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日
本
の
真
言
宗
の
開
祖
た
る
弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
（
は
︑
周
知
の
通
り
嵯
峨
帝
（
七
八
六
～
八
四
二
︑
在
位
は
八
〇

九
～
八
二
三
（
と
橘
逸
勢
（
七
八
二
～
八
四
二
（
と
と
も
に
「
三
筆
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
︑
能
書
家
と
し
て
名
高
い
︒
そ
し
て
「
弘

法
も
筆
の
誤
り
」
や
「
弘
法
筆
を
選
ば
ず
」
と
い
っ
た
現
代
に
伝
わ
る
諺
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
日
本
文
化
史
︑
と
り
わ
け
日
本

書
道
史
に
深
い
足
跡
を
残
し
て
い
る
︒
江
戸
時
代
に
は
︑
空
海
に
所
縁
あ
る
四
国
の
寺
院
を
巡
礼
す
る
「
お
遍
路
」（
四
国
八
十
八
箇

所
（
が
流
行
し
た
ほ
か
︑「
か
な
文
字
」
を
創
造
し
た
と
す
る
俗
説
ま
で
信
じ
ら
れ
た
︒
そ
の
俗
説
の
真
偽
は
さ
て
お
き
︑
空
海
が
実
際

に
残
し
た
真
蹟
に
視
点
を
移
し
て
み
る
と
︑
空
海
の
大
傑
作
の
一
つ
と
さ
れ
︑
天
台
宗
の
開
祖
た
る
伝
教
大
師
最
澄
（
七
六
六
～
八
二

二
（
に
宛
て
た
三
通
の
書
状
「
風
信
帖
」
な
ど
の
流
麗
な
書
風
に
接
す
る
と
︑
書
道
に
は
門
外
漢
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
で
す
ら
︑
そ
の
迫

力
に
圧
倒
さ
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
空
海
の
伝
記
類
に
も
彼
の
書
道
の
才
能
を
讃
え
る
逸
話
が
数
多
く
存
在
し
︑
彼
は
日
本
の
書
道
を
代
表

す
る
︑
ま
さ
に
そ
の
開
祖
と
し
て
も
仰
ぐ
べ
き
偉
人
と
言
え
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
評
価
は
実
際
に
空
海
が
書
き
残
し
た
文
章
︑
つ
ま
り
そ
の
理
論
面
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
︒
現
存
す
る
空
海
の
真
蹟
に
よ
っ
て
︑
彼
が
相
当
な
技
術
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
後
世
の
「
日
本
書
道
」

と
い
う
「
芸
術
」
の
形
成
に
対
し
て
︑
如
何
な
る
理
論
的
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
管
見
の
限
り
︑
現
存
す
る
文
献
に
は
空
海

が
書
道
の
技
能
に
真
正
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
も
の
は
存
在
せ
ず
︑
独
自
の
流
派
を
創
設
し
て
弟
子
に
書
道
を
伝
授
し
た
と
い
う
記

録
も
み
ら
れ
な
い
︒
確
か
に
現
在
空
海
に
つ
い
て
継
承
さ
れ
て
き
た
幾
つ
か
の
伝
記
的
記
述
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
脱
構
築
す
る
こ
と
は

十
分
に
可
能
で
は
あ
る
が
︑
私
は
こ
こ
で
彼
の
詩
文
集
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
に
収
め
ら
れ
た
二
篇
の
「
上
表
文
」（
臣
下
か
ら
天
皇
に

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ツ
ダ

空
海
と
そ
の
書
道
論

	

―
「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
と
「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
」
を
中
心
に
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宛
て
た
書
簡
（
を
取
り
上
げ
て
み
た
い（

１
（︒
こ
れ
ら
は
当
然
な
が
ら
中
国
の
伝
統
思
想
や
仏
教
の
影
響
が
強
く
︑
の
ち
の
時
代
に
形
成
さ

れ
た
い
わ
ゆ
る
「
日
本
書
道
」
の
考
え
方
か
ら
は
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
空
海
に
よ
る
日
本
初
の
書

道
論
と
し
て
︑
そ
の
肉
声
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
期
待
を
抱
か
せ
る
︒
こ
れ
が
本
稿
を
草
す
る
所
以
で
あ
る
︒

一
、
仏
教
の
宇
宙
観
と
文
章
経
国
思
想
の
折
衷
に
よ
る
書
道
論
―
「
献
梵
字
并
雑
文
表
」

宗
教
者
の
空
海
が
な
ぜ
書
道
論
を
唱
え
た
の
か
︒
こ
の
経
緯
を
説
明
す
る
に
は
︑
ま
ず
空
海
と
嵯
峨
帝
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ね

ば
な
ら
な
い
︒

八
〇
六
年
︑
唐
よ
り
帰
国
し
た
空
海
は
︑
時
の
み
か
ど
平
城
帝
（
七
七
四
～
八
二
四
︑
在
位
は
八
〇
六
～
八
〇
九
（
に
よ
っ
て
入
京

が
許
さ
れ
ず
︑
到
着
地
の
筑
前
博
多
に
三
年
間
の
逗
留
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
二
十
年
分
の
留
学
資
金
を
わ

ず
か
二
年
で
費
や
し
て
し
ま
い
︑
予
定
よ
り
早
く
日
本
に
帰
っ
た
こ
と
に
対
す
る
懲
罰
だ
っ
た
と
か
︑
あ
る
い
は
平
城
帝
が
空
海
の
も

た
ら
し
た
新
し
い
仏
教
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
な
ど
諸
説
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
平
城
帝
が
病
気
の
た
め
に
皇
太
弟
の
神
野
親
王

（
嵯
峨
帝
（
に
譲
位
す
る
ま
で
帰
洛
で
き
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
︒
一
方
︑
嵯
峨
帝
は
中
華
思
想
に
熱
心
に
傾
倒
し
て
お
り
︑
即
位

後
す
ぐ
さ
ま
空
海
を
畿
内
に
呼
び
寄
せ
た
︒

八
〇
九
年
七
月
︑
和
泉
国
（
大
阪
府
南
部
（
槇
尾
山
寺
ま
で
来
て
い
た
空
海
に
︑
念
願
の
入
京
を
許
可
す
る
太
政
官
符
が
下
っ
た
︒

空
海
は
晴
れ
て
都
の
西
北
郊
外
の
高
雄
山
寺
に
入
住
を
認
め
ら
れ
た
︒
高
雄
山
寺
は
現
在
の
神
護
寺
の
あ
る
場
所
で
︑
華
や
か
な
平
安

京
か
ら
は
か
な
り
離
れ
て
い
た
が
︑
唐
よ
り
輸
入
し
た
密
教
を
体
系
化
し
︑
そ
の
教
義
と
実
践
を
普
及
さ
せ
る
基
盤
を
拵
え
る
作
業
に

専
念
す
る
に
は
理
想
の
場
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

嵯
峨
帝
は
高
雄
山
寺
に
使
者
を
頻
繁
に
派
遣
し
︑
空
海
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
道
作
品
を
誂
え
る
よ
う
に
命
令
し
た
︒
空
海
に
と
っ
て
そ

れ
ら
の
製
作
は
修
行
の
妨
げ
で
あ
り
︑
少
し
面
倒
に
感
じ
て
い
た
ふ
し
も
あ
る
が
︑
彼
の
入
京
を
支
持
し
︑
そ
の
宗
教
活
動
を
認
め
て

も
ら
っ
て
い
る
関
係
上
︑
帝
の
依
頼
を
断
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
も
事
実
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

以
来
︑
幾
度
も
命
令
に
応
じ
て
書
道
作
品
を
製
作
し
︑
そ
の
都
度
上
表
文
を
添
付
し
た
空
海
だ
が
︑
彼
の
書
道
論
が
初
め
て
明
か
さ

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



れ
た
の
は
八
一
四
年
（
弘
仁
五
年
（
閏
七
月
に
進
呈
し
た
「
献
梵
字
并
雑
文
表
（
梵
字
な
ら
び
に
雑
文
を
献
ず
る
表
（」
で
あ
っ
た
︒
こ

の
文
章
は
︑
嵯
峨
帝
が
空
海
に
当
時
中
国
で
評
価
の
高
か
っ
た
書
道
の
名
品
の
幾
つ
か
を
実
際
に
書
い
て
み
せ
よ
と
の
命
令
に
応
え
る

も
の
で
あ
っ
た
︒
天
皇
に
進
呈
す
る
際
に
上
表
文
を
添
付
す
る
の
は
通
常
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
文
章
は
表
向
き

に
は
依
頼
さ
れ
た
中
国
の
書
道
作
品
（
雑
文
（
を
進
呈
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
同
時
に
献
上
す
る
「
梵
字
」
の
作
品
の
優
越
性
を

認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
漢
籍
の
教
養
が
社
会
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
平
安
初
期
の
京
で
は
︑
中
国

書
帖
の
事
実
上
の
優
位
を
無
視
す
る
の
は
政
治
的
に
危
険
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
空
海
は
中
国
の
歴
史
観
に
基
づ
い
た
「
物
語
」

に
梵
字
の
故
事
を
巧
み
に
織
り
な
す
と
い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
さ
っ
そ
く
上
表
文
の
冒
頭
部
分
か
ら

考
察
を
始
め
る
が
︑
本
稿
で
は
便
宜
上
こ
の
文
章
を
五
つ
の
段
落
に
分
け
て
読
み
進
め
て
ゆ
く
︒
ま
た
対
句
部
分
を
明
示
す
る
た
め
︑

韻
文
形
式
に
準
じ
て
改
行
を
施
し
て
掲
示
し
て
い
る
︒

　
沙
門
空
海
言
︒
空
海
聞
︑　
　
　
　
　 

　
　
沙
門
空
海
言ま
う

す
︒
空
海
聞
く
な
ら
く
︑

　
帝
道
感
天
︑
則
祕
錄
必
顯
︑　
　
　
　
　 

　
帝
道
　
天
に
感
ず
れ
ば
︑
則
ち
秘
録
　
必
ず
顕
は
れ
︑

　
皇
風
動
地
︑
則
靈
文
聿
興
︒
　
　
　
　
　
　
皇
風
　
地
を
動
か
せ
ば
︑
則
ち
霊
文
　
聿は
じ

め
て
興お
こ

る
と
︒

　
故
能
龍
卦
龜
文
︑
待
黄
犧
以
標
用
︑ 

　
　
　
故
に
能
く
龍
卦
　
亀
文
は
︑
黄
犧
を
待
ち
て
以
て
用
を
標し
め

し
︑

　
　
　
鳳
書
虎
字
︑
候
白
姫
以
呈
體
︒
　
　
　
鳳
書
　
虎
字
は
︑
白
姫
を
候ま

ち
て
以
て
体て
い

を
呈
す
︒

　
於
焉
結
繩
廢
而
三
墳
燦
爛
︑ 

　
　
　
　
　
　
焉こ
こ

に
於
て
　
結
縄
廃す
た

れ
て
而
し
て
三
墳
は
燦
爛
と
し
︑

　
　
　
刻
木
寢
以
五
典
鬱
興
︒
　
　
　
　
　
　
刻
木
寝や

ん
で
以
て
五
典
は
鬱
と
し
て
興
れ
り
︒

　
明
皇
因
之
︑
而
弘
風
揚
化
︑　
　
　 

　
　
　
明
皇
　
之
に
因
り
て
︑
風
を
弘ひ
ろ

め
　
化
を
揚
ぐ
れ
ば
︑

　
蒼
生
仰
之
︑
而
知
往
察
来
︒
　
　
　
　
　
　
蒼
生
　
之
を
仰
ぎ
て
︑
往
を
知
り
　
来
を
察
す
︒

　
不
出
戸
庭
︑
萬
里
對
目
︑　
　 

　
　
　
　
　
戸
庭
を
出
で
ず
し
て
︑
万
里
は
目
に
対
し
︑

　
不
因
聖
智
︑
三
才
窮
數
︒
　
　
　
　
　
　
　
聖
智
に
因
ら
ず
し
て
︑
三
才
は
数
を
窮
め
た
り
︒

　
稽
古
溫
故
︑
自
我
垂
範
︑　
　
　
　
　 

　
　
古
を
稽か
ん
がへ

　
故
き
を
温
ね
︑
我
よ
り
範の
り

を
垂
る
︑

　
非
書
而
何
矣
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
︒
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（「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
そ
の
第
一
段
︑『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
巻
第
四
所
収
（

冒
頭
に
は
三
国
魏
の
文
帝
（
曹
丕
︑
一
八
七
～
二
二
六
（
の
文
学
評
論
「
典
論
論
文
」
に
み
え
る
有
名
な
「
文
章
は
経
国
の
大
業
︑

不
朽
の
盛
事
な
り
」
の
理
念
が
窺
わ
れ
る
︒「
帝
道
感
天
」
と
い
う
句
は
︑
帝
王
の
正
し
い
政
治
が
天
徳
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
指
す
︒

換
言
す
る
と
帝
王
と
天
の
間
に
は
中
国
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
が
賛
美
す
る
「
感
応
」
の
状
態
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（
（

︒
次
の
上

句
「
皇
風
動
地
」
に
も
同
じ
レ
ト
リ
ッ
ク
が
繰
り
返
さ
れ
る
︒
こ
ん
ど
は
帝
王
の
美
し
い
ふ
る
ま
い
（
皇
風
（
が
大
地
の
精
霊
と
響
き

合
う
の
で
あ
る
︒
す
る
と
︑
そ
の
時
点
ま
で
人
間
の
目
に
見
え
な
か
っ
た
「
秘
録
」
が
形
を
顕
わ
し
「
霊
文
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒
つ

ま
り
「
秘
録
」
と
「
霊
文
」
と
い
う
語
句
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑「
文
」
と
い
う
現
象
に
は
神
秘
的
な
性
質
が
付
与
さ
れ
て
お
り
︑
帝
王

の
仁
徳
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
の
世
に
露
呈
し
な
い
の
で
あ
る
︒
つ
づ
い
て
「
三
皇
五
帝
」
の
神
話
伝
説
の
中
か
ら
黄
帝
と
伏
羲
の
徳

に
感
応
し
て
出
現
し
た
「
龍
卦
亀
文
」
の
故
事
を
用
い
︑
文
字
の
出
現
が
帝
王
の
系
譜
に
緊
密
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る（

（
（

︒

文
字
の
普
及
に
よ
っ
て
︑
紐
や
縄
な
ど
の
結
び
目
を
用
い
て
情
報
の
記
録
・
伝
達
や
計
数
・
演
算
を
行
う
「
結
縄
」
や
「
刻
木
」
の
よ

う
な
上
古
の
原
始
的
な
情
報
媒
体
を
略
す
る
こ
と
が
で
き
︑
よ
り
正
確
な
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
徳
政
を
行
う
帝
王
が
次
々
に
現
れ
︑
そ
の
歴
史
が
「
三
墳
五
典
」
の
書
籍
と
し
て
蓄
積
さ
れ
︑
ま
た
そ
れ
を
利
用
し
て
︑
英
明
な
君

主
（
明
皇
（
は
「
弘
風
揚
化
」
つ
ま
り
道
徳
を
ひ
ろ
め
庶
民
を
教
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒
因
み
に
「
三
墳
五
典
」
と
い
う
語
は
『
春

秋
左
氏
伝
』（
昭
公
十
二
年
（
に
見
え
る
が
︑
こ
の
典
籍
は
平
安
初
期
の
律
令
国
家
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
組
み
込
ま
れ
て
お
り
︑

空
海
も
お
そ
ら
く
出
家
前
に
培
っ
た
教
養
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

空
海
は
ま
ず
儒
教
思
想
の
枠
組
み
に
基
づ
き
︑
漢
籍
に
お
い
て
常
識
的
に
扱
わ
れ
た
幾
つ
か
の
故
事
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
文
字
の
出
現

と
帝
王
の
徳
政
が
如
何
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
主
張
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
上
表
文
の
真
の
目
的
は
天
皇
に
梵
字
の
書
を
献

上
し
︑
梵
語
の
霊
威
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
た
め
︑
次
の
第
二
段
落
で
は
︑
彼
は
巧
み
に
視
点
を
切
り
換
え
︑
梵
語
で
書
か
れ
た

経
典
の
魅
力
を
訴
え
て
ゆ
く
︒

　
況
復
悉
曇
之
妙
章
︑
梵
書
之
字
母
︑　
　 

　
況
や
復
た
　
悉
曇
の
妙
章
︑
梵
書
の
字
母
は
︑

　
　
　
體
凝
先
佛
︑
理
含
種
智
︑　
　 

　
　
　
体
は
仏
に
先
ん
じ
て
凝
り
︑
理
は
種
智
を
含
み
︑

　
　
　
字
絡
生
終
︑
用
斷
群
迷
︒
　
　
　
　
　
字
は
生
終
に
絡ま
と

ひ
︑
用
は
群
迷
を
断
た
ん
︒

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



　
所
以
三
世
覺
滿
︑
尊
而
爲
師
︑　
　 

　
　
　
所ゆ

ゑ以
に
三
世
の
覚
満
︑
尊
び
て
師
と
為
し
︑

　
　
　
十
方
薩
埵
︑
重
逾
身
命
︒
　
　
　
　
　
十
方
の
薩
埵
︑
重
ん
ず
る
こ
と
身
命
を
逾こ

ゆ
︒

　
滿
界
之
寶
︑
半
偈
難
報
︑　
　 

　
　
　
　
　
満
界
の
宝
︑
半
偈
に
も
報む
く

い
難
く
︑

　
纍
劫
之
障
︑
一
念
易
斷
︒
　
　
　
　
　
　
　
累
劫
の
障
︑
一
念
も
て
断
じ
易
し
︒

　
文
字
之
義
用
︑
大
哉
︑
遠
哉
︒
　
　
　
　
　
文
字
の
義
用
は
︑
大
な
る
哉
︑
遠
き
哉
︒ 

（「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
そ
の
第
二
段
（

こ
こ
に
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
悉
曇
文
字
（
梵
字
（
が
成
立
し
た
経
緯
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
空
海
の
主
張
に
よ
る
と
︑
悉
曇
文
字
は

「
先
仏
」
つ
ま
り
釈
迦
の
出
現
以
前
よ
り
授
か
っ
た
も
の
で
あ
り
︑「
種
智
」
す
な
わ
ち
時
空
を
超
え
て
存
在
す
る
一
切
の
全
知
全
能
を

内
包
す
る
と
い
う
︒
そ
し
て
「
字
絡
生
終
」
つ
ま
り
宇
宙
の
始
ま
り
と
終
わ
り
と
を
結
び
つ
け
る
永
遠
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒
こ
う
し

て
悉
曇
文
字
と
漢
字
の
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
背
景
を
並
記
す
る
こ
と
で
︑
悉
曇
文
字
の
優
越
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
中
華
思

想
に
お
い
て
は
人
間
世
界
の
帝
王
の
枠
組
み
に
従
属
す
る
漢
字
と
は
異
な
り
︑
悉
曇
文
字
に
は
「
国
家
」
と
い
う
概
念
を
超
越
し
た
普

遍
性
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
︒
第
三
段
は
い
よ
い
よ
嵯
峨
帝
そ
の
人
に
言
及
す
る
︒

　
伏
惟
皇
帝
陛
下
︑　
　
　
　
　
　
　 
　
　
　
伏
し
て
惟お
も
んみ
る
に
　
皇
帝
陛
下
は
︑

　
　
　
貫
三
表
號
︑
減
五
稱
首
︑　 

　
　
　
　
三
に
貫
き
て
号
を
表
し
︑
五
に
減
じ
て
首
を
称
し
︑

　
　
　
道
邁
規
矩
︑
明
齊
烏
兔
︒
　
　
　
　
　
道
は
規
矩
に
邁す
ぐ

れ
︑
明
は
烏
兔
に
斉
し
︒

　
露
沈
文
下
︑
六
合
无
爲
︑　
　
　 

　
　
　
　
露
は
文
下
に
沈
み
て
︑
六
合
は
無
為
︑

　
風
動
琴
上
︑
一
人
垂
拱
︒
　
　
　
　
　
　
　
風
は
琴
上
に
動
き
て
︑
一
人
垂
拱
す
︒

　
玉
燭
調
和
︑
金
鏡
照
耀
︒
　
　
　
　
　
　
　
玉
燭
調
和
し
て
︑
金
鏡
照
耀
せ
り
︒

　
所
謂
輪
瑞
之
運
︑
于
今
見
矣
︒
　
　
　
　
　
所い
は
ゆ
る謂
輪
瑞
の
運
︑
于こ
こ

に
今
見あ
ら
はれ
り
︒ 

（「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
そ
の
第
三
段
（

注
目
し
た
い
の
は
こ
こ
で
は
ま
た
再
び
中
国
の
漢
字
の
枠
組
み
に
戻
っ
て
論
述
が
進
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
の
天
皇
が
中
国

風
の
「
王
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
存
在
は
「
三
」
の
字
に
垂
直
の
線
で
貫
か
れ
る
よ
う
に
（
つ
ま
り
「
王
」
字
（
天
・
地
・

人
を
徳
政
で
統
一
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
づ
い
て
「
五
」
の
字
か
ら
線
を
一
つ
減
ら
す
と
ま
た
「
王
」
の
字
形
に
な
る
よ
う
に
︑
日

本
の
君
主
を
中
華
思
想
の
枠
組
み
に
お
い
て
理
論
付
け
て
い
る
︒
漢
字
の
形
で
王
の
徳
を
論
じ
る
こ
と
で
︑
天
皇
を
宇
宙
の
現
象
に
繋
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が
る
も
の
と
し
て
賞
賛
し
て
い
る
︒
天
皇
は
正
に
中
国
の
皇
帝
と
同
じ
く
「
文
章
経
国
」
の
理
念
を
体
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
そ

し
て
天
皇
の
徳
は
「
規
矩
」
の
よ
う
に
永
久
不
変
の
存
在
で
あ
り
︑
夜
空
に
懸
か
る
月
（
烏
兎
（
の
よ
う
に
輝
か
し
い
︒「
露
沈
文
下
」

に
つ
い
て
は
︑
典
拠
は
不
明
な
も
の
の
︑『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
の
各
訳
注
に
お
い
て
は
露
が
草
木
に
潤
い
を
与
え
る
よ
う
に
徳
政
が
達

文
の
創
造
を
も
た
ら
す
と
い
う
解
釈
で
一
致
し
て
い
る
︒
こ
の
発
想
は
次
の
「
六
合
無
為
」
に
展
開
す
る
︒
す
な
わ
ち
文
字
が
正
し
く

機
能
し
て
い
れ
ば
君
主
が
何
も
作
為
的
な
こ
と
を
せ
ず
と
も
天
下
は
自
ら
治
ま
る
状
態
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
︒「
一
人
垂
拱
」
も
文
字

通
り
「
帝
王
が
衣
を
垂
れ
手
を
拱
く
」
と
い
う
意
で
あ
り
︑
こ
れ
も
ま
た
「
無
為
」
と
同
様
に
天
下
に
徳
政
が
あ
れ
ば
自
然
に
世
が
治

ま
る
こ
と
を
指
す（

（
（

︒
そ
し
て
最
終
的
に
「
玉
燭
調
和
︑
金
鏡
照
耀
」
と
あ
る
よ
う
に
春
夏
秋
冬
の
移
り
変
わ
り
と
月
の
満
ち
欠
け
も
順

調
と
な
り
︑
天
下
に
完
璧
な
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒「
金
鏡
照
耀
」
に
つ
い
て
は
︑
岩
波
古
典
大
系
の
解
説
（
二
四
三
頁
（

で
は
「
明
道
の
喩
え
」
と
あ
り
︑
ま
た
筑
摩
空
海
全
集
（
二
八
五
頁
（
で
は
「
天
子
の
徳
化
は
金
の
鏡
の
照
り
輝
く
よ
う
」
と
あ
る
よ

う
に
︑
若
干
象
徴
的
な
意
味
合
い
も
付
与
さ
れ
る
︒
こ
こ
ま
で
空
海
は
律
令
体
制
が
唱
え
る
中
華
思
想
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
君
主
・
文
字
・

天
下
の
相
関
性
を
論
じ
て
き
た
︒
し
か
し
最
後
に
彼
は
「
輪
瑞
之
運
」
と
︑
咄
嗟
に
仏
教
の
語
彙
を
持
ち
出
し
︑
天
皇
を
「
転
輪
聖
王
」

（
梵
語cakravartin

（
つ
ま
り
仏
法
が
繁
栄
す
る
時
代
を
迎
え
る
理
想
の
王
と
し
て
表
現
す
る
︒
天
皇
を
中
華
思
想
と
と
も
に
仏
教
の
宇

宙
観
に
も
同
時
に
位
置
づ
け
る
よ
う
と
す
る
の
は
︑
既
存
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
非
難
を
逸
ら
す

た
め
の
空
海
の
政
治
的
な
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
い
え
よ
う
︒
次
の
第
四
段
落
に
も
︑
悉
曇
文
字
と
中
華
の
言
語
観
と
を
結
び
付
け
よ
う
と

す
る
空
海
の
苦
心
が
窺
え
る
︒

　
空
海
︑
人
是
瓦
礫
︑
毎
仰
金
仙
之
風
︑　 

　
空
海
︑
人
た
る
や
是
れ
瓦
礫
に
し
て
︑
毎つ
ね

に
金
仙
の
風
を
仰
ぎ
︑

　
　
　
　
器
謝
巢
許
︑
久
臥
堯
帝
之
雲
︒
　
　
器
た
る
や
巣
許
を
謝
し
︑
久
し
く
尭
帝
の
雲
に
臥
せ
り
︒

　
窟
觀
餘
暇
︑
時
學
印
度
之
文
︑　 

　
　
　
　
窟
観
に
余
暇
あ
り
て
︑
時
に
印
度
の
文
を
学
び
︑

　
茶
湯
坐
來
︑
乍
閲
振
旦
之
書
︒
　
　
　
　
　
茶
湯
に
坐
し
来
た
り
て
︑
乍た
ち
まち

振
旦
の
書
を
閲
す
︒

　
毎
見
蒼
史
古
篆
︑
右
軍
今
隷
︑ 

　
　
　
　
　
毎
に
蒼
史
が
古
篆
︑
右
軍
が
今
隷
︑

　
　
　
務
光
韭
葉
︑
杜
氏
草
勢
︑　 

　
　
　
　
務
光
が
韭
葉
︑
杜
氏
が
草
勢
を
見
る
に
︑

　
未
嘗
不
野
心
忘
憂
︑
山
情
含
笑
︒
　
　
　
　
未
だ
嘗
て
野
心
に
憂
ひ
を
忘
れ
︑
山
情
に
笑
み
を
含
ま
ず
ん
ば
あ
ら
ず
︒

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



　
有
諺
曰
︑
奴
口
甘
︑
郞
舌
甜
︒
　
　
　
　
　
諺
有
り
て
曰
く
︑「
奴
の
口
に
甘
き
は
︑
郞
が
舌
に
も
甜
か
ら
ん
」
と（

（
（

︒

　
敢
因
斯
義
︑
欲
獻
久
矣
︒
　
　
　
　
　
　
　
敢
へ
て
斯
の
義
に
因
り
て
︑
献
ぜ
ん
と
欲
す
る
こ
と
久
し
︒

 

（「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
そ
の
第
四
段
（

こ
こ
は
ま
ず
空
海
自
身
の
謙
遜
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
︒「
瓦
礫
」
に
等
し
く
取
る
に
足
り
な
い
私
は
︑
伝
説
の
隠
者
巣
父
や
許
由
の
よ

う
な
器
量
も
無
い
が
︑
た
だ
一
途
に
仏
法
の
修
行
に
専
念
し
︑
帝
王
「
尭
」
の
ご
と
き
嵯
峨
帝
の
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
と
い
う
︒
日
本

の
天
皇
を
中
華
の
時
空
軸
の
中
に
位
置
づ
け
る
巧
み
な
「
修
辞
的
な
戦
略
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
し
か
し
空
海

は
「
窟
観
余
暇
︑
時
学
印
度
之
文
」
と
︑
仙
人
の
よ
う
に
洞
窟
で
修
行
に
励
む
合
間
に
は
「
印
度
之
文
」
す
な
わ
ち
梵
字
で
書
か
れ
た

テ
ク
ス
ト
を
読
み
︑「
茶
湯
坐
来
︑
乍
閲
振
旦
之
書
」
と
あ
る
よ
う
に
︑
寛
い
で
お
茶
を
喫
す
る
時（

（
（

に
は
「
振
旦
之
書
」
つ
ま
り
漢
籍
を

閲
覧
す
る
と
述
べ
︑
こ
こ
で
も
イ
ン
ド
の
も
の
と
中
国
の
も
の
と
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
︒
だ
が
再
び
直
ち
に
中
華
思
想
の
視
点
に

戻
り
︑
中
国
の
著
名
な
能
書
家
を
列
挙
す
る
︒
先
ず
︑
黄
帝
の
史
官
で
あ
り
︑
動
物
の
足
跡
か
ら
着
想
を
得
て
「
古
篆
」
を
考
案
し
た

と
さ
れ
る
蒼
頡
を
元
祖
と
し
︑
つ
づ
い
て
「
右
軍
」
と
称
さ
れ
た
書
聖
の
王
羲
之
（
三
〇
三
～
三
六
一
（︑
風
に
そ
よ
ぐ
韮
の
葉
を
み
て

「
倒
韮
隷
」
と
い
う
字
体
を
発
明
し
た
務
光
仙
人
︑
そ
し
て
草
聖
と
し
て
知
ら
れ
る
後
漢
の
杜
伯
度
が
順
次
登
場
す
る
︒
し
か
し
悉
曇
文

字
の
有
用
性
と
優
越
性
を
主
張
し
た
い
空
海
の
意
志
は
︑
次
の
最
終
段
落
ま
で
続
い
て
ゆ
く
︒

　
然
猶
狼
藉
汙
穢
︑
還
恐
觸
塵
聖
眼
︑ 

　
　
　
然
れ
ど
も
猶
ほ
狼
藉
汚
穢
に
し
て
︑
還
た
塵
を
聖
眼
に
触
れ
ん
こ
と
を
恐
れ
し
が
︑

　
　
　
微
誠
潛
達
︑
先
聞
于
天
︒
　
　
　
　
　
微
誠
　
潜
か
に
達
し
て
︑
先
づ
天
に
聞
こ
ゆ
︒

　
伏
奉
布
勢
海
口
勑
欣
踊
︑ 

　
　
　
　
　
　
　
伏
し
て
布ふ

せ勢
海の
あ
まが

口
勅
を
奉
じ
て
欣
踊
し
︑

　
繕
裝
古
今
文
字
讃
︑
右
軍
蘭
亭
碑
︑ 

　
　
　「
古
今
文
字
の
讃
」︑
右
軍
が
「
蘭
亭
の
碑
」︑

　
　
　
及
梵
字
悉
曇
等
書
都
一
十
巻
︑ 

　
　
　
及
び
「
梵
字
悉
曇
」
等
の
書
　
都す
べ

て
一
十
巻
を
繕
装
し
︑

　
敢
以
奉
進
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敢
へ
て
以
て
奉
進
す
︒

　
伏
乞
天
慈
不
嫌
涓
滴
︑
一
覧
飛
塵
︒
　
　
　
伏
し
て
乞
ふ
ら
く
は
天
慈
　
涓
滴
を
嫌い
と

は
ず
︑
飛
塵
を
一
覧
し
た
ま
へ
︒

　
伏
願
陛
下
︑　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
伏
し
て
願
は
く
は
陛
下
︑

　
　
　
一
披
梵
字
︑
梵
天
之
護
森
羅
︑ 

　
　
　
一
た
び
梵
字
を
披ひ
ら

か
ば
︑
梵
天
の
護
り
　
森
羅
た
ら
ん
︑
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再
閲
神
書
︑
神
人
之
衞
逼
側
︒
　
　
　
再
た
び
神
書
を
閲
す
れ
ば
︑
神
人
の
衛
り
　
逼ひ
ょ
く
そ
く側せ
ん
︒

　
達
水
遙
浦
︑
忽
入
封
壃
︑ 

　
　
　
　
　
　
　
達
水
の
遥
け
き
浦は
ま
べ︑

忽
ち
封
壃
に
入
り
︑

　
嵩
山
夐
岫
︑
來
受
正
朔
︒
　
　
　
　
　
　
　
嵩
山
の
夐は
る

け
き
岫み
ね

︑
来
た
り
て
正
朔
を
受
け
ん
︒

　
常
住
之
字
︑
加
持
不
壞
之
體
︑　 

　
　
　
　
常
住
の
字
は
︑
不
壊
の
体
を
加
持
し
︑

　
遂
古
之
民
︑
擊
耕
于
今
辰
矣
︒
　
　
　
　
　
遂
古
の
民
︑
今
辰
に
撃
耕
せ
ん
︒

　
龍
瑞
紀
官
︑
永
豫
姑
射
︑ 

　
　
　
　
　
　
　
龍
瑞
　
官
に
紀し
る

さ
れ
て
︑
永
く
姑こ

や射
を
予や
す

う
し
︑

　
鳳
祥
名
職
︑
放
曠
金
閣
︒
　
　
　
　
　
　
　
鳳
祥
　
職
に
名
づ
け
て
︑
金
閣
に
放
曠
せ
ん
︒

　
輕
黷
旈
扆
︑
伏
深
戰
越
︒
　
　
　
　
　
　
　
軽
し
く
旈り
ゅ
う
い扆
を
黷け
が

す
こ
と
︑
伏
し
て
深
く
戦
越
せ
り
︒

　
沙
門
空
海
︑
誠
惶
誠
恐
謹
言
︒
　
　
　
　
　
沙
門
空
海
︑
誠
惶
誠
恐
し
て
謹
言
す
︒

　
　
梵
字
悉
曇
字
母
幷
釋
義
一
卷
　
　
　
　
　「
梵
字
悉
曇
字
母
并
び
に
釈
義
」
一
巻

　
　
古
今
文
字
讚
三
卷
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
古
今
文
字
の
讃
」
三
巻

　
　
古
今
篆
隷
文
體
一
卷
　
　
　
　
　
　
　
　「
古
今
篆
隷
文
体
」
一
巻

　
　
梁
武
帝
草
書
評
一
卷
　
　
　
　
　
　
　
　「
梁
武
帝
の
草
書
の
評
」
一
巻

　
　
王
右
軍
蘭
亭
碑
一
卷
　
　
　
　
　
　
　
　「
王
右
軍
の
蘭
亭
の
碑
」
一
巻

　
　
曇
一
律
師
碑
銘
一
卷
草
書

　
　
　
　
　
　
　「
曇
一
律
師
碑
の
銘
」
一
巻
草
書

　
　
大
廣
智
三
藏
影
讚
一
卷
　
　
　
　
　
　
　「
大
広
智
三
蔵
影
の
讃
」
一
巻

　
弘
仁
五
年
閏
七
月
廿
八
日
沙
門
空
海
進
︒
弘
仁
五
年
閏
七
月
二
十
八
日
　
沙
門
空
海
進
め
た
り
︒

 

（「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
そ
の
第
五
段
（

一
見
す
る
と
単
な
る
社
交
辞
令
︑
美
辞
麗
句
の
羅
列
に
思
え
る
が
︑
こ
こ
に
も
梵
字
の
優
越
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
空
海
の
戦
略

が
読
み
取
れ
る
︒
中
国
歴
代
の
能
書
家
の
傑
作
を
嵯
峨
帝
に
「
奉
進
」
す
る
の
が
こ
の
上
表
文
の
前
提
で
あ
り
︑
梵
字
の
文
献
は
つ
い

で
に
添
付
し
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
︒
し
か
し
実
際
に
上
表
文
の
文
言
を
注
意
深
く
考
察
し
て
ゆ
く
と
︑
中
国
の
能
書
家
及

び
彼
ら
の
作
品
こ
そ
が
「
前
置
き
」
に
過
ぎ
ず
︑
空
海
は
漢
籍
と
イ
ン
ド
の
文
献
と
を
交
互
的
に
登
場
さ
せ
︑
そ
れ
ら
を
対
等
に
取
り

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



上
げ
つ
つ
も
︑
結
果
的
に
は
後
者
の
神
秘
性
を
強
調
し
て
い
る
︒
例
え
ば
「
一
披
梵
字
︑
梵
天
之
護
森
羅
」
梵
字
の
経
典
を
読
め
ば
梵

天
の
加
護
が
得
ら
れ
︑
そ
れ
は
「
森
羅
」
つ
ま
り
日
本
全
土
に
及
ぶ
と
い
う
︒
だ
が
︑
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
中
国
の
作
品
も
同
様
で
︑「
再

閲
神
書
︑
神
人
之
衛
逼
側
」
と
︑
漢
籍
に
も
「
神
書
」
と
し
て
国
家
を
護
衛
す
る
力
が
あ
る
と
い
う
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
空

海
が
中
国
の
能
書
家
を
「
神
人
」
と
し
て
神
格
化
し
た
の
は
︑
彼
ら
を
イ
ン
ド
の
「
梵
天
」
と
同
列
に
位
置
づ
け
た
い
為
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
空
海
は
仏
教
の
優
越
性
を
論
じ
る
に
際
し
て
︑
そ
の
哲
学
的
な
側
面
に
は
あ
ま
り
頼
ら
ず
︑
寧
ろ
現
世
利
益
︑
つ
ま

り
こ
の
世
で
仏
の
恵
み
を
受
け
る
こ
と
の
視
点
か
ら
梵
字
の
有
用
性
と
利
便
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
蒼
頡
が
発

明
し
た
中
国
の
文
字
（
篆
書
・
隷
書
（
も
ま
た
梵
字
と
同
格
の
「
神
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

日
本
初
の
書
道
論
と
な
っ
た
こ
の
上
表
文
は
︑
実
は
嵯
峨
帝
に
梵
字
の
優
越
性
と
有
効
性
を
主
張
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
︒
し
か
し
そ
れ
を
当
時
の
平
安
京
の
文
人
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
中
国
の
基
本
的
な
文
字
と
そ
の
書
体
の
歴
史
を
順
序
よ

く
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
結
果
的
に
奇
し
く
も
そ
れ
が
日
本
の
書
道
論
の
い
し
ず
え
を
築
い
た
と
い
え
よ
う
︒

二
、
哲
学
と
し
て
の
書
道
論
へ
―
「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
」

前
節
で
取
り
上
げ
た
「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
は
︑
書
道
の
抽
象
的
な
側
面
に
は
あ
ま
り
触
れ
ず
︑
た
だ
中
国
歴
代
の
能
書
家
を
列
挙

す
る
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
二
年
後
の
八
一
七
年
（
弘
仁
七
年
（︑
空
海
は
再
び
嵯
峨
帝
の
命
で
︑
中
国
に
お
け
る
古
今
の
有

名
な
詩
句
を
屏
風
に
書
く
こ
と
と
な
り
︑
上
表
文
「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
并
詩
（
勅
賜
の
屏
風
に
書
し
了を
は

り
即
ち
献
ず
る
表
︑
詩
を

并あ
は

せ
た
り
（」
を
進
呈
し
た
︒
こ
の
文
章
は
前
掲
「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
の
記
述
を
一
部
踏
襲
し
つ
つ
も
︑
こ
ん
ど
は
形
而
上
学
的
な
視

点
も
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
便
宜
上
︑
八
つ
の
段
落
に
分
け
て
読
み
進
め
る
︒
な
お
最
終
第
八
段
は
詩
歌
で
あ
る
︒

　
沙
門
空
海
言
︒
去
六
月
廿
七
日
︑ 

　
　
　
　
沙
門
空
海
言
す
︒
去
ん
じ
六
月
二
十
七
日
︑

　
主
殿
助
布
勢
海
︑
將
五
彩
呉
綾
︑ 

　
　
　
　
主と
の
も
の
す
け

殿
助
布
勢
海
︑
五
彩
の
呉く
れ
は
と
り綾︑

　
錦
緣
五
尺
︑
屛
風
四
帖
︑
到
山
房
來
︒
　
　
錦
の
縁へ
り

五
尺
な
る
︑
屏
風
四
帖
を
将も

ち
て
︑
山
房
に
到
り
来
れ
り
︒

　
奉
宣
聖
旨
︑
令
空
海
書
兩
卷
　
　
　
　
　
　
聖
旨
を
奉
宣
す
ら
く
︑「
空
海
を
し
て
両
巻
の
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古
今
詩
人
秀
句
者
︒
　
　
　
古
今
の
詩
人
の
秀
句
を
書
か
し
む
る
者
な
り
」
と
︒

　
忽
奉
天
命
︑
驚
悚
難
喩
︒
　
　
　
　
　
　
　
忽
ち
天
命
を
奉
じ
︑
驚け
い
し
ょ
う悚す
る
こ
と
喩
へ
難
し
︒

　
空
海
聞
︑
物
類
殊
形
︑
事
群
分
體
︑　 

　
　
空
海
聞
く
な
ら
く
︑
物
類
は
形
を
殊
に
し
︑
事
群
は
体
を
分
か
ち
︑

　
　
　
　
　
舟
車
別
用
︑
文
武
異
才
︒
　
　
　
舟
車
は
用
を
別
に
し
て
︑
文
武
は
才
を
異
に
す
︒

　
若
當
其
能
︑
事
則
通
快
︒
　
　
　
　
　
　
　
若も

し
其
の
能
に
当
つ
れ
ば
︑
事
は
則
ち
通
ず
る
こ
と
快は
や

し
︒

　
用
失
其
宜
︑
雖
勞
無
益
︒
　
　
　
　
　
　
　
用
　
其
の
宜
し
き
を
失
す
れ
ば
︑
労
す
と
雖
も
益
無
し
︑
と
︒

　
空
海
︑
元
耽
觀
牛
之
念
︑　
　 

　
　
　
　
　
空
海
︑
元
よ
り
観
牛
の
念
に
耽
り
︑

　
　
　
　
久
絕
返
鵲
之
書
︒
　
　
　
　
　
　
　
久
し
く
返
鵲
の
書
を
絶
つ
︒

　
達
夜
數
息
︑
誰
勞
穿
被
︑ 
　
　
　
　
　
　
　
達
夜
　
数
息
す
れ
ば
︑
誰
か
穿
被
に
労
せ
ん
︑

　
終
日
修
心
︑
何
能
墨
池
︒
　
　
　
　
　
　
　
終
日
　
心
を
修
む
れ
ば
︑
何
ぞ
能
く
墨
池
せ
ん
︒

　
人
非
曹
喜
︑
謬
對
漢
主
之
邸
︑ 
　
　
　
　
　
人
　
曹
喜
に
非
ず
︑
謬
ち
て
漢
主
の
邸
に
対む
か

ひ
︑

　
欲
辭
不
能
︑
强
揮
龍
管
︒
　
　
　
　
　
　
　
辞
せ
ん
と
欲
し
て
能あ
た

は
ず
︑
強
ひ
て
龍
管
を
揮
へ
り
︒

 
（「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
」
そ
の
第
一
段
︑『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
巻
第
三
所
収
（

冒
頭
に
は
や
は
り
「
忽
奉
天
命
︑
驚
悚
難
喩
」
な
ど
空
海
の
謙
遜
の
辞
が
配
さ
れ
る
が
︑
つ
づ
い
て
は
彼
の
書
道
に
関
す
る
豊
富
な

知
識
が
展
開
さ
れ
る
︒「
返
鵲
」
は
書
道
に
お
け
る
自
在
な
文
字
の
筆
勢
を
い
う
言
葉
（
鵲
反
鸞
驚
（
と
し
て
︑
六
朝
梁
の
庾
肩
吾
（
四

八
七
～
五
五
一
（「
謝
東
宮
古
跡
啓
（
東
宮
の
古
跡
を
謝
す
る
啓
（」
に
見
え（

（
（

︑「
穿
被
」
は
︑
寝
て
い
る
間
も
掛
け
布
団
に
字
を
書
き
穴

を
開
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
魏
の
鍾
繇
（
一
五
一
～
二
三
〇
（
の
故
事
を
指
す
︒
つ
づ
く
「
墨
池
」
も
︑
池
が
墨
で
真
っ
黒
に
な
っ
て

し
ま
う
ほ
ど
没
頭
し
た
後
漢
の
張
芝
（
号
は
伯
英
︑
？
～
一
九
二
（
の
故
事
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る（

（
（

︒「
観
牛
の
念
に
耽
」
っ
て
仏
道
修

行
に
専
念
し
︑
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
密
教
の
体
系
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
空
海
に
と
っ
て
は
︑
書
道
の
よ
う
な
芸
術
活
動
に
時
間
を
割

く
余
裕
は
無
い
の
だ
が
︑
嵯
峨
帝
の
依
頼
は
や
は
り
無
碍
に
は
断
れ
ず
︑
し
か
も
中
谷
征
充
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ

ろ
に
高
野
山
下
賜
の
許
可
が
下
り
た
の
で
︑
嵯
峨
帝
も
そ
の
見
返
り
に
こ
の
屏
風
へ
の
揮
毫
を
命
じ
た
可
能
性
が
十
分
有
り
得
る
の
で

あ
る（

（
（

︒
か
く
し
て
上
表
文
は
︑
次
に
本
格
的
に
書
道
の
理
論
的
な
側
面
の
論
述
に
入
っ
て
ゆ
く
︒

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



　
古
人
筆
論
云
︑
書
者
散
也
︒
　
　
　
　
　
　
古
人
の
『
筆
論
』
に
云
く
︑「
書
は
散
な
り
」
と
︒

　
非
但
以
結
裹
爲
能
︑　 

　
　
　
　
　
　
　
　
但
だ
に
結
裹
を
以
て
能
と
為
す
の
み
に
非
ず
︑

　
必
須
遊
心
境
物
︑
散
逸
懷
抱
︑ 

　
　
　
　
　
必
ず
須す
べ
から
く
心
を
境
物
に
遊
ば
し
め
︑
懐
抱
を
散
逸
し
︑

　
　
　
取
法
四
時
︑
象
形
萬
類
︑ 

　
　
　
　
　
法
を
四
時
に
取
り
︑
形
を
万
類
に
象か
た
どる
べ
し
︑

　
以
此
爲
妙
矣
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
を
以
て
妙
な
り
と
為
さ
ん
︒ 

（「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
」
そ
の
第
二
段
（

注
目
し
た
い
の
は
空
海
が
後
漢
の
蔡
邕
（
一
三
二
～
一
九
二
（『
筆
論
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒「
書
は
散
な
り
」
と
は
︑

岩
波
古
典
大
系
（
二
一
〇
頁
（
が
注
釈
で
指
摘
す
る
よ
う
に
「
書
道
の
極
意
は
心
を
万
物
に
散
じ
て
︑
万
物
の
形
を
字
勢
に
込
め
る
所

に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
︒
た
だ
や
み
く
も
に
筆
を
揮
っ
て
「
結
裹
」
即
ち
ト
メ
や
ハ
ラ
イ
が
う
ま
く
出
来
る
だ
け
で
は
書
道
と
は
言
え

ず
︑
万
物
の
神
髄
を
把
握
し
よ
う
と
心
を
落
ち
着
か
せ
︑
そ
の
対
象
物
か
ら
得
ら
れ
た
エ
ッ
セ
ン
ス
を
文
字
の
形
に
再
現
せ
ね
ば
な
ら

な
い
︒
こ
の
よ
う
に
『
筆
論
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
空
海
は
日
本
に
お
け
る
書
道
の
実
践
に
も
形
而
上
学
的
な
性
質
を
付
与

し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
づ
い
て
は
「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
で
列
挙
し
た
能
書
家
た
ち
が
再
び
登
場
し
︑
書
道
の
歴
史
が
つ

ぶ
さ
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
是
故
蒼
公
風
心
︑
擬
鳥
跡
而
揮
翰
︑ 

　
　
　
是
の
故
に
蒼
公
が
風
心
は
︑
鳥
跡
を
擬
し
て
翰
を
揮
ひ
︑

　
　
　
王
少
意
氣
︑
想
龍
爪
而
染
筆
︑ 

　
　
　
王
少
が
意
気
は
︑
龍
爪
を
想
ひ
て
筆
を
染
め
︑

　
　
　
蛇
字
起
唐
綜
︑
蟲
書
發
秋
婦
︒
　
　
　
蛇
字
は
唐
綜
よ
り
起
こ
り
︑
虫
書
は
秋
婦
に
発
せ
り
︒

　
軒
聖
雲
氣
之
興
︑
務
仙
風
韭
之
感
︑ 

　
　
　
軒
聖
が
雲
気
の
興
︑
務
仙
が
風
韭
の
感
︑

　
垂
露
懸
針
之
體
︑
鶴
頭
偃
波
之
形
︑ 

　
　
　
垂
露
　
懸け
ん
し
ん針
の
体て
い

︑
鶴
頭
　
偃え
ん
ぱ波
の
形
︑

　
麒
麟
鸞
鳳
之
名
︑
瑞
草
芝
英
之
相
︑ 

　
　
　
麒
麟
　
鸞
鳳
の
名
︑
瑞
草
　
芝
英
の
相
︑

　
如
是
六
十
餘
體
者
︑　 

　
　
　
　
　
　
　
　
是
く
の
如
き
六
十
余
の
体
は
︑

　
竝
皆
人
心
感
物
而
作
也
︒
　
　
　
　
　
　
　
並
び
に
皆
な
人
の
心
の
物
に
感
じ
て
作
れ
る
な
り
︒

 

（「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
」
そ
の
第
三
段
（

最
初
は
や
は
り
鳥
の
足
跡
か
ら
着
想
を
得
て
漢
字
を
発
明
し
た
蒼
頡
（
蒼
公
（
の
伝
説
で
始
ま
る
︒
け
れ
ど
も
空
海
は
今
回
︑
蒼
頡
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を
単
に
文
字
の
祖
と
し
て
崇
め
る
だ
け
で
な
く
︑
文
字
が
創
作
さ
れ
た
の
は
蒼
頡
の
「
風
心
」
に
よ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
︒
前
節
に

『
筆
論
』
を
引
用
し
て
書
道
の
実
践
に
形
而
上
学
的
な
枠
組
み
を
与
え
た
こ
と
を
受
け
︑
こ
こ
で
も
「
風
心
」
と
い
う
概
念
を
喚
起
す
る

こ
と
で
書
道
を
精
神
的
な
次
元
に
昇
華
さ
せ
︑
そ
の
実
践
に
芸
術
的
な
性
質
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
︒
蒼
頡
に
つ
づ
い
て
は
︑
時
代
を

一
気
に
下
り
︑
東
晋
の
王
羲
之
（
王
少
（
と
な
る
︒
王
羲
之
と
い
う
と
︑
ま
ず
「
蘭
亭
序
」
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
今
回

は
そ
れ
に
は
一
切
触
れ
ず
︑
彼
は
王
羲
之
に
関
す
る
逸
話
を
紹
介
し
て
能
書
家
の
系
譜
を
構
築
し
て
ゆ
く
︒
そ
の
逸
話
と
は
︑
筑
摩
空

海
全
集
（
二
五
五
頁
（
に
拠
れ
ば
︑
唐
の
李
綽
（
生
没
年
不
詳
（『
尚
書
故
実
』
に
見
え
る
も
の
だ
が
︑
あ
る
日
王
羲
之
が
酔
態
の
ま
ま

書
い
た
文
字
が
「
龍
の
爪
」
に
似
て
い
た
の
で
「
龍
爪
書
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒
蒼
頡
の
故
事
が
「
鳥
跡
」
で
あ
っ

た
た
め
︑
そ
の
対
句
と
し
て
同
じ
「
生
き
物
」
の
「
龍
爪
」
が
配
さ
れ
た
の
だ
が
︑
こ
こ
で
も
王
羲
之
の
「
意
気
」
つ
ま
り
書
に
取
り

組
む
際
の
精
神
的
な
要
素
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
︒
次
は
唐
綜
の
「
蛇
字
」
と
秋
婦
の
「
虫
書
」
が
登
場
す
る
︒
唐

綜
の
伝
記
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
︑
唐
の
韋
続
『
墨
藪
』
に
は
「
魯
人
（
山
東
省
出
身
（
の
唐
綜
は
漢
魏
の
間
（
三
国
時
代
（

に
当
た
り
︑
蛇
の
身
に
繞ま
と

ふ
を
夢
み
て
︑
寤さ

め
て
之
を
作
る
」
と
あ
る
︒
ま
た
秋
婦
と
は
春
秋
時
代
に
魯
の
役
人
だ
っ
た
秋
胡
の
妻
の

こ
と
で
︑
同
じ
く
『
墨
藪
』
に
拠
れ
ば
︑
蚕
の
は
き
出
す
糸
を
束
ね
（
つ
ま
り
絹
糸
を
紡
い
で
（︑
刺
繍
で
旅
先
の
夫
に
手
紙
（
虫
書
も

し
く
は
蚕
書
（
を
出
し
た
と
い
う
︒
鳥
の
足
跡
︑
龍
の
爪
︑
蛇
︑
そ
し
て
木
の
葉
か
ら
ぶ
ら
下
が
る
蚕
と
い
っ
た
「
動
物
相
」
を
主
役

と
し
て
書
の
歴
史
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
次
の
句
か
ら
は
一
転
し
て
大
空
へ
と
視
点
が
転
換
す
る
︒「
軒
聖
」
と
は
︑
漢
民
族
ひ
い
て

は
中
華
文
明
の
祖
で
あ
る
黄
帝
（
軒
轅
皇
帝
（︒
そ
の
「
雲
書
」
の
実
態
は
前
節
に
挙
げ
た
「
献
梵
字
并
雑
文
表
」
に
リ
ス
ト
が
み
え
た

『
古
今
篆
隷
文
体
』
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
一
名
『
篆
隷
文
体（

（1
（

』︒
斉
武
帝
（
四
四
〇
～
四
九
三
（
の
次
男
に
当
た
る
竟
陵
王
蕭
子
良
（
四

六
〇
～
四
九
四
（
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
書
体
資
料
集
で
あ
る
︒
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
︑
太
平
の
世
に
現
れ
る
と
い
う
「
卿
雲
（
慶
雲
（」

の
形
を
模
し
て
黄
帝
み
ず
か
ら
が
創
造
し
た
書
体
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
対
句
に
は
︑
地
上
に
戻
り
︑
前
節
に
も
登
場
し
た
務
光
仙
人

の
発
明
に
よ
る
風
に
そ
よ
ぐ
韮
（
韭
（
の
葉
の
字
体
の
話
が
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

空
海
は
何
故
こ
の
よ
う
に
中
国
の
歴
代
能
書
家
と
彼
ら
の
創
造
し
た
字
形
の
名
称
を
並
べ
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
の
か
︒
若
干
の
時

代
の
ズ
レ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
︑「
書
」
と
い
う
営
為
に
「
歴
史
」
と
「
系
譜
」
を
与
え
る
こ
と
に
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
書
は
た
だ
単
に
筆
を
揮
っ
て
紙
に
字
を
書
く
「
作
業
」
だ
け
で
は
な
く
︑
東
ア
ジ
ア
文
化
の
源
泉
た
る
中
国
の
皇
帝
と
半
伝

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



説
的
な
能
書
家
ま
で
遡
る
︑
聖
な
る
営
み
だ
と
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
は
言
っ
て
も
︑
で
は
な
ぜ
「
系
譜
」
を
構

築
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
︑
と
い
う
一
つ
の
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
︒
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
筆
者
が
思
う
に
は
︑
そ
の
動
機
を
空

海
が
密
教
を
伝
授
さ
れ
た
経
緯
に
求
め
て
み
た
い
︒
空
海
は
在
唐
時
に
青
龍
寺
の
恵
果
阿
闍
梨
（
七
四
六
～
八
〇
六
（
よ
り
密
教
の
両

部
（
金
剛
界
と
胎
蔵
界
（
を
伝
授
さ
れ
る
と
︑
そ
の
教
義
と
儀
式
を
教
わ
っ
た
の
み
な
ら
ず
︑
大
日
如
来
を
第
一
祖
と
す
る
真
言
密
教

の
「
系
譜
」
に
も
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
空
海
は
︑
こ
の
よ
う
な
系
譜
こ
そ
が
自
ら
の
正
統
性
を
立
証
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
を
こ
こ
で
身
を
以
て
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で
︑
空
海
は
書
道
の
形
而
上
学
的
な
基
礎
︑
系
譜
︑
歴
史
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
書
の
傑
作
は
形
而
上
学
と
系

譜
の
み
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
実
際
に
筆
を
手
に
と
り
︑
筆
先
を
墨
汁
に
浸
し
︑
そ
れ
を
紙
に
押
し
付
け

よ
う
と
す
る
瞬
間
に
「
書
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
次
の
段
落
で
空
海
は
︑
書
の
技
術
的
な
側
面
に
言
及
す
る
︒

　
或
曰
︑
筆
論
筆
經
︑
譬
如
詩
家
之
格
律
︒
　
或
る
ひ
と
曰
く
︑「
筆
論
　
筆
経
は
︑
譬
へ
ば
詩
家
の
格
律
の
如
し
」
と
︒

　
詩
是
有
調
聲
避
病
之
制
︑　 

　
　
　
　
　
　
詩
に
声
を
調
へ
　
病へ
い

を
避
く
る
の
制
有
り
︑

　
書
亦
有
除
病
會
理
之
道
︒
　
　
　
　
　
　
　
書
も
亦
た
病
を
除
き
　
理
に
会
す
る
の
道
有
り
︒

　
詩
人
不
解
聲
病
︑
誰
編
詩
什
︑　 

　
　
　
　
詩
人
　
声
と
病
を
解
せ
ざ
れ
ば
︑
誰
か
詩
什
を
編あ

ま
ん
︑

　
書
者
不
明
病
理
︑
何
預
書
評
︒
　
　
　
　
　
書
者
も
　
病
と
理
に
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
︑
何
ぞ
書
評
に
預あ
づ

か
ら
ん
︒

　
又
作
詩
者
︑
以
學
古
體
爲
妙
︑ 

　
　
　
　
　
又
　
詩
を
作
る
者
は
︑
古
体
を
学
ぶ
を
以
て
妙
と
為
し
︑

　
　
　
　
　
不
以
寫
古
詩
爲
能
︑ 

　
　
　
　
　
古
詩
を
写
す
を
以
て
能
と
為
さ
ず
︑

　
　
　
　
書
亦
以
擬
古
意
爲
善
︑ 

　
　
　
　
　
書
も
亦
た
古
意
に
擬
す
る
を
以
て
善
と
為
し
︑

　
　
　
　
　
不
以
似
古
跡
爲
巧
︒
　
　
　
　
　
古
跡
に
似
せ
る
を
以
て
巧
と
為
さ
ず
︒

　
所
以
振
古
能
書
︑
百
家
體
別
︑ 

　
　
　
　
　
所ゆ

ゑ以
に
古
い
に
し
へよ
り
の
能
書
は
︑
百
家
に
体て
い

別
れ
︑

　
蔡
雍
大
笑
︑
鍾
繇
深
歎
︑
良
有
以
也
︒
　
　
蔡
雍
　
大
い
に
笑
ひ
︑
鍾
繇
　
深
く
歎
ず
る
も
︑
良ま
こ
とに

以ゆ
ゑ

有
る
な
り
︒

 

（「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
」
そ
の
第
四
段
（

書
道
の
技
術
論
に
当
た
っ
て
︑
空
海
は
中
国
の
詩
歌
創
作
に
お
け
る
「
四
声
八
病
」
説
を
取
り
上
げ
︑
書
道
論
も
「
格
律
」
す
な
わ
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ち
「
決
ま
り
」（
格
（
と
「
基
準
・
掟
」（
律
（
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︒
詩
歌
に
は
平
仄
の
調
和
や
同
じ
発
音
の
文
字

の
重
複
を
回
避
す
る
な
ど
禁
忌
（
病
（
が
定
ま
っ
て
い
る
が
︑
空
海
は
そ
の
概
念
を
書
道
に
も
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

残
念
な
こ
と
に
︑
実
際
に
書
道
に
ど
の
よ
う
な
「
病
」
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
み
え
な
い
が
︑
こ
の
一
節
で
は
空
海
が
書
を

詩
と
同
列
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
書
は
詩
と
同
様
に
規
律
を
尊
ぶ
べ
き
で
︑
能
書
家
に
な
る
た
め
に
は
こ
の
規
律
を

徹
底
的
に
習
得
し
︑
実
践
に
生
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
詩
歌
が
「
以
学
古
体
為
妙
」
と
あ
る
よ
う
に
伝
統
的
な
ス
タ

イ
ル
（
体
（
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
（
妙
（
を
習
得
す
る
よ
う
に
︑
書
も
「
以
擬
古
意
為
善
」
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ

て
き
た
「
百
家
」
を
数
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
（
意
（
を
積
極
的
に
吸
収
す
べ
き
で
あ
っ
て
︑
た
だ
既
存
の
作
品
（
古
跡
（
の
表
面
的

な
模
倣
に
留
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
戒
め
て
い
る
︒
こ
の
段
落
で
は
︑
詩
論
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
書
道
論
の
構
築
を
試
み
︑
そ
の
実

践
に
お
け
る
神
髄
を
述
べ
た
︒
こ
れ
は
後
漢
末
か
ら
三
国
に
か
け
て
の
書
家
蔡
邕
（
蔡
雍
（
や
鍾
繇
で
す
ら
︑
容
易
に
は
た
ど
り
着
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
境
地
な
の
で
あ
る
︒

　
空
海
︑
儻
遇
解
書
先
生
︑
粗
聞
口
決
︑ 
　
　
空
海
は
︑
儻た
ま
たま
解
書
先
生
に
遇
ひ
て
︑
粗ほ
ぼ

　
口
決
を
聞
け
り
︑

　
　
　
　
雖
然
所
志
道
別
︑
不
曾
留
心
︒
　
　
然
り
と
雖
も
志
す
所
の
道
別
れ
て
︑
曽
て
心
に
留
め
ざ
り
き
︒

　
今
賴
聖
雷
之
震
響
︑
拔
心
地
之
蟄
字
︑ 
　
　
今
　
聖
雷
の
震
響
す
る
に
頼よ

り
︑
心
地
の
蟄
字
を
抜
き
ん
じ
︑

　
　
折
六
書
之
萃
楚
︑
摘
八
體
之
英
華
︒
　
　
六
書
の
萃
楚
を
折た
を

り
︑
八
体
の
英
華
を
摘
め
り
︒

　
　
學
轉
筆
於
鼎
態
︑
擬
超
翰
乎
草
聖
︑ 

　
　
転
筆
を
鼎
態
に
学
び
︑
超
翰
を
草
聖
に
擬
し
︑

　
　
想
山
水
而
擺
撥
︑
法
老
少
而
始
終
︒
　
　
山
水
を
想
ひ
て
擺は
い
は
つ撥
し
︑
老
少
に
法の
つ
とり
て
始
終
す
︒
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勅
賜
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そ
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空
海
の
在
唐
時
代
の
書
道
の
師
（
解
書
先
生
（
の
正
体
に
つ
い
て
は
︑
諸
説
あ
る
も
の
の
決
定
的
な
資
料
に
乏
し
い
の
が
実
情
で
あ

る
︒
し
か
し
注
目
し
た
い
の
は
「
粗
聞
口
決
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
︒「
口
決
」
と
は
「
口
伝
」
を
指
し
︑
い
ま
だ
文
字
化
さ
れ
て
い
な

い
書
道
の
奥
義
を
︑
空
海
が
直
接
そ
の
師
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
示
し
て
い
る
︒
こ
の
教
授
法
は
︑
空
海
が
恵
果
阿
闍
梨
よ
り
密
教
の
全

体
を
伝
授
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
共
通
し
て
い
よ
う
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
仏
道
修
行
を
優
先
す
る
空
海
は
こ
の
こ
と
を
「
心
に
留
め
」
て

い
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
た
び
雷
霆
の
如
き
嵯
峨
帝
か
ら
の
依
頼
を
受
け
︑「
六
書
」
や
「
八
体
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
書
の
技
巧
が
彼

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



の
体
か
ら
目
を
覚
ま
し
た
（
蟄
（
と
い
う
︒
そ
れ
は
「
鼎
」
に
鋳
込
ま
れ
た
古
代
の
篆
書
体
の
運
筆
か
ら
︑「
草
聖
」
と
呼
ば
れ
た
張
伯

英
の
超
絶
し
た
筆
法
ま
で
︑
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
技
能
に
精
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
書
道
の
技
巧
と
そ
の
歴
史
を
述
べ
た
の
ち
︑
空
海
は
い
よ
い
よ
中
国
の
伝
統
思
想
に
依
拠
し
た
そ
の
言
語
論
の

核
心
部
分
を
開
陳
す
る
︒

　
君
臣
風
化
之
道
︑
含
上
下
畫
︑ 

　
　
　
　
　
君
臣
　
風
化
の
道
は
︑
上
下
の
画く
わ
くに

含
み
︑

　
夫
婦
義
貞
之
行
︑
藏
陰
陽
點
︒
　
　
　
　
　
夫
婦
　
義
貞
の
行
は
︑
陰
陽
の
点
に
蔵
せ
ら
る
︒

　
客
主
揖
讓
︑
弟
昆
友
悌
︑　
　
　
　
　
　
　 

客
主
　
揖
讓
し
て
︑
弟
昆
　
友
悌
あ
り
︑

　
三
才
變
化
︑
四
序
生
煞
︒
　
　
　
　
　
　
　
三
才
　
変
化
し
て
︑
四
序
　
生
殺
す
︒

　
尊
卑
愛
敬
︑
大
小
次
第
︑　
　
　
　
　
　
　 

尊
卑
　
愛
敬
し
て
︑
大
小
　
次
第
あ
り
︑

　
隣
里
和
平
︑
寰
區
肅
恭
︒
　
　
　
　
　
　
　
隣
里
　
和
平
し
て
︑
寰
区
　
肅
恭
た
ら
ん
︒

　
此
等
深
義
︑
悉
韞
字
々
︑ 

　
　
　
　
　
　
　
此
等
の
深
義
は
︑
悉
く
字
々
に
韞を
さ

め
り
︑

　
雖
功
謝
書
池
︑
竊
庶
幾
雅
趣
︒
　
　
　
　
　
功
を
書
池
に
謝
す
と
雖
も
︑
窃ひ
そ

か
に
雅
趣
あ
ら
ん
こ
と
を
庶こ
ひ
ね
が幾
ふ
︒

　
又
夫
右
軍
累
功
︑
猶
未
得
其
妙
︑　
　
　
　 
又
夫
れ
右
軍
は
功
を
累
ね
て
︑
猶
ほ
未
だ
其
の
妙
を
得
ざ
り
し
も
︑

　
　
　
衆
藝
弄
沙
︑
始
會
其
極
︒
　
　
　
　
　
衆
芸
は
沙
を
弄
び
て
︑
始
め
て
其
の
極
み
を
会さ
と

ら
ん
︒

　
自
外
凡
庸
︑
何
解
點
畫
之
奥
︒
　
　
　
　
　
自こ
の
ほ
か外
の
凡
庸
︑
何
ぞ
点
画
の
奥
を
解
せ
ん
︒

 

（「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表
」
そ
の
第
六
段
（

文
字
︑
そ
し
て
そ
れ
を
扱
う
書
道
に
は
社
会
的
な
秩
序
を
保
つ
パ
ワ
ー
が
あ
る
と
空
海
は
主
張
す
る
︒
こ
の
一
節
で
は
「
君
臣
」「
夫

婦
」「
客
主
」「
弟
昆
」（
兄
弟
（
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
関
係
の
在
り
方
を
文
字
の
点
画
に
喩
え
て
い
る
︒
こ
う
し
て
言
語
を
正
し
く

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
概
念
は
︑『
詩
経
』
冒
頭
の
「
毛
詩

序
（
大
序
（」
に
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
「
得
失
を
正
し
︑
天
地
を
動
か
し
︑
鬼
神
を
感
ぜ
し
む
る
は
︑
詩
よ
り
近
き
は
莫

し
︒
先
王
　
是
を
以
て
夫
婦
を
経
し
︑
孝
敬
を
成
し
︑
人
倫
を
厚
く
し
︑
教
化
を
美
に
し
︑
風
俗
を
移
す
」
と
︒
空
海
の
上
表
文
は
こ

の
「
毛
詩
序
」
の
精
神
を
踏
襲
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
内
容
を
た
だ
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
流
用
し
た
の
で
は
な
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く
︑
本
来
は
詩
論
で
あ
っ
た
「
毛
詩
序
」
の
趣
旨
を
書
道
の
理
論
に
転
じ
た
と
こ
ろ
に
空
海
の
独
創
性
が
窺
え
る
︒「
毛
詩
序
」
は
周
知

の
通
り
詩
（
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
す
る
音
楽
（
が
如
何
に
天
下
に
平
和
を
も
た
ら
す
か
を
論
じ
て
い
る
の
だ
が
︑
空
海
は
そ
の
概
念
を

視
覚
的
な
書
道
の
側
面
に
も
充
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
空
海
は
詩
経
が
提
唱
す
る
詩
論
に
よ
っ
て
「
文
章
経
国
」
の

ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
か
ら
脱
却
し
て
︑
よ
り
普
遍
的
な
思
想
を
提
唱
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
空
海
は
次
の
よ
う
に
上
表
文
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
︒

　
何
況
空
海
︑
耳
聞
其
義
︑
心
不
存
理
︑ 

　
　
何
ぞ
況
ん
や
　
空
海
︑
耳
に
其
の
義
を
聞
く
も
︑
心
に
理
を
存
せ
ず
︑

　
　
　
　
　
　
空
費
筆
墨
︑
忝
汙
珍
屛
︒
　
　
空
し
く
筆
墨
を
費
し
︑
忝
か
た
じ
け
な

く
も
珍
屏
を
汚け
が

す
︒

　
　
　
　
　
　
一
悚
一
懼
︑
心
魂
飛
越
︒
　
　
一
た
び
は
悚お
そ

れ
一
た
び
は
懼お
じ

け
︑
心
魂
　
飛
越
す
︒

　
　
　
于
時
︑
堯
曦
流
光
︑
葵
藿
自
感
︒
　
　
時
に
于
て
︑
尭
曦
　
光
を
流
し
︑
葵
藿
　
自
ら
感
ず
︒

　
　
　
　
　
　
對
山
握
管
︑
觸
物
有
興
︑ 

　
　
山
に
対
し
て
管ふ
で

を
握
り
︑
物
に
触
れ
て
興
有
り
︑

　
　
　
　
　
　
自
然
之
應
︑
不
覺
吟
詠
︒
　
　
自じ
ね
ん然
に
　
之
れ
応
じ
︑
覚
え
ず
　
吟
詠
せ
り
︒

　
　
　
　
　
　
輒
抽
十
韻
︑
敢
書
于
後
︒
　
　
輒
ち
十
韻
を
抽ぬ

き
て
︑
敢
へ
て
後
に
書
す
︒

　
伏
乞
天
慈
宥
其
罪
過
︑
幸
甚
幸
甚
︒
　
　
　
伏
し
て
乞
ふ
ら
く
は
天
慈
　
其
の
罪
過
を
宥ゆ
る

し
た
ま
へ
︑
幸
甚
な
り
　
幸
甚
な
り
︒

　
謹
所
書
屛
風
及
秀
句
本
︑
隨
表
奉
進
︒
　
　
謹
み
て
書
す
る
所
の
屏
風
及
び
秀
句
の
本
︑
表
に
随
ひ
て
奉
進
す
︒

　
　
　
　
　
　
輕
黷
聖
覽
︑
伏
增
流
汗
︒
　
　
軽か
る
が
る

し
く
聖
覧
を
黷け
が

せ
る
は
︑
伏
し
て
流
汗
を
増
さ
ん
︒

　
　
　
　
沙
門
空
海
︑
誠
惶
誠
恐
謹
言
︒
　
　
沙
門
空
海
︑
誠
惶
誠
恐
し
て
謹
言
す
︒

　
弘
仁
七
年
八
月
十
五
日
︑
沙
門
空
海
上
表
︒
　
　
弘
仁
七
年
八
月
十
五
日
︑
沙
門
空
海
上
表
す
︒

 

（「
勅
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」
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こ
こ
も
ま
た
自
分
の
能
力
に
対
す
る
謙
遜
の
辞
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
の
上
表
文
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
さ
ら
に
十

韻
の
詩
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
蒼
嶺
白
雲
觀
念
人
　
　
　
蒼
嶺
の
白
雲
　
観
念
の
人

　
等
閑
絕
却
草
行
眞
　
　
　
等
閑
に
絶
却
す
　
草
　
行
　
真

白
雲
た
な
び
く
青
山
に
あ
っ
て
ひ
た
す

ら
仏
道
修
行
に
励
む
私
空
海
は
︑
草
・

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



　
心
遊
佛
會
不
遊
筆
　
　
　
心
は
仏
会
に
遊
び
て
　
筆
に
遊
ば
ず

　
不
顧
揚
波
爾
許
春
　
　
　
揚
波
を
顧
み
ざ
る
こ
と
　
爾い
く
ば
く許
の
春
ぞ

　
豈
謂
明
皇
交
染
翰
　
　
　
豈あ
に
お
も謂
は
ん
や
　
明
皇
　
染
翰
を
交
し

　
鵠
頭
龍
爪
爲
君
陳
　
　
　
鵠
頭
　
龍
爪
　
君
が
為
に
陳
べ
ん
と
は

　
祥
雲
濃
淡
御
邸
出
　
　
　
祥
雲
の
濃
淡
　
御
邸
よ
り
出
で

　
瑞
草
秋
冬
感
帝
仁
　
　
　
瑞
草
は
秋
に
冬
に
　
帝
仁
に
感
ず

　
靑
山
翠
岳
見
翔
鳳
　
　
　
青
山
　
翠
岳
に
　
翔
鳳
を
見

　
花
苑
瓊
林
望
走
驎
　
　
　
花
苑（

（（
（

　
瓊
林
に
　
走
驎
を
望
む

　
更
有
懸
針
與
倒
韭
　
　
　
更
に
有
り
　
懸
針
と
倒
韭
と

　
切
思
相
伴
竭
丹
宸
　
　
　
切
思
　
相
伴
ひ
て
　
丹
宸
を
竭つ

く
さ
ん

　
龍
管
臨
池
調
漆
墨
　
　
　
龍
管
　
池
に
臨
み
て
　
漆す

み墨
を
調と
と
のへ

　
烏
光
忽
照
點
豪
賓
　
　
　
烏
光
　
忽
ち
照
ら
し
て
　
豪ふ

で賓
を
点
ず
　

　
暴
風
驟
雨
莫
來
汙
　
　
　
暴
風
　
驟
雨
　
来
た
り
汚け
が

す
こ
と
莫
れ

　
此
是
君
王
所
愛
珍
　
　
　
此
れ
は
是
れ
　
君
王
の
愛
珍
す
る
所
な
り

　
松
巖
數
霧
菴
中
濕
　
　
　
松
巌
に
数し
ば
しば
霧
あ
り
て
　
菴
中
湿
ふ

　
恐
汙
望
晴
經
月
旬
　
　
　
汚
る
る
を
恐
れ
　
晴
を
望
み
て
　
月
旬
を
経
る
も

　
畫
虎
畫
龍
都
不
似
　
　
　
画
虎
　
画
龍
　
都
べ
て
似
ず

　
心
寒
心
暑
幾
逡
巡
　
　
　
心
寒
く
　
心
暑
く
し
て
　
幾
た
び
か
逡
巡
せ
り

 

（「
勅
賜
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最
後
は
上
表
文
の
内
容
を
詩
的
に
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
︒
第
一
句
か
ら
第
四
句
ま
で
は
︑
ひ
た
す
ら
仏
道
に
専
念
し
て
い
る
現
状

を
説
明
し
︑
こ
の
た
び
の
帝
か
ら
の
依
頼
を
ま
こ
と
に
予
想
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
つ
づ
い
て
︑「
揚
波
」「
鵠
頭
龍
爪
」「
祥

雲
」「
瑞
草
」「
懸
針
」「
倒
韭
」「
龍
管
」「
臨
池
」「
豪
賓
（
＝
毫
賓
（」
な
ど
書
の
字
形
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
随
処
に
散
り
ば
め

行
・
真
（
楷
（
の
書
道
の
こ
と
な
ど
心

に
と
め
る
暇
も
無
く
何
年
も
過
ご
し
て

お
り
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
此こ

度た
び

か
た
じ

け
な
く
も
達
筆
の
帝
よ
り
素
晴
ら
し
い

勅
書
を
頂
戴
し
︑
幾
つ
か
の
書
体
を
お

伝
え
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ

で
帝
の
御
筆
に
は
益
々
吉
祥
の
運
気
が

備
わ
り
︑
都
の
空
に
は
鳳
凰
が
舞
い
︑

御
所
の
花
園
に
は
麒
麟
が
現
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
︒
そ
れ
を
願
い
丹
精
込
め
て

書
き
上
げ
ま
し
た
︒
幾
日
も
山
中
に
留

め
置
き
ま
す
と
︑
大
切
な
御
屏
風
が
風

雨
で
台
無
し
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
︒

急
い
で
書
き
上
げ
ま
し
た
が
︑
や
は
り

山
の
霧
で
湿
り
︑
お
ま
け
に
我
が
悪
筆

は
虎
を
画
け
ど
虎
で
な
く
︑
龍
を
描
い

て
龍
に
な
ら
ず
︑
誠
に
お
恥
ず
か
し
い

限
り
で
す
︒
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な
が
ら
製
作
の
様
子
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
示
す
︒
空
海
は
何
故
こ
の
よ
う
に
最
後
に
詩
歌
に
よ
っ
て
上
表
文
の
趣
旨
を
ま
と
め
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
仏
教
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
た
い
︒
大
乗
仏
教
の
経
典
に
お
い

て
は
︑
そ
の
巻
末
に
経
典
の
趣
旨
を
「
偈
」
と
い
う
詩
歌
の
形
で
要
約
す
る
場
合
が
多
い
︒
上
表
文
の
末
尾
に
敢
え
て
七
言
十
韻
の
詩

を
添
え
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
修
辞
法
を
用
い
て
自
分
の
資
格
と
系
譜
の
正
統
性
を
強
調
し
︑
嵯
峨
帝
を
十
分
納
得
さ
せ
る

た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

む
す
び

本
稿
は
︑『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
に
所
収
の
二
篇
の
上
表
文
を
通
じ
て
︑
空
海
の
書
道
論
を
考
察
し
た
︒
そ
れ
は
中
国
伝
統
の
文
章
経

国
思
想
︑
仏
教
の
言
語
観
︑
そ
し
て
『
詩
経
』
が
提
唱
す
る
文
学
論
を
折
衷
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
思
想
的
な
多
様

性
は
空
海
の
芳
醇
な
教
養
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
当
時
︑
中
華
思
想
が
い
か
に
律
令
国
家
の
基
盤
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た

か
が
窺
い
知
れ
る
︒
梵
字
の
優
越
性
と
有
効
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
上
表
文
に
お
い
て
も
︑
空
海
は
文
章
経
国
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
空
海
が
主
張
す
る
書
道
論
は
甚
だ
し
く
平
安
初
期
の
律
令
国
家
の
産
物
で
あ

り
︑
故
に
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
た
九
世
紀
中
葉
以
降
︑
空
海
の
書
道
論
は
や
は
り
日
本
書
道
に
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
空
海
の
提
唱
し
た
書
道
論
が
日
本
の
書
道
に
初
め
て
哲
学
的
・
歴
史
的
・
芸
術
的
な
基
盤
を
与
え
︑

「
日
本
書
道
」
と
い
う
独
特
な
芸
術
の
形
成
に
大
い
に
貢
献
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
と
い
え
よ
う
︒

注

（
（
（  

『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
の
本
文
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
『
三
教
指
帰
・
性
霊
集
』（
岩
波
書
店
︑
日
本
古
典

文
学
大
系
（（
︑
一
九
六
五
年
︒
以
下
︑
岩
波
古
典
大
系
と
略
称
（
を
参
照
し
た
︒
本
書
は
鎌
倉
時
代
に
東
寺
長
者
を
務
め
た
僧
隆
澄
（
一

一
八
一
～
一
二
六
六
（
が
書
写
し
た
醍
醐
本
（
醍
醐
三
宝
院
所
蔵
︑
重
要
文
化
財
（
を
底
本
に
用
い
る
︒
ま
た
必
要
に
応
じ
て
今
鷹
真
ほ

空
海
と
そ
の
書
道
論

（（



か
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』（
宮
坂
宥
勝
編
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
六
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
四
年
︒
以
下
︑
筑
摩
空
海
全
集
と
略

称
（︑
中
谷
征
充
『
漢
詩
を
通
じ
て
弘
法
大
師
空
海
の
生
涯
を
繙
く
』（
高
野
山
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
（
等
を
適
宜
参
照
し
た
︒

（
（
（  
藤
瀬
礼
子
「『
性
霊
集
』
に
み
る
空
海
の
書
論
に
つ
い
て
」（『
了
徳
寺
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
号
︑
二
〇
〇
九
年
（
そ
の
三
六
頁
︒

（
（
（  
管
見
の
及
ぶ
限
り
「
龍
卦
」
の
出
典
は
不
明
︒
前
掲
の
岩
波
古
典
大
系
に
は
書
家
の
伝
記
で
あ
る
『
書
史
会
要
』
に
こ
の
典
故
が
み
え

る
旨
を
示
す
が
︑『
書
史
会
要
』
は
明
初
の
洪
武
九
年
（
一
三
七
六
（
に
至
っ
て
陶
宗
義
（
出
没
年
代
不
明
（
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
︒

静
慈
圓
に
よ
れ
ば
︑「
龍
卦
」
に
つ
い
て
こ
の
指
摘
を
踏
襲
す
る
が
︑「
亀
文
」
に
つ
い
て
は
漢
代
の
緯
書
『
尚
書
中
候
』
に
こ
の
故
事
が

み
え
る
と
い
う
︒
静
慈
圓
「
弘
法
大
師
の
上
表
文
に
お
け
る
文
章
構
造
の
特
色
（
上
（」（『
密
教
文
化
』
第
一
一
四
号
︑
一
九
七
六
年
（
そ

の
八
頁
︒

（
（
（  

井
実
充
史
「『
性
霊
集
』
に
み
え
る
王
国
の
理
念
と
表
現
」（『
人
間
発
達
文
化
学
類
論
集
』
第
六
号
︑
二
〇
〇
六
年
（
そ
の
一
一
一
頁
︒
　

（
（
（  

岩
波
古
典
大
系
は
「
有
諺
曰
」
と
あ
る
が
︑
筑
摩
空
海
全
集
は
「
諺
曰
」
と
す
る
︒

（
（
（  

本
稿
の
趣
旨
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
詳
述
し
な
い
が
︑「
茶
湯
坐
來
」
と
あ
る
所
か
ら
平
安
初
期
の
日
本
に
も
喫
茶
の
文
化
が
あ
る
程
度
定

着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

（
（
（  

庾
肩
吾
の
文
章
は
︑
唐
代
初
期
編
纂
の
『
芸
文
類
聚
』
巻
七
十
四
「
巧
芸
部
」
の
「
書
」
の
項
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
（
（  

こ
の
よ
う
に
鍾
繇
と
張
芝
の
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事
が
並
列
し
て
あ
る
の
は
︑
空
海
が
孫
過
庭
（
六
四
八
～
七
〇
三
（
の
著
し
た
書
論
『
書

譜
』（
六
八
七
（
の
冒
頭
部
分
の
内
容
を
踏
襲
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
丸
山
猶
計
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑『
書
譜
』
は
早
く

か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
︒（
丸
山
猶
計
「
王
羲
之
と
日
本
の
書
」（
九
州
国
立
博
物
館
図
録
『
特
別
展
　
王
義
之
と
日
本
の
書
』
西
日

本
新
聞
社
︑
二
〇
一
八
年
（
そ
の
一
三
頁
︒

（
（
（  

中
谷
征
充
『
漢
詩
を
通
じ
て
弘
法
大
師
空
海
の
生
涯
を
繙
く
』（
高
野
山
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
（
そ
の
一
三
六
頁
︒

（
（0
（  

『
篆
隷
文
体
』（
京
都
・
毘
沙
門
堂
門
跡
所
蔵
︑
重
要
文
化
財
（
の
影
印
版
は
︑
一
九
三
五
年
︑
古
典
保
存
会
よ
り
刊
行
︑
解
説
は
山
田

孝
雄
︒
ま
た
近
年
は
︑
興
膳
宏
『
合
璧
詩
品
・
書
品
』（
研
文
出
版
︑
二
〇
一
一
年
（
に
も
各
書
体
部
分
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（  

「
花
」
字
は
岩
波
古
典
大
系
に
よ
る
︒
筑
摩
空
海
全
集
で
は
「
華
」
字
に
作
る
︒

中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
九
号

（（


