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陰

符

経

を

読

む

佐

藤

一
説
に
よ
れ
ば
、
陰
符
経
は
貌
の
道
士
冠
謙
之
（
一
議
仰
は
域
瓜
系
）
が
、
太
武
帝
・
太
平
真
君
二
年
（
四
四
一
年
三
嵩
山
虎
口
巌
の
石

室
中
に
秘
蔵
し
た
の
を
、
唐
の
道
士
李
助
金
（
諸
問
献
繍
印
刷

r岬
ち
）
が
発
見
し
て
世
に
顕
彰
し
た
と
い
う
。

「
張
心
激
撰
偽
書
通
戸
室
符
径

f

考
所
引
集
仙
伝
」

F
1
6

成
立
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ほ
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
や
臆
説
が
あ
る
が
、
（
翻
齢
概
観
鵬
）
宋
の
朱
晦
吾
川
李
茎
に
よ
っ
て
顕
彰
流
布
さ

れ
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
或
は
李
筆
そ
の
人
の
撰
述
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
っ
て
い
る
。
（
埜
唱
団
）
こ
の
方
面
の
穿

撃
は
と
も
か
く
と
し
て
、
唐
代
に
な
っ
て
こ
の
陰
符
経
が
盛
ん
に
読
ま
れ
始
め
た
こ
と
は
、
唐
の
太
宗
が
長
孫
無
忌
に
陰
符
経
五
十
本
を

ー

目

、

「

宋

命

文

豹

撰

写
さ
せ
、
次
の
高
宗
に
い
た
っ
て
は
袴
遂
良
に
百
二
十
本
を
写
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
カ
虫
き
朝
廷
の
傾
倒
ぶ
り
や
｛
吹
剣
凹
録
、

矧
…
耕
一
棚
唱
、
）
唐
代
以
来
、
本
書
に
対
す
る
註
釈
書
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る

J

斡｝
b
ど
に
徴
し
て
も
う
な
づ
け
よ
う
。
そ
れ
に

（
註
ニ
〉

そ
の
後
、
宋
元
明
清
の
時
代
に
な
る
と
、
知
名
の
土
で
陰
符
経
に
言
及
す
る
も
の
の
多
い
事
な
ど
を
考
え
合
せ
て
み
れ
ば
、
唐
以
後
の

朝
野
に
亘
る
盛
行
が
自
ず
と
推
察
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
「
読
之
百
遍
、
不
如
諦
一
遍
繋
辞
、
看
一
遍
荘
子
。
」
（
吹
剣
四
録
）

な
ど
の
酷
評
が
あ
る
に
し
て
も
、

か
く
も
盛
行
を
み
た
か
ら
に
は
、
何
か
vv
ナ
民
族
の
心
の
幾
微
に
触
れ
る
も
の
を
本
書
は
も
っ
て
い

た
に
ち
が
い
な
い
。

陰

符

経

を

読

む

三
九
七



陰

符

経

を

読

む

三
九
八

註

て
例
え
ば
乙
れ
は
朱
子
陰
符
経
考
異
附
註
に
も
引
用
し
て
あ
る
が
、
宋
の
郷
樵
の
通
志
芸
文
略
巻
五
に
、
唐
代
の
も
の
と
し
て
三
十
九
部
、

五
十
四
巻
の
目
を
挙
げ
て
あ
る
。
乙
れ
に
宋
以
後
の
も
の
を
加
え
れ
ば
相
当
の
数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
多
く
は
道
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

註
ニ
、
宋
郁
康
節
〈
朱
子
陰
符
経
考
異
附
録
所
引
〉
、
程
伊
川
（
ニ
程
遺
書
巻
十
五
、
巻
十
八
〉
、
朱
晦
巷
（
朱
子
諮
類
巻
七
十
六
、
巻
百
二
十

五
）
、
元
の
劉
静
修
（
静
修
文
集
巻
十
九
）
、
明
の
蒔
敬
軒
（
読
書
録
巻
三
、
巻
六
）
。
な
お
ま
た
宋
以
後
の
知
名
の
士
の
手
に
成
る
註
釈
書

を
少
し
く
挙
げ
て
お
く
と
、
宋
の
朱
晦
慈
の
陰
符
経
考
異
一
巻
、
明
の
唐
荊
川
の
除
符
経
評
釈
解
一
巻
、
焦
弱
侯
の
陰
符
経
解
一
巻
、
清
の

託
隻
池
の
読
陰
符
経
一
巻
等
が
あ
る
。

I 

一
言
に
し
て
い
え
ば
、
陰
符
経
と
は
人
間
生
存
の
秘
訣
を
説
い
た
智
慧
の
書
で
あ
り
、
貴
ぶ
と
こ
ろ
は
聖
功
と
神
明
と
に
あ
っ
た
。
そ

の
成
立
が
深
い
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
れ
ば
、

一
個
人
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
む
し
ろ

νナ
民
族
の

智
慧
の
所
産
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
う
。
し
か
ら
ば
陰
符
経
に
表
明
さ
れ
て
い
る
最
も
根
本
的
な
人
間
生
存
の
立
て
方
は
如
何
な
る
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
然
の
道
の
違
う
べ
か
ら
ざ
る
を
知
っ
て
、
む
に
因
る
（
陰
符
経
下
筋
）
と
い

5
所
謂

νナ
的
自
然
主
義
の
立

場
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
か
か
る

νナ
的
自
然
主
義
の
立
場
に
は
、
か
の
吉
凶
禍
福
に
調
弄
さ
れ
た
塞
上
の
人
（
強
騨
）
に

お
け
る
が
如
き
、
運
命
に
黙
従
す
る
死
心
の
立
場
も
考
え
ら
れ
る
が
、
陰
符
経
に
お
い
て
は
、
「
宇
宙
在
乎
手
、
万
化
生
於
身
。
」
（
上
）
等

と
述
べ
て
、
宇
宙
万
化
を
一
身
に
括
嚢
せ
ん
と
す
る
積
極
的
な
人
の
立
場
を
主
張
し
て
来
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
か
く
自
然
に
順
う
と
い

う
根
本
の
立
場
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、

一
方
は
盲
従
死
心
の
消
極
的
立
場
を
免
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

一
方
は
宇
宙
を
も
掌
握
せ

ん
と
す
る
積
極
的
な
立
場
を
取
り
得
た
所
以
は
し
か
ら
ば
那
辺
に
あ
っ
た
か
。
こ
れ
も
す
開
問
う
と
こ
ろ
に
本
論
の
主
題
が
あ
り
、
詳
し
く
は



後
述
す
る
と
し
て
、
先
ず
簡
単
に
そ
の
大
要
を
述
べ
て
お
け
ば
、
そ
れ
は
陰
符
経
野
頭
の
一
文
に
、
「
観
天
之
道
、
執
天
之
行
、
尽
失
。
」

（
上
）
と
あ
る
が
如
き
、
「
観
執
奉
天
、
」
（
傾
倒
麟
）
す
る
知
の
は
た
ら
き
の
深
さ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
陰
符
経
は
ま
た
、
「
其
盗
檎

也
、
天
下
英
能
見
、
莫
能
知
。
君
子
得
之
固
射
、
小
人
得
之
軽
命
。
」
（
中
）
と
も
い
う
。
天
下
衆
人
の
能
く
知
見
す
る
こ
と
な
さ
盗
機
（
ほ
哨

九
九
一
。
喰
述
）
を
機
敏
に
把
握
す
る
所
に
、
君
子
之
（
盗
一
機
）
を
得
て
射
を
固
め
る
と
い
う
陰
符
経
の
立
場
が
あ
り
、
陰
符
経
の
小
人
と
は
、
己

が
得
て
も
っ
て
生
と
し
た
こ
の
天
機
が
、
実
は
ま
た
己
の
生
を
脅
す
盗
機
で
も
あ
る
と
い
う
秘
密
に
洞
察
を
欠
い
で
、
己
が
運
命
を
軽
卒

に
取
り
扱
う
も
の
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
執
れ
に
し
て
も
人
間
生
存
の
契
機
と
な
る
も
の
が
知
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
以
よ
の
二
例
は
示
し
て

い
る
。
し
か
ら
ば
陰
符
経
の
智
慧
に
照
し
出
さ
れ
た
自
然
乃
至
世
界
の
様
相
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

]I 

自
然
之
道
静
、
故
天
地
万
物
生
。
天
地
之
道
浸
、
故
陰
陽
勝
。
陰
陽
相
推
而
変
化
順
失
。
（
下
）

と
あ
る
は
陰
符
経
の
言
。
こ
の
静
・
浸
を
も
っ
て
す
る
自
然
解
釈
は
、
現
象
の
背
後
に
は
た
ら
い
て
い
る
天
機
の
微
妙
な
る
を
述
べ
た
も

の
で
、
自
然
高
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
朱
晦
ぞ
推
称
し
て
や
ま
な
か
っ
た
一
文
で
あ
る
が
、
（
曾
場
）
静
な
る
自
然
の
道
を
立
て
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
老
子
の
口
吻
を
、
天
地
聞
の
万
物
の
生
成
変
化
を
陰
陽
二
気
の
漸
漸
た
る
相
勝
関
係
で
説
く
と
こ
ろ
に
は
易
の
口
吻
を

そ
れ
ぞ
れ
感
得
す
る
。
事
実
ま
た
陰
符
経
自
然
観
央
官
、
従
来
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
剤
取
制
強
鴇
」
「
古
）
大
易
老
子
の

そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
が
大
綱
は
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
陰
符
経
自
然
観
の
特
色
と
な
る
部
分
は
必
ず
し
も
此
処
に
は

な
か
っ
た
。
即
ち
人
聞
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
通
じ
て
自
然
を
観
察
す
る
以
上
、
大
易
に
は
大
易
の
、
老
子
に
は
老
子
の
持
ち
前
が
あ
っ

陰

符

経

を

読

む

三
九
九
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O

た
わ
け
で
、
同
様
に
陰
符
経
に
も
陰
符
経
独
自
の
持
ち
前
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
、
「
天
有
五
賊
。
」
（
上
）
と
す
る
五
賊
の
思
想
で
あ
ろ

う
。
こ
の
五
賊
に
つ
い
て
は
、
唐
の
李
筆
（
鰐
躍
）
や
宋
の
朱
晦
蓬
（
一
評
議
毅
一
時
現
ハ
）
を
始
め
と
し
て
、
厚
木
以
来
の
註
釈
者
の
多

く
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
五
行
の
気
機
に
と
っ
て
い
る
。
（
脈
問
削
議
却
し
は
炉
か
れ
市
）
五
行
の
気
機
を
そ
の
変
化
の
神
妙
不
測
な
る
方
面
か

ら
と
く
に
把
握
し
て
五
龍
と
い
い
あ
ら
わ
す
（
鬼
谷
子
）
の
と
同
様
に
、

五
行
の
気
機
を
相
魁
の
方
面
か
ら
と
く
に
把
握
し
て
五
賊
と
い

い
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
五
賊
有
二
釈
。
一
就
五
行
釈
。
五
行
者
水
火
木
金
土
。
何
以
謂
之
五
賊
耶
。
蓋
生
魁
相
的
。
乃
流
転
之
道
。
今

専
就
相
魁
而
言
。
是
以
名
之
五
賊
。
：
：
：
：
・
二
就
五
塵
釈
。
五
鹿
者
色
声
香
味
触
。
皆
従
外
来
。
残
害
性
真
。
故
日
天
有
五
賊
。
」
（
陰
符
経
発
隠
）
二

解
釈
の
一
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

番
目
の
解
釈
は
こ
の
註
者
が
仏
教
徒
で
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
人
聞
の
六
根
（
限
耳
鼻
舌
身
怠
）
に
は
た
ら
き
か
け
る
外

物
と
し
て
の
六
境
（
色
声
香
味
触
法
）
は
、
仏
性
を
賊
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
浬
契
経
で
は
六
賊
と
称
す
る
。
陰
符
経
発
隠
の
著
者
は
、
外
的
存

在
に
あ
ら
ず
と
い
う
理
・
白
か
ら
、
六
境
中
の
法
を
除
外
し
て
五
賊
と
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
経
文
中
に
は
五
賊
の
内
容
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
て
は
い
な
い
。
さ
れ
ば
此
処
で
は
五
賊
の
五
と
い
う
数
字
に
は
あ

ま
り
拘
泥
せ
ず
に
、
賊
の
方
に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。
し
か
ら
ば
賊
と
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず

文
字
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
生
に
対
す
る
殺
（
死
）
、
成
に
対
す
る
敗
、
恩
に
対
す
る
害
、
愛
に
対
す
る
憎
等
の
如
く
、
魁
的
な
方
面
を
総

称
す
る
も
の
で
、
傷
盗
等
と
も
通
用
さ
れ
る
。
事
実
、
陰
符
経
に
お
い
て
は
盗
殺
等
の
文
字
が
賊
と
互
用
併
用
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
。
し

か
ら
ば
そ
の
思
想
的
な
意
味
は
何
処
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
か
く
賊
を
生
剤
相
何
る
気
機
の
魁
の
方
面
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
結
局
陰
陽

思
想
に
還
元
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
天
生
天
殺
、
道
之
理
也
。
」
（
中
）
と
陰
符
経
は
い
う
。

こ
の
言
葉
は
易
の

「
一
陰
一
陽
之
謂
道
。
」
（
繋
辞
上
〉
の
一
句
を
初
仙
仰
せ
し
め
る
も
の
で
、
易
の
思
想
と
同
様
に
、
事
柄
を
変
化
流
転
の
相
に
お
い
て
把
握



し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
天
機
に
は
も
の
を
生
成
す
る
積
極
的
な
力
（
陽
）
と
、
も
の
を
消
滅
す
る
消
極
的
な
カ
（
陰
）

と
の
二
つ
が
あ
り
、
所
謂
「
両
故
化
、
」
（
張
子
正
栄
）
で
、
こ
の
両
者
が
相
生
相
魁
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
造
化
の
妙
用
が
遂
行
さ
れ
’
る
と
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
人
倫
の
立
場
に
立
つ
易
に
は
、
「
天
地
之
大
徳
、
日
生
。
」
（
繋
辞
下
）
と
い
う
一
句
が
あ
り
、
陰
陽
二
気
の
消
息
盈
虚
の
背

こ
れ

後
に
、
万
物
の
生
成
発
展
を
希
う
絶
対
者
の
烹
志
、
つ
ま
り
天
の
生
意
を
積
極
的
に
立
て
て
、
之
を
継
ぐ
と
こ
ろ
に
道
徳
的
価
値
と
し
て

の
善
を
認
め
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
周
知
の
如
く
儒
教
に
お
い
て
は
陽
つ
ま
り
天
生
の
方
面
（
削
除
舵
開
札
M
恥
一
治
尚
一
町
野
一
紘
一
一
凹
荒
子
の
）

が
尊
ば
れ
て
、
そ
こ
か
ら
現
実
の
生
が
導
び
か
れ
且
つ
高
め
ら
れ
、
或
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
孔
子
が
、
「
志
士
仁
入
、
無
求
生
以
害
仁
、

有
殺
身
以
成
仁
。
」
（
輸
出
ヂ
）
と
述
べ
、
孟
子
が
、
「
生
亦
我
所
欲
也
。
義
亦
我
所
欲
也
。
二
者
不
可
得
兼
、
舎
生
而
取
義
者
也
。
云
云
o
」

（
告
子
上
）
と
述
べ
て
い
る
が
如
く
、
現
実
の
生
が
痛
切
に
反
省
さ
れ
て
来
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
倫
の
立
場
を
必
ず

し
も
標
梼
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
天
に
絶
対
的
な
生
意
の
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
認
め
な
い
陰
符
経
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

人
間
的
な
価
値
、
目
的
、
感
情
を
も
っ
て
規
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、

つ
ま
り
生
殺
与
奪
に
煮
趣
の
な
い
機
を
天
に
認
め
、

そ
の
機

の
発
動
に
よ
っ
て
生
殺
が
相
分
れ
る
と
す
る
自
然
観
に
立
脚
し
な
が
ら
、
既
成
の
事
実
で
あ
る
生
を
あ
く
ま
で
も
護
持
し
繁
栄
さ
せ
て
ゆ

く
た
め
に
、
天
生
の
方
面
を
尊
ぶ
儒
教
の
立
場
と
は
全
く
逆
に
夫
殺
の
方
面
を
積
概
的
に
立
て
て
来
る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
恥
J
K此

同
州
統
蜘
鉱
詩
語
録
判
長
城
河
村
議
議
）
即
ち
山
川
に
陰
符
経
は
人
間
生
存
の
秘
訣
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
お

い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
己
れ
の
運
命
乃
至
生
存
の
問
題
を
軽
卒
に
取
扱
う
も
の
を
小
人
と
し
、
己
れ
の
射
を
固
め
る
も
の
、

保
身
の
術
に
長
け
た
も
の
を
君
子
と
す
る
陰
符
経
の
所
説
に
照
し
て
も
う
な
づ
け
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
生
存
に
対
す
る
愛
着
に
深

つ
ま
り
安
身

刻
な
も
の
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
に
敵
意
を
も
っ
た
賊
が
内
外
に
満
あ
満
ち
て
、
強
く
人
聞
に
逼
っ
て
来
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
現
象
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
「
生
者
死
之
根
、
死
者
生
之
根
－
恩
生
於
害
、
害
生
於
恩
。
」
（
下
）
と
述
べ
て
、
生
死
恩
害
の
相
荷
る

た
ち
ま
ち

こ
と
を
洞
察
し
た
陰
符
経
の
智
慧
は
、
か
の
天
生
的
な
方
面
が
伎
に
変
転
し
て
天
殺
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
、
恰
も
費
目
青
天
が
俊
に
変

じ
て
迅
雷
震
電
と
な
る
が
如
く
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
変
転
窮
り
な
い
天
地
の
気
機
を
全
体
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
、
所
謂
「
水
に
沈

み
火
に
入
り
て
自
ら
滅
亡
を
取
る
。
」
（
下
）
の
愚
行
を
結
果
す
る
を
免
れ
な
い
と
す
る
。
そ
こ
で
例
え
ば
、
「
危
者
安
其
位
者
也
、
亡
者
保

其
存
者
也
、
乱
者
有
其
治
者
也
。
是
故
君
子
安
而
不
忘
危
、
存
而
不
忘
亡
、
治
而
不
忘
乱
。
是
以
身
安
而
国
家
可
保
也
。
易
目
、
其
亡
其

亡
、
繋
子
包
桑
。
」
（
繋
辞
下
）
と
あ
る
が
如
く
、
天
殺
の
方
面
（
危
、
亡
、
乱
）
を
正
面
に
立
て
た
方
が
、
所
謂
正
言
反
す
る
が
如
し
で
、

却
っ
て
天
道
を
全
体
的
に
把
握
出
来
る
と
し
、
従
っ
て
ま
た
生
存
を
維
持
し
う
る
と
し
て
賊
を
説
い
て
来
た
わ
け
で
あ
る
う
。
さ
れ
ば
陰

符
経
に
お
け
る
賊
は
、

口
に
は
苦
く
と
も
起
死
回
生
の
妙
薬
と
で
も
い
う
べ
ま
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
陰
符
経
の
賊
に

は
ま
た
ち
が
っ
た
意
味
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

即
ち
以
上
の
如
き
賊
を
立
て
る
考
え
方
が
、
宇
宙
開
の
万
事
万
物
に
ま
で
推
し
拡
げ
ら
れ
た
場
合
、
天
機
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
は
、

'--

と

ご
と
く
に
賊
が
隠
伏
し
存
在
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
天
地
万
物
之
盗
、
万
物
人
之
盗
、
人
万
物
之
盗
。
」
（
中
）

と
述
べ
て
三
才
の
関
係
を
盗
で
説
く
が
如
き
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
聞
を
中
心
に
し
て
考
え
れ
ば
、
外
物
が
人
聞
に
対
し
て
賊
と
し
て

は
た
ら
く
一
面
が
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
自
身
の
営
み
に
も
賊
的
な
一
商
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
例
え
ば
、
列
子
・

天
瑞
篇
に
国
民
の
盗
の
話
が
あ
り
、
国
氏
は
、
「
吾
盗
天
地
之
時
利
、
雲
雨
之
時
間
潤
、
山
沢
之
産
育
、
以
生
五
禾
、
殖
豆
口
稼
、
築
五
ロ
垣
、
建

吾
舎
。
陸
盗
禽
獣
、
水
盗
魚
襲
。
亡
非
盗
也
。
」
と
い
う
。
即
ち
と
の
国
民
の
如
き
は
、
外
、
一
六
に
盗
ん
で
も
っ
て
吾
が
生
に
資
し
、
も
っ

て
吾
が
身
の
繁
栄
を
致
し
た
も
の
で
あ
る
う
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
陰
符
経
の
五
賊
に
は
別
の
解
釈
が
あ
る
。
陰
符
経
集
註
に
よ
れ
ば
、
五



賊
と
は
賊
命
・
賊
物
・
賊
時
・
賊
功
・
賊
神
の
五
つ
で
あ
り
、
人
聞
が
と
の
五
者
（
ム
川
町
伺
ト
時
）
を
盗
み
用
う
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
。

例
え
ば
黄
帝
の
如
き
は
命
を
賊
し
盗
ん
で
、
遂
に
白
日
昇
天
し
得
た
も
の
、
殿
周
の
如
き
は
神
を
賊
し
盗
ん
で
、
小
を
も
っ
て
大
を
滅
し

得
た
も
の
、
管
仲
の
如
き
は
時
を
賊
し
盗
ん
で
、
諸
侯
を
九
合
し
得
た
も
の
、
拒
識
の
如
き
は
物
を
賊
し
盗
ん
で
、
南
越
に
覇
た
り
得
た

も
の
、
張
良
の
如
き
は
功
を
賊
し
盗
ん
で
、
強
楚
を
敗
り
得
た
も
の
と
す
る
。
査
し
人
聞
の
営
み
に
は
、
外
物
に
と
っ
て
、
も
っ
て
己
れ

の
生
存
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
を
陰
符
経
で
は
賊
（
盗
）
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
じ
く
賊
と
は
い
っ
て
も
、
前
掲
陰

符
経
集
註
所
載
の
如
き
諸
賊
が
あ
り
、
ま
た
前
掲
列
子
・
天
瑞
篇
の
国
民
の
如
く
、
天
に
盗
ん
で
栄
耀
栄
華
を
極
め
た
盗
が
応
り
、
ま
た

同
じ
く
列
乎
・
天
瑞
篇
の
向
氏
の
如
く
、
人
の
金
玉
珍
宝
、
穀
吊
財
貨
を
盗
ん
で
罪
を
抽
出
た
盗
が
あ
り
、
或
は
ま
た
斉
の
回
成
子
の
如
く
、そ

し

斉
の
君
を
殺
し
て
其
の
国
を
奪
い
な
が
ら
も
、
併
せ
て
其
の
聖
知
の
法
を
も
盗
ん
だ
が
故
に
、
身
は
莞
舜
の
安
き
に
処
り
、
小
国
敢
て
非

た
も

ら
ず
、
大
国
敢
て
諒
せ
ず
、
十
二
世
斉
の
国
を
有
つ
が
如
き
盗
も
あ
っ
た
。
（
荘
子
・
舷
箆
篇
）
そ
し
て
そ
の
成
敗
に
か
く
も
大
き
な
相
違

が
あ
っ
た
の
は
、
盗
を
な
す
に
も
道
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
成
敗
は
一
に
そ
の
道
を
得
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
え

ょ
う
。
「
五
賊
在
心
、
施
行
於
天
、
宇
宙
在
乎
手
、
万
化
生
乎
身
。
」
（
上
）
と
述
べ
て
、
賊
が
天
の
立
場
に
お
い
て
施
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
し
、
或
は
ま
た
、
「
天
地
万
物
之
盗
、
万
物
人
之
盗
、
人
万
物
之
盗
。
コ
一
盗
既
宜
、
三
才
既
安
。
」
（
中
）
と
述
べ
て
、
盗
は
盗
な
り
に
大

き
な
調
和
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
陰
符
経
の
賊
（
盗
〉
は
、

か
の
向
氏
の
「
垣
を
愉
え
、
室
を
撃
ち
て
、
手
目
の
及
ぶ
所
、
探
ら
ざ

る
な
し
」
（
列
子
・
天
瑞
篇
）
と
あ
る
が
如
き
人
為
の
我
偉
か
ら
発
す
る
、

い
わ
ば
単
純
な
意
味
の
賊
で
は
決
し
て
な
く
、
人
聞
が
陰
陽
造

化
の
気
機
を
機
敏
に
奪
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
道
を
天
道
に
ま
で
高
め
て
く
る
と
こ
ろ
に
賊
（
盗
）
道
の
至
極
が
あ
る
と
陰
符
経
は

考
え
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
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か
く
し
て
賊
の
方
面
を
積
極
的
に
立
て
て
来
る
と
こ
ろ
に
陰
符
経
の
特
色
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
第
一
に
、
気
機
の
不
測
の
転
変
に
対
す

る
警
戒
の
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
械
的
な
も
の
を
立
て
る
だ
け
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、

を
観
る
。
」
（
上
）
と
あ
る
が
如
く
、
実
は
現
象
と
し
て
の
賊
を
媒
介
に
し
て
、
天
道
の
秘
密
を
調
察
す
る
と
こ
ろ
に
深
い
意
味
が
あ
っ

「
天
道

た
。
第
二
に
、
陰
符
経
は
人
聞
の
営
為
に
賊
的
な
も
の
を
認
め
、
そ
の
賊
的
な
営
み
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
己
れ
の
生
存
を
維
持
し
繁
栄
さ

せ
て
ゆ
く
こ
と
を
強
調
す
る
一
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
単
純
な
意
味
の
、
つ
ま
り
人
為
と
し
て
の
賊
に
終

始
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
「
天
の
行
を
執
る
。
」
（
上
）
と
あ
る
が
如
く
、
天
機
を
括
饗
し
て
、
賊
が
天
の
立
場
に
お
い
て
施
行
さ
れ

て
来
る
と
こ
ろ
に
深
い
意
味
が
あ
っ
た
。
い
づ
れ
に
し
て
も
陰
符
経
の
賊
は
天
道
に
帰
一
す
る
運
命
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
前
に
、
「
’
天
生
天
殺
、
道
之
理
也
。
」
（
中
）
と
あ
る
一
文
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
世
界
を
変
化
流
転
し
て
や
ま
な
い
現
象
の
方
面
か
ら
み

た
場
合
、
生
殺
が
交
迭
す
る
の
は
、

つ
ま
り
日
中
す
れ
ば
移
り
、
月
盈
れ
ば
騎
け
、
物
盛
ん
な
れ
ば
衰
え
、
楽
し
み
極
ま
れ
ば
悲
し
み
生

そ
れ
を
た
だ
生
殺
と
い
わ
ず
に
天
生
天
殺
と
い
う
の
は
、

生
殺
を
主
宰
す
る
の
宗
主
と
し
て
道
乃
至
天
を
立
て
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
に
、
「
自
然
之
道
静
。
云
云
。
天
地
之
道
浸
。
云
云
o
」

（
下
）
の
一
文
を
挙
げ
た
が
、
静
と
は
天
道
を
そ
の
本
体
の
方
面
か
ら
述
べ
た
も
の
、
浸
と
は
そ
れ
を
作
用
の
方
面
か
ら
述
べ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
就
中
、
例
え
ば
列
子
に
、
「
万
物
皆
出
於
機
、
皆
入
於
機
。
」
（
眠
時
哨
「
純
一
間
に
）
と
あ
る
が
如
き
、
「
群
有
之
始
、
動
之
所
宗
。
」

ず
る
の
は
、

こ
の
世
の
自
然
必
然
の
定
数

（理）

で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

（
列
子
・
張
湛
注
）
で
あ
る
械
を
陰
符
経
は
し
き
り
に
説
い
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
ゐ
機
の
発
動
、
陰
陽
生
殺
に
つ
い
て
い
え
ば
そ
の
変



化
の
神
妙
不
測
な
る
方
面
を
重
視
し
て
、
神
機
（
下
）
を
説
い
て
来
る
と
こ
ろ
に
術
の
書
陰
符
経
の
天
道
観
の
特
色
が
あ
っ
た
。
な
お
天

道
を
「
至
私
な
る
も
の
、
」
「
無
恩
な
る
も
の
、
」
「
至
静
な
る
も
の
、
」

な
価
値
・
目
的
・
感
情
を
も
っ
て
規
定
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
下
）
と
す
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
天
機
の
発
動
に
、
人
間
的

「
人
知
其
神
之
神
、

不
知
不
神
之
所
以
神
。
」
（
中
）
と
あ
る
は
陰
符
経
の
言
。
｛
乙
の
一
文
に
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、

f

従
っ
て
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
い

初
出
一
日
肘
一
M
川市一麻酔配
w紘
一
燃
は
あ
・
話
一
拍
池
山
知
）
朱
晦
荏
に
よ
れ
ば
神
と
は
霊
佐
不
測
の
も
の
で
、
不
神
と
は
天
地
日
月
山
川
動
植
の
類
な
り

と
す
る
。
（
朱
子
陰
符
経
考
異
。
）
霊
佐
不
測
の
も
の
は
い
か
に
そ
れ
が
神
で
あ
る
と
は
い
え
、
現
象
に
止
っ
て
い
る
か
ぎ
り
虚
妄
の
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
喪
胆
す
る
よ
う
で
は
愚
人
の
誹
を
免
れ
な
い
。

一
方
、
天
地
日
月
山
川
動
植
の
類
は
、
現
象
と
し
て
は
不
神
の
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
も
の
に
は
理
が
あ
る
。
か
の
白
起
が
兵
法
の
秘
訣
を
説
い
て
、
「
形
勢
自
然
の
理
を
計
る
の
み
、
何
の
神
か
こ
れ
有
ら

ん
。
」
（
戦
国
策
）
と
述
べ
た
如
、
き
合
理
的
態
度
は
、

か
か
る
現
象
界
を
経
緯
し
て
い
る
理
法
を
具
に
把
握
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
確

か
に
優
れ
て
い
る
が
、
神
な
る
も
の
を
認
め
ぬ
点
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
機
械
的
な
立
場
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
「
微
乎
微
乎
、
至
於
無

形
。
神
乎
神
乎
、
至
於
無
声
。
」
（
虚
実
）
と
説
く
孫
子
の
兵
法
に
比
較
す
れ
ば
、
浅
薄
の
誹
を
免
れ
な
い
。
陰
符
経
は
、

「
日
月
有
数
、
大

小
有
定
。
聖
功
生
君
、
神
明
出
露
。
」
（
中
）
と
述
べ
て
、
人
聞
が
生
き
て
ゆ
く
場
で
あ
る
こ
の
世
界
の
真
相
を
後
者
に
認
め
な
が
ら
も
、

定
数
〈
理
）
の
あ
る
こ
の
現
象
相
対
の
世
界
の
背
後
に
、
微
妙
に
は
た
ら
い
て
い
る
神
な
る
も
の
（
白
山
一
割
…
時
一
肌
間
一
乙
何
吋
明
、
ト
融
制

吋
日

r－綿寸ハ側一一山一齢一
ω
M
M一
片
付
わ
っ
て
）
を
立
て
て
来
る
点
に
お
い
て
は
、
白
起
等
の
機
械
的
自
然
観
を
更
に
超
え
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
か
よ
う
に
し
て
陰
符
経
は
宇
宙
人
世
の
根
本
に
、
人
聞
の
知
見
を
絶
す
る
所
謂
無
的
な
も
の
、
即
ち
天
の
機
械
の
存
在
を
認
め
て

来
る
。
無
な
る
が
故
に
そ
の
生
殺
の
機
用
は
神
妙
不
測
、
・
無
恩
無
私
。
場
合
に
よ
っ
て
は
英
雄
豪
傑
を
も
播
弄
顛
倒
し
か
ね
な
い
も
の
が

陰

符

経

を

読

む

四
O
五



陰

符

経

を

読

む

四
O
六

あ
っ
た
。
き
れ
ば
陰
符
経
に
お
け
る
術
の
絶
対
性
も
、
「
観
天
之
道
、
執
天
之
行
、
尽
失
。
天
有
五
賊
、
見
之
者
昌
。
五
賊
在
心
、
施
行

恥
一
知
、
宇
宙
在
乎
手
、
万
化
生
乎
身
。
」
ハ
上
）
と
あ
る
が
如
く
、
或
は
ま
た
、
「
天
下
之
故
、
皆
自
無
而
生
有
。
ん
払
由
同
私
N
m
L
齢
、
則
宇

宙
在
実
。
」
（
弊
欝
）
と
あ
る
が
如
く
、
人
聞
が
天
つ
ま
り
無
の
立
場
を
と
る
に
い
た
っ
て
、
（
議
批
駁
諮
問
捌
榔
い
験
問
郎

慨
は
唱
が
え
路
常
務
官
）
天
も
ま
た
そ
の
技
備
を
用
う
る
と
こ
ろ
な
き
至
極
の
処
に
い
た
る
と
す
る
。
が
そ
の
た
め
に
は
形
骸
（
有
）

の
閏
聞
を
容
易
に
離
脱
し
得
ぬ
人
間
自
身
の
側
に
も
ま
た
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
深
刻
な
問
題
が
あ
っ
た
。

百

「
天
性
人
也
。
人
心
機
也
。
立
天
之
道
、
以
定
人
也
。
」
（
上
）
と
あ
る
は
陰
符
経
の
言
。
天
性
は
人
な
り
と
は
前
述
の
加
き
天
機
が
人

心
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
天
人
一
機
な
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
る
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
が
根
底
に
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
観
執

奉
天
し
て
宇
宙
を
一
身
に
括
嚢
せ
ん
と
す
る
、
換
言
す
れ
ば
陰
陽
造
化
の
檎
を
奪
取
せ
ん
と
す
る
術
の
絶
対
性
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ

ろ
う
。
ま
た
人
心
は
機
な
り
と
は
、
人
心
が
吉
凶
禍
福
、
死
生
存
亡
の
相
分
れ
る
発
動
の
由
る
と
こ
ろ
、

つ
ま
り
機
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
う
。

嘗
て
荘
子
が
檎
柑
に
響
え
た
如
く
、
（
斉
物
論
）
人
心
の
は
た
ら
き
に
は
、

或
は
外
物
に
触
発
さ
れ
て
妄
動
し
、
そ

の
方
向
を
見
失
な
う
危
険
が
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
人
心
は
そ
の
円
活
な
る
機
用
を
失
っ
て
一
物
に
化
す
る
危
険
も
あ
っ
た
。
と
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
変
化
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
と
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
機
で
あ
る
人
心
の
発
動
が
正
鵠
を
得
て
、
し
か
も

且
つ
主
体
性
が
立
っ
て
自
在
に
は
た
ら
き
う
る
た
め
に
は
、
「
天
の
道
を
立
て
て
、
以
て
人
を
定
め
る
」
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
お
る
が
、

そ
の
重
責
に
た
え
う
る
も
の
と
し
て
、
陰
符
経
は
各
種
あ
る
心
の
は
た
ら
き
の
う
ち
、
知
を
最
も
根
本
的
な
も
の
と
し
て
立
て
て
来
る
の



で
あ
る
。
が
そ
の
知
が
単
な
る
知
識
的
経
験
的
な
も
の
に
終
始
す
る
な
ら
ば
、
形
式
的
機
械
的
な
天
道
観
察
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
「
天
の

行
を
執
る
」
と
あ
る
が
如
、
き
術
の
円
活
自
在
な
る
運
用
は
期
す
べ
く
も
な
い
、
そ
こ
で
陰
符
経
は
、
「
知
之
修
煉
、
謂
之
聖
人
。
」
（
上
）
と
述
べ

て
外
面
的
知
識
的
な
知
的
活
動
に
、
修
煉
と
い
う
内
面
的
行
的
な
功
夫
が
と
も
な
っ
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
鬼
谷
子
に
は
、
「
内
修

煉
し
て
お
を
知
る
、
討
を
聖
人
と
い
う
o
」
（
糊
怨
五
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
知
は
も
は
や
単
な
る
外
面
的
知
識
的
な
知
で
比

な
く
、
修
煉
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
的
な
も
の
を
摂
取
し
、
生
命
を
得
て
愈
々
深
化
し
た
も
の
、
つ
ま
り
神
知
と
か
叡
知
と
か
い

ニ

れ

、

。

『

勿

論

、

陽

明

の

良

知

は

道

窓

拘

わ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
之
を
儒
教
に
求
め
れ
ば
例
え
ば
王
陽
明
の
良
知
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
｛
価
値
の
鋭
敏
な
る
感
知
の
方
面

M
M
M一
一
諸
制
一
筏
）
即
ち
陽
明
は
、
「
む
を
不
善
に
用
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
蘇
秦
張
儀
の
智
も
ま
た
聖
人
の
資
で
あ
り
、
良
知
の
妙
用
の

処
を
窺
い
見
得
た
も
の
、
」
（
伝
習
録
下
）
と
し
て
、
転
円
無
窮
、
能
く
其
の
巧
辞
を
轄
せ
た
儀
秦
の
智
を
認
め
て
来
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
伝
説
に
よ
れ
ば
鬼
谷
子
は
儀
秦
の
師
匠
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
王
陽
明
が
取
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
儀
秦
の
智
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
鬼
谷
子
の
智
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
同
じ
く
修
煉
を
心
要
と
す
る
陰
符
経
の
知
的
活
動
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
ら
ば
神
知
或
は
叡
知
の
獲
得
に
か
く
修
煉
を
必
要
と
す
る
所
以
は
何
処
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
現
実

の
人
間
性
に
己
れ
自
身
に
対
し
て
賊
と
し
て
ば
た
ら
く
も
の
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
陰
符
経
の
人
間
観
に
由
来
す
る
と
い
え
よ
う
。
即

ち
、
「
性
有
巧
拙
、
可
以
伏
蔵
。
九
寂
之
邪
、
在
乎
三
要
、
可
以
動
静
。
」
（
上
）
と
陰
符
経
は
い
う
。
巧
拙
の
不
聞
が
あ
る
性
と
は
、
つ
ま

り
宋
儒
の
所
謂
気
質
の
性
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
人
聞
に
は
知
的
活
動
の
外
に
、
こ
の
気
質
的
な
も
の
に
依
存
す
る
は
た
ら
き
が

あ
る
。
知
的
活
動
に
も
前
述
の
如
き
神
知
（
叡
知
）
的
な
も
の
の
外
に
、
九
薮
、
就
中
耳
目
口
の
三
要
（
限
一
氏
側
恥
航
一
銭
一
一
説
一
白
一
比
一
中

陰

符

経

を

読

む

四
O
七



陰

鵬
邦
雄
官
章
一
）
に
依
存
す
る
感
覚
的
知
覚
作
用
が
あ
る
。

符

経

を

読

む

四
O
八

こ
れ
ら
は
、
「
心
生
於
物
、
死
於
物
。
」
（
下
）
と
あ
る
が
如
く
、

外
物
に
触
発
さ

れ
て
起
滅
生
死
す
る
底
の
も
の
で
、
「
耳
目
之
官
、
不
思
而
蔽
於
物
。
物
交
物
則
引
之
市
己
実
。
」
（
孟
子
・
告
子
上
）
と
述
べ
て
、
嘗
っ
て

孟
子
が
気
附
い
て
い
た
よ
う
に
、
或
は
ま
た
、
「
其
噌
欲
深
者
、
其
天
機
説
。
」
（
荘
子
・
太
宗
師
）
と
述
べ
て
、
嘗
っ
て
荘
子
が
気
附
い
て
い

た
よ
う
に
、
天
機
に
は
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
浅
妄
盲
目
の
も
の
で
あ
っ
て
、
主
体
性
に
之
し
い
は
た
ら
き
で
あ
る
。
今
人
聞
が
か
か
る

も
の
の
拡
に
行
動
す
る
な
ら
ば
、
結
局
変
化
の
法
則
に
支
配
さ
れ
、
吉
凶
禍
福
の
奴
隷
に
な
っ
て
、
人
間
生
存
の
基
礎
は
危
殆
に
瀕
す
る

と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
こ
の
人
聞
の
気
質
的
感
覚
的
な
も
の
の
自
然
的
傾
向
で
あ
る
利
を
好
み
害
を
避
け
る
と
い
う
性
質
は
、
例

え
ば
孟
子
が
、
「
不
奪
不
健
。
」
（
梁
恵
玉
上
）
と
述
べ
て
い
る
が
如
く
、
或
は
ま
た
荷
子
が
、
「
人
生
而
有
欲
。
欲
而
不
得
、
則
不
能
無
求
。
求

而
無
度
量
分
界
、
則
不
能
不
争
。
」
（
礼
論
）
と
述
べ
て
い
る
が
如
く
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
す
れ
ば
外
物
に
対
し
て
賊
と
し
て
盲
目
的
に
は

た
ら
く
も
の
で
あ
る
が
、
鬼
谷
子
等
は
そ
の
賊
を
捕
摩
逆
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禍
を
転
じ
て
福
と
な
す
の
術
的
支
配
を
企
て
る
。
さ

れ
ば
己
の
浅
薄
な
る
賊
性
の
艇
が
妄
動
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
鬼
谷
子
等
の
好
餌
に
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
或
は
伏
蔵
し
（
畑
一
明
一
議

に
、
鬼
蔵
を
陰
符
経
が
説

J

「
動
が
妄
動
で
な
く
、
静
が
死
静
で
も
な
い
微
妙
な
る
は
た
ョ
を
J

所
以
は
此
処
に
あ
っ
た
。
く
）
或
は
動
静
ず
る
｛
追
求
す
る
陰
納
付
経
の
立
場
が
此
処
に
よ
く
表
明
さ
れ
て
い
よ
う
o

」
行
的
功
夫
、

つ
ま
り
修
煉
を
必

要
と
す
る
理
由
の
一
つ
が
此
処
に
あ
っ
た
。

前
に
修
煉
に
よ
っ
て
知
が
生
命
を
得
て
深
化
す
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
逆
に
い
え
ば
気
質
的
感
覚
的
な
も
の
が
、
や
や
も
す
れ
ば
人

心
を
撹
乱
し
て
、
主
体
的
な
叡
知
の
妙
用
を
肺
す
る
と
い
う
事
情
を
調
察
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
瞥
者
善
聴
、
聾
者
善
視
。
絶
利
一

源
、
用
師
十
倍
。
三
返
昼
夜
、
用
師
万
倍
。
」

（
下
）
と
陰
符
経
は
い
う
。
感
覚
的
知
覚
乃
至
気
質
的
欲
望
は
、
主
体
が
外
物
に
あ
っ
て
、

人
聞
の
心
志
を
散
漫
な
ら
し
め
る
も
の
、

つ
ま
り
賊
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
視
覚
能
力
に
欠
陥
の
あ
る
人
聞
は
、
そ
う
で
な
い
人
間
よ



り
も
聴
覚
が
発
達
し
て
い
る
と
い
う
実
例
、
逆
に
聴
覚
能
力
に
欠
陥
の
あ
る
人
聞
は
、
そ
う
で
な
い
人
間
よ
り
も
視
覚
が
発
達
し
て
い
る

と
い
う
実
例
で
示
さ
れ
て
い
る
二
官
（
賊
）
を
絶
っ
て
さ
え
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
思
わ
ず
し
て
物
に
蔽
わ
れ
る
（
前
掲
）
耳
目
の

功
用
（
利
）
を
す
べ
て
絶
っ
て
心
志
を
統
一
し
、
主
体
を
人
心
の
が
わ
に
ひ
き
も
ど
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
十
倍
の
効
果
を
挙
げ
得
る
と
す

る
。
か
く
心
の
主
体
を
確
立
し
た
上
で
、
更
に
丁
寧
反
復
、
熟
慮
熟
考
し
て
、
宇
宙
人
世
の
理
法
を
研
鎖
し
、
世
事
に
習
熟
す
る
な
ら

ば
、
例
え
ば
、
「
故
教
之
方
、
習
子
事
而
熟
子
心
、
熟
子
心
而
達
子
用
。
其
習
也
勉
強
、
其
熟
也
自
然
。
所
謂
精
義
研
幾
以
入
神
是
也
。
」

（
綿
一
軒
一
関
某
）
と
あ
る
が
如
く
、
人
聞
の
知
は
慌
げ
に
脱
げ
ら
れ
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は
神
の
域
に
入
る
。
か
か
る
神
知
を
も
っ
て
事

に
当
ら
ん
か
、
万
倍
の
効
果
を
挙
げ
う
る
と
す
る
も
の
で
、
修
煉
を
必
要
と
す
る
根
本
の
理
由
が
此
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ

之
を
要
す
る
に
陰
符
控
が
修
煉
を
説
く
所
以
は
、
人
聞
の
浅
薄
な
る
気
質
的
感
覚
的
な
は
た
ら
き
に
賊
性
を
認
め
、
そ
の
賊
を
節
制
掃

除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
心
の
真
様
で
あ
る
神
知
を
顕
現
さ
せ
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
前
に
陰
符
経
の
術
の
絶
対
性
は
天
人
一

機
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
人
心
の
最
奥
に
内
在
す
る
天
機
と
は
、

つ
ま
り
こ
の
神
知
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た

神
知
を
磨
き
出
す
修
煉
と
は
、
結
局
人
が
天
（
無
）
に
接
近
せ
ん
と
す
る
、
乃
至
は
合
一
せ
ん
と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
沈
潜
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
時
変
に
酬
酢
し
て
活
緩
溌
地
に
生
き
て
は
た
ら
く
と
こ
ろ
に
本
領
の
あ
る
神
知

で
あ
る
が
故
に
、
陰
符
経
に
は
、
「
天
人
合
発
、
万
変
定
基
。
」

（上）

「
食
其
時
、
動
其
機
、
万
化
安
。
」

（
中
）
と
あ
る
が
如
く
、
天
の

時
機
に
即
応
し
て
、
自
在
に
変
化
発
動
し
、
も
っ
て
功
業
を
成
就
せ
ん
と
す
る
人
間
肯
定
の
態
度
が
あ
っ
た
。
き
れ
ば
同
じ
く
無
を
説
い

（
萄
子
・
解
蔽
）
と
批
判
さ
れ
た
如
き
、
道
家
者
流
の
人
間
否
定
的
沈
潜
的
な
自
然
へ
の
絶
対
帰

て
も
、
「
天
に
蔽
は
れ
て
人
を
知
ら
ず
。
」

依
の
態
度
と
は
、

い
ち
じ
る
し
く
趣
を
こ
と
に
す
る
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
陰
符
経
が
、
「
宇
宙
子
に
あ
り
、
万
化
身
に
生
ず
。
」

（上）

陰

符

経

を

続

む

四
O
九



陰

符

経

を

読

む

と
述
べ
て
、
積
極
的
な
人
の
立
場
、

四一

O

つ
ま
り
賊
を
主
張
す
る
所
以
が
此
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

－
｜
昭
和
三
十
四
年
四
月
三
十
日
l
！


