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則

天

武

后

と

教

山一坪

田

矢口

子

則
天
武
后
の
仏
教
と
の
関
係
は
、
な
る
ほ
ど
特
筆
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
篤
信
者
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で

は
、
武
后
と
仏
教
お
よ
び
道
教
・
儒
教
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
彼
女
の
精
神
的
基
盤
に
な
っ
て
い
た
の
は

何
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
武
周
政
権
成
立
に
大
き
く
関
っ
て
く
る
問
題
で
あ
り
、

ま
た
、
唐
代
に
お
け
る
三
教
受
容
の
実
態
を

知
る
手
が
か
り
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

ま
ず
、
則
天
武
后
と
仏
教
の
つ
な
が
り
を
伝
記
を
追
い
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。
十
四
才
で
太
宗
の
後
宮
に
入
り
才
人
と
な
っ
た
、

も
と
の
荊
州
都
督
武
士
謀
略
の
娘
武
照
|
!
後
の
則
天
武
后
1
1
1
は
、
貞
観
二
十
三
年
(
六
四
九
)
二
十
六
才
の
時
、
太
宗
崩
御
に
と
も
な
い
、

通
例
に
な
ら
っ
て
尼
と
な
り
感
業
寺
に
入
っ
た
。
感
業
寺
に
つ
い
て
は
由
来
も
所
在
地
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
先
帝
の
女
官
が
入

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
多
分
に
王
室
と
関
係
の
あ
る
寺
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
既
に
国
力
も
充
実
し
仏
教
も
次
第
に
復
興
し
て

15 

い
て
、
太
宗
は
仏
教
教
団
の
管
理
に
食
指
を
動
か
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
感
業
寺
も
唐
室
の
息
の
か
か
っ
た
寺
で
あ
っ
た
ろ
う
。



16 

永
徽
五
年
(
六
五
四
)
、
武
照
は
高
宗
の
後
宮
に
召
し
入
れ
ら
れ
、
昭
儀
と
な
り
、
翌
牢
、
皇
后
の
王
氏
を
廃
し
て
皇
后
の
地
位
に
昇
つ

た
。
病
弱
な
高
宗
に
代
わ
っ
て
政
治
の
実
権
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
武
后
は
、
永
淳
二
年
(
六
八
三
)
に
高
宗
が
崩
じ
中
宗
が
即
位
し

て
も
、
皇
太
后
と
し
て
執
政
権
を
持
ち
続
け
た
。
翌
年
、
中
宗
が
廃
さ
れ
、
書
宗
が
立
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
垂
扶
元
年
(
六
八
五
)
僧
醇
懐

義
の
登
場
を
待
っ
て
、

こ
れ
ま
で
唐
室
の
皇
后
と
し
て
道
教
を
尊
ぶ
立
場
を
守
っ
て
き
た
武
后
が
、
大
き
く
仏
教
に
接
近
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
蒔
懐
義
、
本
名
鴻
小
宝
、
洛
陽
の
小
商
人
で
あ
っ
た
こ
の
男
を
、
武
后
は
宮
中
出
入
り
の
便
宜
を
計
っ
て
、
僧
形
に
仕
立
て
た
。

懐
義
は
白
馬
寺
の
寺
主
と
な
り
、
武
后
の
寵
を
か
き
に
着
て
威
勢
を
張
り
、
多
く
の
無
頼
の
少
年
た
ち
を
私
度
し
て
共
に
住
ま
わ
せ
て
い

た
。
そ
こ
に
は
ま
た
、

い
わ
ば
俗
僧
偽
僧
の
類
の
僧
が
多
く
集
ま
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
懐
義
が
武
后
の
命
を
受
け
て
明
堂
を

建
設
し
、

さ
ら
に
そ
の
北
に
天
堂
な
る
も
の
を
建
て
爽
狩
(
一
種
の
乾
漆
法
)

の
大
仏
を
安
置
し
た
と
い
う
。

(
1
)
 

「
大
雲
経
」
四
巻
を
偽
作
し
た
。
そ
も
そ
も
『
大
雲
経
』
と
は

『
大
方
等

さ
て
、
懐
義
は
載
初
元
年
(
六
九
O
)
法
明
な
ど
十
人
の
僧
と

無
想
(
大
雲
)
経
』
と
呼
ば
れ
る
北
涼
の
曇
無
識
の
訳
本
で
、
護
国
経
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
六
巻
か
ら
成
る
こ
の
経
典
の
最
後
に
、

四
方
諸
国
み
な
来
り
て
承
奉
す
る
云
々
、

(
3
)
 

を
偽
作
し
、
武
后
が

仏
陀
が
浄
光
天
女
に
対
し
て
、
滅
後
七
百
年
、
南
天
笠
無
明
国
の
等
乗
王
の
王
女
増
長
と
し
て
生
ま
れ
、
王
位
を
継
い
で
天
下
を
威
服
し
、

(
2
)
 

と
予
言
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
醇
懐
義
・
法
明
ら
は
、
こ
の
仏
典
に
付
会
し
て
議
文

「
弥
鞍
の
下
生
」
に
し
て

「
間
浮
提
主
」
で
あ
る
(
「
旧
唐
書
』
外
戚
伝
・
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
四
)
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。
将
来
に
お
い
て
、
弥
軌
が
こ
の
世
界
に
下
生
す
る
と
い
う
説
は
、
中
国
の
仏
教
信
者
に
と
っ
て
強
い
憧
れ
の
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、

逆
乱
を
な
す
者
が
自
ら
を
弥
勤
の
下
生
と
称
し
て
人
心
を
得
よ
う
と
し
た
例
が
し
ば
し
ば
あ
っ
て
、
武
后
の
時
代
の
前
後
に
も
い
く
つ
か

(
4
)
 

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
懐
義
ら
は
、
弥
鞍
下
生
説
と
『
大
雲
経
」
の
浄
光
天
女
即
位
の
説
を
結
び
つ
け
、
女
性
の
武
后
が
弥
勤
の
下
生
で

あ
っ
て
、
彼
女
が
天
下
に
君
臨
す
る
こ
と
を
仏
陀
の
意
志
と
し
て
正
当
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
偽
作
が
蒔
懐
義
一
派
の
僧
に
よ
っ
て



自
主
的
に
な
さ
れ
た
の
か
、
武
后
が
彼
等
を
使
っ
て
さ
せ
た
こ
と
な
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

お
そ
ら
く
武
后
の
考
え
の
も
と
に
僧
た

ち
が
編
み
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
太
宗
は

「
大
雲
経
』
を
、
護
国
経
と
し
て
知
ら
れ
た

『
仁
王
経
』
と
と
も
に
、
竜
田
寺
に
て

僧
尼
に
転
読
さ
せ
て
い
た
(
「
弁
正
論
』
巻
四
)
。

『
大
雲
経
』
に
関
す
る
知
識
を
感
業
寺
時
代
に
得
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

武
后
は

こ
の
年
九
月
、
百
官
の
上
表
が
あ
り
、
威
柄
が
己
れ
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、

い
よ
い
よ
害
宗
を
廃
し
て
自
ら
即
位
し
、
国
号
を
周
に
改

め
、
天
授
元
年
と
改
元
し
た
。
も
ち
ろ
ん

「
大
雲
経
』
偽
作
の
み
が
革
命
を
成
功
さ
せ
た
の
で
は
な
い
が
、
有
力
な
推
進
力
と
な
っ
た
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
帝
位
に
即
い
た
武
后
は
、
諸
州
に
大
雲
(
経
)
寺
を
置
き

『
大
雲
経
」
を
備
え
、
僧
に
こ
れ
を
講
ヒ
さ
せ
た
。
原
本

教

『
大
雲
経
」

つ
ま
り

「
大
方
等
無
想
経
』
に
、
王
位
を
継
い
だ
王
女
増
長
が

「
間
浮
提
に
遍
く
七
宝
塔
を
起
て
」
、
仏
教
を
崇
敬
し
、
民

の

と

衆
に
対
し
て

「
大
雲
経
を
説
き
以
っ
て
其
の
心
を
調
う
」
こ
と
を
行
な
え
ば
、
や
が
て
無
量
寿
仏
の
国
に
往
生
し
、
浄
実
増
長
仏
と
な
る

后

で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
武
后
は
こ
れ
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。

武

惰
唐
の
官
寺
設
置
は
惰
の
文
帝
の
大
興
国
寺
に
始
ま
る
。
唐
の
高
宗
が
州
毎
に
置
い
た
官
寺
に
つ
い
て
は
名
称
機
構
と
も
に
不
明
で
あ

(

5

)

(

6

)

〉

る
。
こ
れ
に
つ
ぐ
の
が
武
后
の
大
雲
寺
で
あ
っ
た
。
翌
天
授
二
年
、
武
后
は
道
教
と
仏
教
の
公
式
席
次
を
変
更
し
、
「
仏
先
道
後
」
と
し
た
c

天JlU 

(
「
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
四
・
『
全
唐
文
』
巻
九
五
「
釈
教
在
道
法
上
制
」
)
。
か
つ
て
玄
非
が
強
く
要
求
し
て
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
席
次
変
更

が
、
「
大
雲
経
』
の
武
周
革
命
に
お
げ
る
却
を
高
く
|
|
過
大
な
ま
で
に
l
i
i評
価
す
る
武
后
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、
仏
教
優
先
主
義
が
強

く
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
「
大
雲
経
』
の
一
件
や
以
後
の
仏
教
優
先
は
、
信
仰
と
い
う
よ
り
政
策
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
の
歴
代
の

皇
帝
に
は
仏
教
保
護
の
立
場
を
と
っ
た
人
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
敬
慶
な
信
仰
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
非
常
に
隆
盛
だ
っ
た

17 

仏
教
教
団
を
国
家
の
管
理
下
に
置
こ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
武
后
ほ
ど
実
質
的
に
、
仏
教
を
政



18 

策
的
に
利
用
し
た
も
の
は
ほ
か
に
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
強
大
な
政
治
力
を
持
つ
武
后
が
帝
位
を
狙
う
。
当
然
現
わ
れ
る
反

対
者
を
獄
門
に
下
す
。
周
の
継
承
を
標
楊

L
、
数
々
の
奇
瑞
を
用
い
て
、
こ
の
恐
怖
政
治
に
向
け
ら
れ
る
衆
目
を
蔽
ぃ
、

か
つ
革
命
の
機

運
を
高
め
る
。
そ
の
上
で
革
命
の
正
当
性
を
『
大
雲
経
」
に
託
し
て
最
後
の
詰
め
を
す
る
。

つ
ま
り
、
武
后
は
、
自
分
の
建
て
た
周
と
い

う
国
の
存
在
、
引
い
て
は
自
分
自
身
の
存
在
理
由
を
仏
教
に
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
仏
教
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
を
一
万
し
、

か

つ
保
護
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
教
団
を
自
分
の
勢
力
範
囲
に
く
み
入
れ
、
武
周
政
権
の
地
固
め
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

武
后
が
政
権
を
得
る
た
め
に
仏
教
と
結
び
つ
い
た
の
に
は
、
老
子
を
祖
と
す
る
唐
王
室
へ
の
訣
別
を
広
く
示
す
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
唐
の
高
祖
以
来
の
仏
教
の
国
家
管
理
化
が
、
こ
の
政
策
を
浸
透
さ
せ
る
背
景
に
も
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

何
よ
り
も
、
こ
の
政
策
が
武
周
革
命
に
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
、
仏
教
勢
力
を
た
く
み
に
子
中
に
お
さ
め
得
た
こ
と
と
、
当

時
の
社
会

l
i特
に
民
衆
社
会
に
お
い
て
何
が
効
力
を
持
つ
の
か
、
民
衆
の
心
を
魅
了
す
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
を
見
事
に
突
い
た
点
に

あ
る
。
当
時
仏
教
は
す
で
に
広
く
深
く
民
衆
聞
に
浸
透
し
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
教
義
面
で
の
深
い
理
解
を
得
て
い
た
の
で
は
な
く
、
迷

信
的
な
粉
飾
を
伴
っ
た
形
で
受
容
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
怪
し
げ
な
自
称
如
来
や
、
仏
の
名
の
も
と
に
虚
偽
を
な
す
者
が
多
く
の

(
7
)
 

信
奉
を
得
た
り
す
る
社
会
、

つ
ま
り
「
仏
教
的
」
雰
囲
気
に
呑
ま
れ
や
す
い
社
会
に
む
い
て
、
国
家
が
建
立
し
た
大
雲
寺
で
、
武
周
政
権

を
仏
の
意
志
と
し
て
正
当
化
す
る

『
大
雲
経
」
が
高
僧
た
ち
に
よ
り
講
ヒ
ら
れ
宣
伝
さ
れ
た
こ
と
が
、
多
大
な
効
果
を
生
ん
だ
で
あ
ろ
う

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
す
で
に
上
元
元
年
(
六
七
四
)
「
天
后
」
を
称
し
た
こ
ろ
か
ら
政
権
獲
得
の
野
望
を
確
か
な
も
の
に
し
、
高
宗
の

死
後
も
摂
政
政
権
を
新
帝
に
返
還
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
政
権
樹
立
を
決
意
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
武
后
が
、
渇
小
宝
な
る
一
商
人
を
僧

蒔
懐
義
に
仕
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
的
に
仏
教
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
賢
明
な
策
で
あ
っ
た
。
証
聖
元
年
(
六
九
五
)

(
8
)
 

に
ご
く
短
期
間
で
は
あ
る
が
、
自
ら
「
慈
氏
越
古
金
輪
聖
神
皇
帝
」
と
号
し
た
。

「
慈
氏
」
と
は
弥
鞍
菩
薩
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
自



身
が
弥
靭
の
下
生
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
政
策
的
意
図
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
本
気
で

信
じ
こ
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
武
后
の
得
意
絶
頂
な
る
を
知
る
思
い
で
あ
る
。

武
后
と
い
う
思
わ
ぬ
後
見
者
を
得
て
、
仏
教
界
は
空
前
の
興
隆
を
見
せ
た
。
後
日
、
秋
仁
傑
が
久
視
元
年
(
七

O
O
)
に
焼
失
し
た
天
堂

の
大
像
再
建
に
関
し
て
提
し
た
諌
言
に

「
今
の
伽
藍
は
、
制

宮
闘
を
過
ぎ
、
容
を
窮
め
壮
を
極
め
、
画
績

工
を
尽
く
す
0
(

中
略
)
逃
丁
避
罪
、
併
び
に
法
門
に
集
い
、
無

教

凡
そ
幾
万
も
有
り
己
(
『
旧
唐
書
』
秋
仁
傑
伝
)

と
あ
る
よ
う
に
、
豪
奪
な
仏
閣
が
建
て
ら
れ
、
無
頼
の
徒
や
浮
浪
の
民
が
多
数
仏
門
に
流
れ
込
ん
で
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
界
の
中
心

(
9
)
 

を
な
す
高
僧
も
数
多
く
こ
の
時
期
に
輩
出
し
て
、
訳
経
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
武
后
は
、
こ
れ
ら
高
僧
た
ち
と
も
接
触
は
す
る
が
、
一

(
叩
)

定
の
宗
派
教
義
を
深
く
信
奉
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
訳
経
事
業
を
後
援
し
、
自
ら
序
文
を
書
い
た
も
の
も
い
く
つ

(
日
)

か
あ
る
が
、
例
え
ば

名
の
僧
、

と后武

「
大
周
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
序
」
や
「
三
蔵
聖
教
序
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
大
雲
之
蔭
」
を
顕
彰
す
る
の
を
忘

天

つ
ま
り
、
「
朕
は
幼
き
と
き
よ
り
釈
教
を
崇
び
、
夙
に
慕
い
て
帰
依
す
」
(
「
三
蔵
聖
教
序
」
)
と
は
言
え
、
仏
教
に
更
に
深
く
帰
依

員。

れ
な
い
。

す
る
所
以
は

『
大
雲
経
」
に
あ
る
と
述
べ
、
序
文
を
書
く
目
的
は

『
大
雲
経
』
の
武
周
成
立
に
お
け
る
功
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
政
策
的
立
場
を
離
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
武
后
は
、
老
子
を
祖
と
仰
ぐ
唐
室
の
皇
后
と
し
て
、
老
子
尊
重
、
道
教
第
一
主
義
の
立
場
を
守
っ
て
き
た
。
麟
徳
三
年
(
六
六
六
)
、

高
宗
は
泰
山
に
行
幸
し
、
克
州
に
道
観
・
仏
寺
各
三
か
所
を
、
諸
州
に
一
寺
一
観
を
設
置
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
実
権
は
武
后
に
移

19 

り
、
「
二
聖
」
と
呼
ば
れ
て
は
い
て
も
、
事
実
上
の
支
配
者
は
武
后
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
設
置
も
彼
女
の
裁
量
に
依
る
も
の
で
あ
っ
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た
ろ
う
。
ま
た
、
同
年
、
老
子
に
「
太
上
玄
玄
皇
帝
」
の
尊
号
を
贈
り
、
上
元
元
年
(
六
七
四
)
に
は
所
謂
「
十
二
の
建
言
」
を
上
奏
し
、

「
老
子
」
を
王
公
以
下
に
学
ば
せ
、

明
経
科
の
課
題
に
採
用
し
た
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
二
・
「
新
唐
書
』
后
妃
伝
)
。
こ
の
ご
ろ
か
ら
高
宗
を

「
天
皇
」
、
武
后
を
「
天
后
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
名
称
は
道
教
の
神
名
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
活
師
正
や

そ
の
弟
子
司
馬
承
禎
な
ど
多
く
の
道
士
を
優
遇
し
た
(
「
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
二
・
「
旧
唐
書
』
隠
逸
伝
な
ど
)
0

(ロ)

蒔
懐
義
の
登
場
(
六
八
五
可
武
周
政
権
の
成
立
(
六
九

O
)
の
時
期
は
仏
教
優
先
主
義
で
、
老
子
の
尊
号
の
剥
奪
や
明
経
科
の
課
題
か
ら
の

『
老
子
』
削
除
な
ど
、
則
天
武
后
時
代
に
あ
っ
て
道
教
不
遇
期
と
も
言
う
べ
き
時
期
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
十
年
を
経
て
懐
義
が
殺
さ

れ
(
六
九
五

代
わ
っ
て
張
易
之
・
昌
宗
の
兄
弟
が
寵
を
得
る
よ
う
に
な
る
、
万
最
通
天
二
年
(
六
九
七
)
ご
ろ
か
ら
|
|
|
公
的
に
は
道
教

不
遇
期
は
続
く
が

i
i道
教
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
く
武
后
が
見
ら
れ
る
。
道
教
尊
重
か
ら
仏
教
優
先
、
十
年
を
経
て
道
教
へ
の
傾
斜
と
、

少
な
く
と
も
現
象
的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
武
后
の
信
仰
傾
向
の
変
遷
を
は
っ
き
り
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
早
く
か
ら
政
治
的

手
腕
を
発
揮
し
て
、
女
性
と
し
て
類
の
な
い
皇
帝
の
位
に
昇
っ
た
武
后
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
な
意
味
を
全
く
抜
き
に
し
て
そ
の
行
跡
を

見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
皇
后
時
代
の
道
教
中
心
主
義
は
唐
室
の
皇
后
と
し
て
の
態
度
で
あ
っ
て
、
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
唐
室

内
の
反
感
を
極
力
抑
え
て
専
権
を
ふ
る
う
た
め
の
一
つ
の
方
便
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
皇
太
后
と
な
り
皇
帝
の
位
を
狙
う
武
后
は
、

唐
と
は
異
な
る
と
い
う
意
識
を
広
く
一
五
し
つ
つ
、
な
に
よ
り
そ
の
効
果
の
大
な
る
を
嘆
、
ぎ
と
っ
て
仏
教
と
結
び
つ
い
た
と
い
え
よ
う
。
革

命
直
後
の
仏
教
優
先
も
政
策
的
な
も
の
で
、
表
面
上
の
道
教
と
の
疎
遠
は
政
治
的
配
慮
の
結
果
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
ま
で
見
る
限

り
に
お
い
て
は
、
武
后
自
身
の
信
仰
が
道
仏
い
ず
れ
に
傾
い
て
い
た
の
か
は
速
断
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
蒔
懐
義
死
亡
の
後
、
張
兄
弟

を
得
て
道
教
色
を
深
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
新
政
権
樹
立
を
成
し
遂
げ
、
そ
の
た
め
の
仏
教
の
役
割
も
一
応
落
着
し
て
い
て
、
武
后
は
こ

こ
で
よ
う
や
く
自
由
に
振
舞
う
余
裕
を
持
て
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
却
っ
て
武
后
自
身
の
本
来
の
晴
好
が
表
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思



わ
れ
る
。

(
日
)

控
鶴
監
と
名
づ
け
ら
れ
た
役
所
を
舞
台
に
、
張
兄
弟
を
中
心
に
し
た
道
教
色
の
濃
い
サ
ロ
ン
が
開
か
れ
た
。
こ
の
時
、
武
后
は
す
で
に

七
十
半
ば
の
年
齢
に
達
し
て
い
て
、

よ
う
や
く
自
身
の
老
化
を
自
覚
し
始
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
自
分
の
足
も
と
を
見
れ
ば
、

よ

う
や
く
築
き
上
げ
た
武
周
政
権
の
足
場
は
非
常
に
も
ろ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

太
子
哲
(
中
宗
)
は
唐
室
の
血
を
継
ぎ
、
武
周
を
末
代
ま
で

伝
え
て
く
れ
る
か
ど
う
か
心
も
と
な
い
。
武
氏
一
族
と
不
仲
で
あ
る
こ
と
が
第
一
の
心
配
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
病
気
が
ち
の
武
后

は
、
太
子
哲
・
相
王
輪
(
会
日
宗
)
・
太
平
公
主
と
諸
武
と
に
後
事
を
誓
わ
せ
た
が
、

気
安
め
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
彼
女
自
身
が
よ
く
知
っ
て

教と

さ
ら
に
一
層
武
后
が
道
教
的
な
ム

i
ド
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

(
U
)
 

死
を
不
可
避
の
事
実
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
武
后
は
、
長
生
薬
を
作
ら
せ
服
用
し
た
。
唐
の
皇
帝
た
ち
は
こ
う
し
た
丹
薬
を
好
み
、

い
た
。
生
来
の
晴
好
の
上
に
、

后

多
く
の
練
丹
術
士
を
宮
廷
に
か
か
え
て
い
た
。
唐
王
朝
の
武
后
を
含
め
て
二
十
二
人
の
皇
帝
の
う
ち
、
七
人
が
丹
薬
を
愛
飲
し
、
武
后
を

武

除
く
六
人
が
中
毒
死
し
た
と
い
う
。

天員リ

以
上
に
見
る
ご
と
く
、
武
后
の
立
場
は
道
教
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
晩
年
に
な
る
ほ
ど
、
そ
の
傾
向
は
顕
著
に
な
る
。
し
か

し
、
武
后
の
把
握
し
て
い
た
仏
教
お
よ
び
道
教
は

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
聞
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
が
あ

21 

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
表
層
的
な
言
辞
や
形
式
以
上
の
明
確
な
差
異
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
『
全
唐
文
」
中
の
武
后
の
詔
制
に

「
仏
道
の
二
教
は
、
同
に
無
為
を
善
し
と
す
る
に
帰
す
。
究
寛
み
な
是
れ
一
宗
な
り
己
(
巻
九
五
「
禁
僧
道
援
誘
制
」
)

と

ご

ろ

ゆ

る

「
老
君
化
胡
、
典
詰
著
わ
す
伎
な
り
、
宣
に
僧
輩
の
妄
り
に
削
除
を
請
う
を
容
さ
ん
o
(
中
略
)
明
ら
か
に
知
る
、
胡
に
化
す
は
是
れ

よ

真
、
仏
と
作
る
は
謬
に
非
ざ
る
を
。
道
は
方
便
を
能
く
し
て
教
を
設
け
、
仏
は
本
も
と
道
に
因
り
て
生
、
ず
。
老
釈
既
に
元
自
り
同
じ
、

道
仏
も
亦
た
合
に
斉
し
く
重
ん
ず
ベ

L
U
(
巻
九
六
「
僧
道
並
重
勅
」
)
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と
見
え
る
。
下
勅
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
激
し
く
対
立
し
て
い
た
仏
教
界
と
道
教
界
の
争
い
を
戒
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

「無

為
」
と
い
う
点
で
両
教
の
同
一
性
を
述
べ
、

さ
ら
に
老
子
化
胡
説
を
正
当
と
み
な
し
て
、
仏
は
道
よ
り
生
じ
た
も
の
と
い
う
。
仏
教
は
、

中
国
に
入
っ
て
き
た
時
以
来
、
仏
典
の
翻
訳
に
道
教
の
術
語
を
借
用
し
た
以
上
の
関
係
を
道
教
と
の
聞
に
有
し
て
い
る
。

つ
ま
り
教
義
の

混
同
で
あ
る
。
や
が
て
仏
教
側
で
は
そ
れ
を
阻
止
す
る
が
、
道
教
側
で
は
仏
道
習
合
が
発
展
す
る
。
老
子
化
胡
説
も
、
仏
道
習
合
の
起
源

を
探
す
道
教
徒
が
想
像
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
武
后
が
化
胡
説
を
是
認
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
彼
女
が
道
教
側
に
立
脚
し
て
い

た
と
言
え
よ
う
。
道
仏
の
う
ち
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
道
教
に
近
い
武
后
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
道
仏
を
同
一
と
見
て
、
そ
の
聞
に
差
異

(
日
)

を
認
め
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
醇
懐
義
が
仏
教
の
名
の
も
と
に
催
し
た
奇
異
な
行
事
を
容
認
し
、
の
ち
に
、
道
教
的
ム

l
ド

(
日
)

の
中
に
遊
び
つ
つ
も
、
高
僧
と
交
流
し
、
か
つ
焼
失
し
た
天
堂
の
大
仏
再
建
の
意
志
を
再
三
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
仏
教

認
識
の
程
度
の
低
さ
や
、
道
仏
が
彼
女
の
意
識
の
中
で
並
存
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

当
時
、
怪
し
げ
な
仏
教
的
演
出
で
人
心
を
得
よ
う
と
し
た
者
は
多
か
っ
た
が
、
使
用
語
句
や
小
道
具
を
仏
教
か
ら
借
り
て
は
い
て
も
、

そ
の
行
動
は
迷
信
的
な
ま
や
か
し
の
類
で
、
あ
る
い
は
道
教
風
の
趣
き
さ
え
あ
っ
た
。
ま
た
、
例
の
蒔
懐
義
の
催
し
た
数
々
の
奇
異
な
行

事
に
も
多
く
の
民
衆
が
集
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
、
当
時
の
民
衆
社
会
に
お
け
る
道
仏
二
教
の
受
容
の
姿
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
武
后
と
唐
代
の
一
般
民
衆
と
の
信
仰
面
に
お
け
る
近
似
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

道
教
と
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
を
含
め
た
三
教
を
混
合
す
る
傾
向
が
武
后
に
見
ら
れ
る
。
新
政
権
樹
立
を
め
ざ
す
武
后
は
、
儒
教
の

理
想
国
家
「
周
」
の
再
現
を
唱
え
、
そ
の
た
め
に
数
々
の
儒
教
的
演
出
を
施
し
た
。
高
宗
死
後
ま
も
な
く
の
光
宅
元
年
(
六
八
四
)
、
主

要
官
庁
官
職
名
の
改
称
を
行
な
い
、
六
部
尚
書
を
「
周
礼
』
に
擬
え
て
天
地
春
夏
秋
冬
の
六
官
に
改
め
、
垂
挟
四
年
(
六
八
八
)
明
堂
を
建



設
し
、

翌
年
に
は
暦
を
夏
正
か
ら
周
正
に
切
り
替
え
た
。
さ
て
、

明
堂
で
あ
る
が
、
唐
の
太
宗
も
高
宗
も
建
設
を
夢
見
て
き
た
。
理
想
的

な
政
治
の
象
徴
と
し
て
、
こ
の
周
の
政
治
堂
は
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
制
度
の
実
体
は
不
明
で
、
唐
代
に
入
っ
て
か
ら

も
幾
度
と
な
く
儒
者
の
閣
で
討
議
が
繰
り
返
さ
れ
、
い
ま
だ
決
定
を
見
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
武
后
は
側
近
の
文
学
の
士
、
い
わ

(

口

)

ま

さ

ゆ
る
北
門
学
土
に
相
談
し
た
だ
け
で
、
建
設
場
所
も
「
当
に
国
の
陽
、
丙
巳
の
地
、
三
里
の
外
、
七
里
の
内
に
在
る
べ
し
」
と
の
諸
儒
の

は
な
は

意
見
を
「
宮
を
去
る
こ
と
太
だ
遠
し
」
と
い
う
理
由
で
退
け
て
、
乾
元
殿
を
聾
し
た
跡
地
に
決
め
て
し
ま
っ
た
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
四
)

0

教

武
后
は
こ
の
工
事
の
監
督
を
蒔
懐
義
に
命
じ
、
翌
年
完
成
し
た
壮
麗
な
大
建
造
物
を
「
万
象
神
宮
」

l
lさ
ま
ざ
ま
な
神
の
宮
殿

l
ー
ー
と

(
日
)

名
づ
け
た
。
明
堂
制
度
に
つ
い
て
は
、
陰
陽
五
行
説
の
影
響
が
見
ら
れ
、
後
の
詮
議
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
も
こ
う
し
た
も
の
を
含
ん
で

と

い
た
か
ら
、
武
后
の
建
て
た
明
堂
も
こ
れ
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
儒
教
は
、
に
わ
か
仕
立
て
の
僧
の
介
入
を

后

許
し
、

明
堂
を
万
象
神
宮
と
名
づ
け
る
の
を
許
す
で
あ
ろ
う
か
。
武
后
は
明
堂
の
北
に
天
堂
と
命
名
し
た
建
物
を
造
営
し
、
こ
こ
に
大
仏

武

を
安
置
し
た
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
武
后
が
儒
教
の
名
の
も
と
に
行
な
っ
た
こ
と
は
、
儒
教
的
名
称
や
故
事
の
形
骸
的
な
継
承
に
過
ぎ
ず
、

天則

武
局
の
儒
教
認
識
は
薄
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
物
語
る
事
例
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
大
学
に
古
代
周
の
大

ヘ
Q
d
J

学
で
あ
る
成
期
、
の
名
を
つ
け
な
が
ら
、
祭
酒
や
博
士
助
教
に
儒
土
で
な
い
武
氏
一
族
や
諸
王
お
よ
び
尉
馬
都
尉
を
用
い
、
武
后
が
制
を
称

し
て
以
来
二
十
年
間
、
学
校
は
殆
ん
ど
廃
校
状
態
で
、
儒
学
を
軽
視
す
る
風
が
横
溢
し
て
い
た
と
い
う
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
六)。

以
上
の
こ
と
は
、
周
の
継
承
を
標
持
す
る
の
が
現
政
権
を
倒
す
大
義
名
分
と
し
て
最
も
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
上
で
の
儒
教

的
演
出
で
あ
っ
た
。
武
后
は
、

さ
ら
に
瑞
祥
図
識
の
類
で
機
運
を
高
め
、
仏
教
的
演
出
で
革
命
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。
そ
し
て
確
立

し
た
周
政
権
で
は
仏
教
を
保
護
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
や
儒
教
は
、
武
后
の
政
治
的
野
心
の
実
現
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た

23 

の
で
あ
る
が
、

そ
の
背
景
に
は
、
武
后
の
意
識
の
中
で
三
教
は
共
存
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
武
后
は
、
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久
視
元
年
(
七

O
O
)
『
三
教
珠
英
」
と
い
う
書
物
を
編
纂
さ
せ
た
。
『
唐
書
』
芸
文
志
に
よ
る
と
、
「
一
千
三
百
巻
、
目
十
三
巻
」
で
、
著
者

は
張
昌
宗
・
李
幡
な
ど
控
鶴
監
改
め
奉
辰
府
の
構
成
員
で
あ
る
。
『
文
献
通
考
」
に
よ
る
と
、
宋
で
は
す
で
に
三
巻
が
残
存
す
る
だ
け
で
、

(
初
)

「
太
平
広
記
』
に
こ
か
所
引
か
れ
て
残
っ
て
い
る
。
武
后
は
、
そ
の
精
神
的
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る

以
後
失
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
断
片
が

た
め
に
こ
の
書
を
編
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
三
教
の
優
劣
を
こ
こ
で
定
め
よ
う
と
す
る
意
志
は
、

わ
そ
ら
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
武
后
は
自
身
が
三
教
の
精
髄
を
合
わ
せ
有
し
て
い
る
と
い
う
自
負
を
持
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
立
場
か
ら
見
る
限
り
、
三

教
は
衝
突
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
武
后
は
、
明
堂
建
設
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
教
仏
教
と
い
っ
た
い
わ
ば
邪
宗
が
儒
教
に
介
入
す
る
の
を
容
認
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
傾
向
は
果
た
し
て
武
后
ひ
と
り
に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何

•• 

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
儒
教
は
六
朝
以
後
も
現
実
社
会
の
た
が
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、
そ
の
効
果
も
公
的
に
は
肯
定
さ
れ
て
き

た
が
、
そ
の
実
、

人
々
の
意
識
の
中
に
お
け
る
儒
教
の
権
威
は
、
重
さ
を
減
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
と
に
哲
学
と
し
て
の
深
さ
を

欠
く
点
で
儒
教
が
仏
教
に
劣
る
こ
と
は
、
大
方
の
知
識
人
の
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
儒
教
は
国
家
や
家
庭
の
経
営
管
理

を
円
滑
に
し
、
秩
序
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
方
便
と
し
て
の
役
割
を
か
ろ
う
ビ
て
守
り
得
た
の
が
実
情
で
、
人
々
の
心
を
寄

せ
る
所
で
は
な
く
な
っ
て
、
も
は
や
久
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
同
時
に
儒
教
の
権
威
の
下
落
を
と
も
な
う
。
表
立
っ
て

露
わ
に
な
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
人
々
の
心
の
中
で
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
秘
か
に
進
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
六
朝
以
降
、
儒
仏
あ

る
い
は
儒
仏
道
を
一
致
と
す
る
思
想
が
、
儒
者
側
か
ら
も
現
わ
れ
て
〈
る
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
本
来
、
道
教
は
、
儒
教
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
で
出
て
き
た
老
荘
思
想
を
礎
と
し
て
、
神
仙
術
な
ど
の
民
間
信
仰
を
組
織
化
体
系
化

し
て
教
団
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

一
方
仏
教
は
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
形
而
上
哲
学
を
有
す
る
宗
教
で
あ
る
。
こ
の
道
仏
二
教
が



|
|
い
か
に
仏
教
の
中
固
化
が
進
ん
だ
と
は
い
え
i
|
|
実
践
道
徳
の
教
え
と
も
い
う
べ
き
儒
教
と
相
容
れ
あ
う
こ
と
が
可
能
な
は
ず
は
な

ぃ
。
可
能
な
ら
し
む
る
に
は
、
儒
教
の
側
に
何
ら
か
の
形
で
の
譲
歩
が
必
要
に
な
る
が
、
す
で
に
人
々
の
意
識
の
中
で
、
そ
れ
は
実
現
さ
れ

て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
儒
教
は
三
教
一
致
を
言
わ
し
得
る
よ
う
な
も
の
に
変
質
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
儒
教
そ
の
も
の
の
変
質
と
い
う
よ
り
も
、
人
々
の
儒
教
認
識
の
変
質
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
唐
で
は
、
王
室
が
正
式
に
道
教

を
採
用
す
る
も
、
事
実
上
中
央
の
知
識
人
層
に
お
い
て
は
仏
教
が
全
盛
を
誇
っ
て
い
た
し
、
民
衆
に
お
い
て
は
道
教
i
l迷
信
的
民
間
信
仰

や
さ
ら
に
仏
教
を
も
混
合
し
た
道
教
が
信
奉
を
集
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
中
で
、
儒
教
認
識
の
薄
弱
化
は
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

教と

武
后
は
図
識
符
瑞
の
類
を
好
み
、
こ
れ
を
白
ら
の
政
治
的
野
望
に
利
用
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
革
命
前
夜
に
は
こ
と
に
多
く
の
瑞
祥

后

が
報
告
さ
れ
た
が
、
新
勢
力
に
阿
よ
ラ
と
す
る
者
の
担
造
付
会
が
明
ら
か
な
場
合
さ
え
も
、
歓
迎
し
て
敢
え
て
罰
せ
ず
、
却
っ
て
虚
偽
を

武

摘
発
し
た
臣
下
を
快
か
ら
ず
思
い
冷
遇
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
垂
挟
四
年
(
六
八
八
)
、
甥
の
武
承
嗣
が

「
聖
母
臨
人
、
永
昌
帝
業
」
と
記

天則

し
た
瑞
石
を
偽
造
し
て
献
上
、
武
后
は
こ
れ
を
「
天
授
聖
図
」
と
名
づ
け
、
こ
れ
に
因
ん
で
翌
年
元
を
永
昌
と
改
め
、
政
権
を
得
た
翌
々
年

(
六
九

O
)
に
は
天
授
と
改
元
し
た
。
武
周
革
命
を
武
后
の
自
作
自
演
の
劇
と
み
る
な
ら
ば
、
彼
女
こ
そ
大
演
出
家
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

種
々
の
奇
瑞
で
天
意
を
標
梼
し
、
『
大
雲
経
』
で
正
統
性
を
理
論
守
つ
け
る
。
人
々
に
最
も
魅
力
的
な
も
の
、
最
も
効
力
を
有
す
る
も
の
、
武

后
は
そ
れ
を
し
っ
か
り
つ
か
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
た
く
ま
ず
し
て
か
、
意
図
的
に
か
、
双
方
相
ま
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
生
来

の
も
の
に
よ
る
所
も
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
次
々
と
伝
え
ら
れ
る
瑞
祥
に
よ
っ
て
己
れ
の
能
力
を
自
覚
し
、
自
己
陶
酔
に
陥
っ
て
い
く

気
配
が
見
ら
れ
る
。
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メ入
/ 

っ
、
武
后
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ
と
ば
や
文
字
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
関
心
の
強
さ
で
あ
る
。
唐
の
高
祖
・
太
宗
と
も
に
一
元
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で
終
わ
っ
た
の
に
対
し
、
高
宗
の
代
に
な
っ
て
か
ら
は
三
十
五
年
間
に
永
徽
(
六
五
O
|
六
六
六
)
に
始
ま
り
弘
道
(
六
八
二
了
六
八
四
)

至
る
ま
で
十
三
回
の
改
元
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
永
徽
六
年
(
六
五
五
)
に
皇
后
に
な
っ
た
武
后
の
好
み
に
よ
る
に
ち
が
い
な
い
。
武
后

の
時
代
に
な
る
と
、
光
宅
(
六
八
四
|
六

A
五
)
か
ら
長
安
(
七
O
一
|
七
O
四
)
と
二
十
一
年
間
に
十
六
回
の
改
元
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ほ

ど
目
ま
ぐ
る
し
く
改
元
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
あ
と
に
も
さ
き
に
も
例
を
見
な
い
。
最
も
短
期
間
だ
っ
た
の
は
四
か
月
に
す
ぎ
な

ぃ
。
単
に
気
分
一
新
を
計
る
だ
け
の
改
元
で
は
な
く
、
そ
の
度
に
行
な
わ
れ
る
大
赦
が
奇
瑞
と
と
も
に
恐
怖
政
治
へ
の
誹
誘
の
目
を
お
お

う
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、

竜
朔
・
麟
徳
・
儀
鳳
・
開
耀
な
ど
の
元
号
や
、
天
冊
万
歳
・
万
歳
登
封

と
い
っ
た
四
字
元
号
を
見
る
と
、
使
用
文
字
の
あ
で
や
か
さ
や
造
語
能
力
の
卓
抜
な
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
ま
た
、

二
度
に
わ
た
る
官
庁

(
乱
)

三
省
を
鳳
関
・
驚
台
・
文
昌
台
と
改
め
、
東
都
洛
陽
を
神
都
と
し
、
自
身
の
尊
号
を
も
次
々
と
改
め
た
こ
と
、
さ
ら

官
職
名
の
変
更
で
、

に
、
高
宗
の
廃
皇
后
王
氏
の
姓
を
蝶
(
う
わ
ば
み
)
氏
に
、
淑
妃
の
粛
氏
を
桑
(
ふ
く
ろ
う
|
|
悪
鳥
、
不
孝
の
鳥
と
し
て
忌
ま
れ
る
)
氏
に
改
め

た
り
(
「
資
治
通
鑑
」
巻
二
O
O
)
、
反
乱
罪
に
問
わ
れ
た
諸
王
の
姓
を
李
氏
か
ら
旭
(
ま
む
し
)
氏
に
改
め
(
同
、
巻
二
O
四
)
、
反
乱
を
起
こ
し

た
契
丹
首
領
李
尽
忠
・
孫
万
栄
を
李
氏
、
滅
・
孫
万
斬
と
改
名
し
た
こ
と
(
同
、
巻
二
O
五
)
l
|
|
こ
の
よ
う
な
姓
名
の
改
悪
の
例
は
、
古
く

(
忽
)

以
後
も
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
武
后
に
は
特
に
多
い
ー
ー
ー
な
ど
か
ら
、
武
后
は
文
字
に
対
し
て
一
種
の
霊
感

は
王
奔
に
見
え
、

を
認
め
て
い
た
よ
う
で
、
呪
術
的
な
言
霊
信
仰
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
の
極
限
が
、
載
初
元
年
(
六
九
O
)

の
い
わ
ゆ
る

「
則
天
文
字
」
の
制
定
で
あ
ろ
う
。

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

武
后
は
道
仏
二
教
の
う
ち
、
好
み
と
し
て
は
道
教
に
傾
く
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
女
の
把
握
す
る
道
教
と
仏
教
と
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た



と
は
思
え
な
い
。
畢
寛
、
武
后
の
精
神
的
基
盤
と
な
っ
て
い
た
も
の
は
、
道
教
と
仏
教
、
そ
れ
ら
が
迷
信
的
な
も
の
の
中
で
津
然
と
な
っ

た
も
の
、
加
う
る
に
瑞
祥
符
識
や
一
種
の
言
霊
信
仰
な
ど
で
あ
っ
た
。
三
教
を
並
列
し
、
多
く
の
三
教
一
致
論
者
の
よ
う
に
敢
え
て
融
和

を
計
っ
た
り
、
優
劣
を
定
め
る
意
志
は
持
た
な
い
。
彼
女
の
意
識
の
中
で
、
一
二
教
は
決
し
て
矛
盾
し
た
り
衝
突
し
た
り
す
る
も
の
で
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
武
后
ひ
と
り
に
限
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
実
は
広
く
唐
代
民
衆
社
会
に
見
ら
れ
た
三
教
受
容
の
実
態
を
示

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
儒
教
は
素
養
と
し
て
、
ま
た
国
家
や
家
庭
の
秩
序
維
持
の
方
便
と
し
て
存
在
し
、
宗
教
と
し
て
の
働
き
は
道
仏
二

教
に
ま
か
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
三
教
の
分
業
化
が
六
朝
以
来
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
民
衆
社
会
に
お
い
て
は
、
道
教
と
仏
教
が
同
種
の

教

働
き
l
l
l現
世
利
益
的
な
働
き
を
期
待
さ
れ
、
殆
ん
ど
区
別
さ
れ
な
い
内
容
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
傾
向
が
唐
代
|
|
王
室

と

が
道
教
を
正
式
宗
教
と
し
て
採
用
し
、
か
つ
国
家
政
策
と
し
て
仏
教
保
護
に
力
を
入
れ
た
唐
代
に
、

一
層
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で

武后

あ
ろ
う
。
民
衆
は
道
教
や
仏
教
や
、
よ
り
低
次
元
の
民
間
土
俗
信
仰
が
混
じ
り
あ
っ
た
迷
信
的
呪
術
的
信
仰
に
心
を
寄
せ
て
い
た
。
武
后

は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
こ
う
し
た
唐
代
民
衆
社
会
の
一
員
で
あ
っ
た
。
武
后
の
道
仏
理
解
や
受
容
形
態
が
、
そ
の
ま
ま
民
衆
の
道
仏
理
解
や

天1m 

受
容
の
姿
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
皇
帝
と
民
衆
の
宗
教
意
識
に
は
近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
皇
帝
は
庶
民
出
身
の
迷
信
深
い
女
官
た
ち
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
士
大
夫
層
の
冷
静
な
阻
止
の
声
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
人
も
の
皇
帝
が
丹
薬
を
飲
用
し
、
多
く
が
中
毒
死
す
る
と
い
う

事
態
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
武
后
の
出
身
階
層
は
由
緒
正
し
い
士
人
階
級
で
は
な
か
っ
た
。
父
の
武
士
講
は
井
州

文
水
の
財
産
家
で
、
高
祖
を
家
に
泊
め
た
縁
で
太
原
留
守
と
な
り
、
以
後
一
戦
功
に
よ
り
官
を
進
め
た
入
物
で
あ
る
。
武
后
自
身
が
比
較
的
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庶
民
に
近
い
層
出
身
の
女
官
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
寺
で
の
尼
僧
経
験
を
持
つ
こ
と
が
、
生
来
の
も
の
と
呼
応
し
、
民
衆
聞
に
み
ら
れ

る
三
教
混
合
を
明
確
に
示
す
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
武
后
は
そ
の
大
衆
性
を
、
自
ら
の
政
治
的
野
望
達
成
に
最
大
限
生
か
し
た
人
物
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な
の
で
あ
ろ
う
。

「
旧
唐
書
』
則
天
皇
后
本
紀
「
有
沙
門
十
人
、
偽
撰
大
雲
経
己
『
新
唐
書
』
后
妃
伝
「
拝
蒔
懐
義
輔
国
大
将
軍
、
封
那
国
公
、
令
与
群
浮

屠
作
大
雲
経
以
『
資
治
通
鑑
」
巻
二

O
四
「
東
貌
国
寺
僧
法
明
等
撰
大
雲
軽
四
巻
パ
一
こ
の
偽
作
に
関
係
し
た
僧
の
名
は
『
旧
唐
書
』
外
戚

伝
の
蒔
懐
義
伝
に
見
え
る
。

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
十
二
、
一
一

O
七
頁
。

付
会
の
個
々
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
矢
吹
慶
輝
「
大
雲
経
と
武
周
革
命
」
第
七
章
(
守
一
階
教
之
研
究
』
)
参
照
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
八
一
惰
場
帝
大
業
六
年
・
「
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
一
一
二
玄
宗
開
元
三
年
詔
な
ど
。

大
雲
寺
の
多
く
は
各
州
の
既
存
の
代
表
的
な
寺
を
改
称
さ
せ
た
も
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
の
中
宗
の
竜
興
寺
、
玄
宗
の
開
元
寺
も
、
多
く
は

こ
の
大
雲
寺
を
改
称
し
た
寺
で
あ
っ
た
。

道
仏
の
席
次
は
、
武
后
の
死
後
直
ち
に
旧
に
復
さ
れ
て
い
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
三
の
綬
州
の
白
鉄
余
、
巻
二

O
丑
の
河
内
の
老
尼
な
ど
、
当
時
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
演
出
で
人
心
を
集
め
た
例

が
大
な
り
小
な
り
数
多
く
見
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
れ
は
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
二
月
に
は
慈
氏
越
古
を
取
り
去
る
。
こ
の
こ
と
は
一
月
の
明
堂
火
災
、
二
月
の
懐
義
殺
害
と
関
係
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

矢
吹
慶
輝
「
大
雲
経
と
武
周
革
命
」
七

O
八
頁
。
(
ヨ
二
階
教
之
研
究
』
)

聖
暦
二
年
(
六
九
九
)
華
厳
宗
の
大
成
者
法
蔵
を
招
き
『
華
厳
経
』
の
玄
義
を
講
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
時
務
然
と
し
て
領
解
し
、
法

蔵
を
封
じ
て
賢
首
菩
薩
戒
師
と
な
し
た
(
『
仏
祖
統
紀
』
巻
三
九
)
。
ま
た
浄
土
教
教
祖
善
導
の
弟
子
懐
惇
に
帰
依
し
「
一
心
専
念
阿
弥
陀
仏
、

願
乗
此
勝
因
口
生
浄
域
」
と
誓
っ
て
い
る
(
「
金
石
率
編
同
巻
八
六
大
唐
実
際
寺
主
懐
侮
奉
勅
贈
隆
間
大
法
師
碑
名
)
。

証
聖
元
年
(
六
九
五
)
子
関
国
よ
り
実
叉
難
陀
を
招
き
『
華
厳
経
』
『
携
伽
経
』
を
新
訳
さ
せ
て
い
る
の
が
一
例
。
武
后
の
製
し
た
序
文
と

し
て
は
『
全
唐
文
』
巻
九
七
に
「
大
周
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
序
」
「
新
訳
大
乗
入
樗
柳
経
序
」
「
方
広
大
荘
厳
経
序
」
「
大
周
新
翻
三
蔵
聖
教

序
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

注(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(
叩
)

11 
、~
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『
唐
会
要
』
巻
五

O
「
乾
封
元
年
三
月
二
十
日
、
追
尊
老
君
為
太
上
元
元
皇
帝
、
至
永
昌
元
年
、
釦
称
老
君
、
至
神
龍
元
年
二
月
四
日

依
旧
号
太
上
元
元
皇
帝
己
永
昌
元
年
(
六
八
九
)
十
一
月
が
載
初
元
年
正
月
と
改
ま
り
、
こ
の
年
九
月
に
武
周
成
立
、
天
授
元
年
と
改
元

す
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
六
「
謁
升
仙
太
子
廟
U

胡
三
省
注
「
升
仙
太
子
、
周
王
子
晋
也
、
世
伝
普
升
仙
後
、
桓
良
遇
之
於
嵩
山
、
日
七
月

七
日
待
我
於
椴
氏
山
頭
、
果
乗
白
鶴
、
駐
山
項
、
挙
手
謝
時
人
而
去
、
後
人
因
為
立
向
、
后
加
号
升
仙
太
子
U

控
鶴
監
の
名
称
は
こ
の
升

仙
太
子
に
因
む
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
張
目
白
宗
を
王
子
晋
の
後
身
と
称
し
、
羽
衣
を
着
せ
笠
を
吹
か
せ
て
木
製
の
鶴
に
乗
せ
、
文
士

た
ち
は
詩
を
作
り
こ
れ
を
賞
讃
し
た
と
い
う
こ
と
が
『
新
唐
書
』
『
旧
唐
書
』
張
易
之
昌
宗
伝
に
見
え
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
六
久
視
元
年
に
「
太
后
使
洪
州
僧
胡
超
合
長
生
薬
、
三
年
而
成
、
所
費
巨
万
、
太
后
服
之
、
疾
小
疹
は
と
あ
る
。

長
生
薬
を
作
っ
た
の
が
僧
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。

武
后
は
し
ば
し
ば
無
遮
会
を
行
な
い
、
そ
の
た
び
に
車
十
台
に
載
せ
た
銭
を
ば
ら
ま
き
競
争
で
拾
わ
せ
死
傷
者
が
出
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と

い
う
が
、
証
聖
元
年
(
六
九
五
)
正
月
、
天
堂
で
行
な
わ
れ
た
無
遮
会
で
は
、
懐
義
は
あ
ら
か
じ
め
土
中
に
埋
め
て
・
お
い
た
仏
像
な
ど
を

地
か
ら
湧
い
た
と
称
し
て
引
き
出
し
た
。
ま
た
牛
の
血
で
巨
大
な
仏
頭
を
画
き
、
自
ら
の
膝
の
血
で
描
い
た
と
称
し
、
高
く
揚
げ
て
祭
壇

を
設
け
供
養
し
た
と
り
7
(
「
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
五)。

注
(
日
)
(
日
)
参
照
。
ど
ち
ら
も
聖
暦
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
二
「
天
后
多
引
文
学
之
土
著
作
郎
元
万
頃
・
左
史
劉
樟
之
等
、
使
之
撰
『
列
女
伝
』
・
「
臣
軌
』
・
「
百
僚
新
戒
』
・

『
楽
書
』
凡
千
余
巻
、
朝
廷
奏
議
、
及
百
司
表
疏
、
時
密
令
参
決
、
以
分
宰
相
之
権
、
時
人
謂
之
北
門
学
士
一
〕

『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
四
「
明
堂
成
、
高
二
百
九
十
四
尺
、
方
三
百
尺
、
凡
三
層
、
下
層
法
四
時
、
各
随
方
色
、
中
層
法
十
二
辰
、
上
為

円
蓋
、
九
竜
捧
之
、
上
施
鉄
鳳
、
高
一
丈
、
飾
以
黄
金
、
中
有
巨
木
十
回
、
上
下
通
貫
、
柵
櫨
待
機
籍
以
為
本
、
下
施
鉄
渠
、
為
醇
薙
之

象
、
号
日
万
象
神
宮
己

『
周
礼
』
春
官
大
司
楽
「
大
可
楽
掌
成
均
之
法
、
以
治
建
国
之
学
政
、
而
合
国
之
子
弟
駕
U

巻
九
九
僧
恵
祥
「
東
晋
義
照
初
、
金
陵
長
ヱ
ト
寺
僧
恵
祥
与
法
向
連
堂
而
居
、
夜
四
更
中
、
恵
祥
逢
喚
向
暫
来
、
向
往
視
祥
、
祥
仰
眠
、
交

子
胸
上
、
云
可
解
我
子
足
縄
、
向
日
並
無
縄
也
、
恵
祥
因
得
転
勤
、
云
適
有
人
衆
縛
我
手
足
、
鞭
筆
交
下
、
問
何
故
謡
員
、
又
語
祥
云
若

更
不
止
、
当
入
於
両
山
間
植
之
、
祥
自
後
戒
於
醤
一
孤
罵
U

(
日
)

14 15 (
日
)

(
口
)

18 (
印
)

(
却
)
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巻
四
七
八
鍬
賜
「
曹
叔
雅
異
物
志
目
、
魚
跳
跳
、
則
断
錫
従
草
中
下
、
梢
相
依
近
、
便
共
浮
水
上
而
相
合
、
事
克
、
魚
還
水
底
、
断
賜
還

草
中
己

天
授
元
年
に
聖
神
皇
帝
、
長
寿
二
年
に
金
輪
聖
神
皇
帝
、
同
三
年
に
越
古
金
輪
聖
神
皇
帝
、
翌
証
聖
元
年
に
慈
氏
越
古
金
輪
聖
神
皇
帝
、

ほ
ど
な
く
慈
氏
越
古
を
取
り
去
る
が
同
年
九
月
に
は
天
冊
金
輪
聖
神
皇
帝
の
尊
号
を
加
え
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
武
后
の
昭
儀
時
代
に
高

宗
は
貴
妃
淑
妃
徳
妃
賢
妃
の
四
妃
に
官
民
妃
を
新
た
に
加
え
、
武
昭
儀
を
そ
の
地
位
に
つ
か
せ
よ
う
と
し
た
(
「
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
九
)
が
、

こ
の
震
妃
と
い
う
名
称
は
ま
さ
し
く
武
后
の
発
案
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

通
翼
『
廿
二
史
剤
記
』
巻
一
九
改
悪
人
姓
名
を
参
照
。

(
担
)

(
大
学
院
博
士
課
程
学
生
)


