
実
世
界
と

の
混こ

ん

沌と
ん

の
中
、
武
将
た
ち
は
、
両
世
界
の

価
値
観
を
胸
に
戦
場
に
臨
ん
だ
の
で
す
。

　

井
伊
直
幸
は
泰
平
の
世
に
生
き
た
人

で
、そ
の
世
界
観
は
さ
ら
に
変
化
し
た
は

ず
で
す
。
鎌
倉
時
代
、
戦
国
時
代
、
そ

し
て
江
戸
時
代
へ
と
、そ
れ
を
使
う
人
間

の
考
え
は
変
化
し
て
も
、軍
扇
の
形
式
は
、

固
有
の
形
を
保
ち
な
が
ら
変
わ
ら
ず
に

受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

髙
木
文
恵
）

を
貼は

り
付
け
、
裏
面
は
、
紅
色
の
紙
の

地
に
銀
箔
を
貼
り
付
け
て
月
を
あ
ら
わ

し
て
い
ま
す
。

　

８
本
あ
る
骨
の
う
ち
、
両
端
の
親
骨

２
本
が
太
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
九く

曜よ
う

文
と

北
斗
七
星
文
と
を
透
か
し
彫
り
で
あ
ら

わ
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
骨
を
束
ね

る
要か

な
め

の
部
分
に
は
鵐

し
と
ど

目め

を
入
れ
て
革か

わ

緒お

を
通
し
、
手
首
に
通
し
て
落
ち
な
い
よ

う
に
す
る
腕う

で

貫ぬ
き

の
緒
と
し
て
い
ま
す
。

　

日に
ち

輪り
ん

、
月が

ち

輪り
ん

、
九
曜
、
北
斗
七
星
は
、

い
ず
れ
も
天
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

天
文
は
神
仏
や
占
い
と
深
く
関
わ
る
も

の
で
、
武
将
た
ち
は
、
生
死
を
分
け
る

　
『
平
家
物
語
』
の
有
名
な
一
段
、那な

須す
の

与よ

一い
ち

が
活
躍
す
る
「
扇
の
的ま

と

」。
源
平

の
屋
島
の
合
戦
に
お
い
て
、
源
氏
方
の

与
一
が
、
平
氏
方
の
軍
船
に
掲
げ
ら
れ

た
扇
の
的
を
見
事
射
落
と
し
、
両
軍
と

も
感
嘆
し
た
１
節
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

軍
扇
は
、「
み
な
紅
の
扇
の
日
出
し
た

る
」。
つ
ま
り
、全
面
紅
地
に
日
を
描
い

た
扇
で
し
た
。
色
鮮
や
か
な
扇
が
、
空

に
舞
っ
て
白
波
の
上
に
漂
う
姿
は
、
さ

な
が
ら
、
１
幅
の
絵
画
の
よ
う
で
あ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

軍
扇
と
は
、
武
将
が
陣
中
で
軍
勢
を

指
揮
す
る
の
に
用
い
た
扇
で
、
重
要
な

武
具
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
ま
す
。
軍
陣

の
作
法
が
決
め
ら
れ
て
い
く
中
で
用
途

も
広
が
り
ま
し
た
。

　

今
回
紹
介
す
る
軍
扇
（
写
真
１
・
２
）

は
、
色
は
異
な
る
も
の
の
、
平
家
物
語

に
見
る
扇
を
思
わ
せ
る
も
の
で
す
。
時

代
は
下
り
ま
す
が
、
彦
根
藩
井
伊
家
10

代
直な

お

幸ひ
で

（
１
７
３
１
〜
８
９
）
の
甲か

っ

冑ち
ゅ
うの

付
属
品
と
し
て
伝
わ
り
ま
し
た
。

　

地
紙
の
表

お
も
て

面
は
、
紅
色
の
紙
に
、
日

を
あ
ら
わ
す
円
の
部
分
を
残
し
て
金き

ん

箔ぱ
く

軍
扇
と
武
将

戦
場
で
用
い
る
武
器
や
武
具
に
、
そ
の

信
仰
や
祈
り
を
文
様
の
形
で
表
現
し
た

の
で
す
。
こ
れ
ら
の
文
様
は
、
特
に
戦

国
期
の
甲
冑
や
刀
剣
に
も
よ
く
登
場
し

ま
す
。

　

徳
川
家
康
は
、
晩
年
、
興
味
深
い
言

葉
を
残
し
て
い
ま
す
。—

軍
陣
で
は
勇

気
を
主
と
し
て
攻
め
る
の
が
良
く
、
勝

敗
は
そ
の
時
の
運
次
第
で
あ
る
、
必
ず

勝
と
う
と
思
っ
て
も
勝
て
ず
、
あ
ま
り

思
わ
な
く
て
も
勝
つ
こ
と
も
あ
る
、
考

え
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
損
で
あ
る—

。

　

ま
た
、
文
明
14
年
（
１
４
８
２
）
に
書

か
れ
た
伊
達
氏
12
世
成な

り

宗む
ね

筆
と
伝
え
る

▲写真 1　日月図軍扇（表）

　

写
真
の
作
品
は
、
テ
ー
マ
展

「
戦
陣
の
装
い
」
で
７
月
27
日
㈮

か
ら
８
月
28
日
㈫
ま
で
展
示
し

て
い
ま
す
（
期
間
中
無
休
）。

▲写真 2　日月図軍扇（裏）


