
［
特
別
寄
稿
】

他
者
の
発
見
と
自
己
の
再
発
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

明
清
時
代
の
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
思
想
接
触

新

　
居
洋
子

は

じ
め
に

　
異

な
る
環
境
で
育
ち
、
異
な
る
言
語
や
社
会
常
識
を
持
つ
人
同

士
が
出
会
い
、
対
話
す
る
。
今
日
、
国
際
交
流
と
い
う
と
と
に
か

V
開
放
的
で
華
や
か
な
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
し
、
実
際
、
国
家

か

ら
民
間
に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
国
際
交
流
の
促
進
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
国
際
交
流
に
お
け
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

意
義
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
筆
者
自
身
、
こ

れ

ま
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
海
外
学
部
生
向
け
サ
マ
ー
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
運
営
を
担
っ
た
経
験
も
あ
り
、
こ
う
し
た
交
流
が
担
う
意

義
の

大
き
さ
と
い
う
点
で
は
ま
っ
た
く
異
議
が
無
い
の
だ
が
、
そ

の
l
方
で
、
交
流
の
実
際
の
現
場
で
は
必
ず
し
も
楽
し
い
こ
と
ば

か

り
が
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
異
な
る

文
化
を
持
つ
人
同
士
の
出
会
い
が
、
そ
れ
ま
で
の
互
い
の
常
識
で

は

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
悲
劇
を
生
み
出
す
こ
と
す
ら
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
の
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
直
後
の
道
光
二
一
二
年

（
1
八
四

三
）
孟
夏
（
五
月
）
の
序
文
が
付
せ
ら
れ
た
、
傭
訥
居

士

と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
人
物
（
本
名
、
生
年
月
日
は
不
明
）
が

出
版
し
た
『
題
聞
録
』
と
い
う
筆
記
小
説
（
今
風
に
い
え
ば
エ
ッ

セ

イ
集
）
で
あ
る
。
そ
の
巻
四
「
送
鐘
」
と
い
う
章
に
は
、
次
の

よ
う
な
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
広
東
は
た
い
へ
ん
栄
え
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
と
く
に
舶
来

　
　
品
が
重
宝
が
ら
れ
て
い
る
。
民
間
で
め
で
た
い
こ
と
が
あ
る

　
　
と
、
〔
舶
来
品
を
贈
り
〕
そ
の
美
し
さ
豪
華
さ
を
競
わ
な
い
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者
は
な
い
。
以
前
、
あ
る
高
官
の
誕
生
日
に
、
官
紳
士
商
は

　
　
み

な
珍
し
い
貴
重
な
品
々
を
贈
り
、
ご
機
嫌
を
取
ろ
う
と
し

　
　
た
。
あ
る
外
国
人
の
貿
易
商
は
考
え
た
、
内
地
の
宝
物
は
官

　
　
府
に

み

な
揃
っ
て
お
り
、
た
だ
舶
来
の
品
の
み
は
貴
重
で
あ

　
　

る
。
そ
こ
で
大
枚
を
は
た
き
、
西
洋
の
自
鳴
鐘
を
買
い
求
め

　
　
た
。
こ
れ
は
高
さ
が
五
尺
あ
り
、
仕
掛
け
が
精
巧
に
動
き
、

　
　
色
々
な
音
が
調
和
し
、
時
間
通
り
に
時
刻
を
示
し
、
い
さ
さ

　
　
か

も
ず
れ
る
こ
と
が
無
い
。
時
期
を
見
計
ら
っ
て
送
り
、
長

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

　
　
寿
の
祝
い
と
し
た
。

広
東
は
古
代
か
ら
南
海
貿
易
の
主
要
な
窓
口
と
し
て
栄
え
、
唐
代

以

降
は
と
く
に
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
が
進
出
し
、
彼
ら
の
居
留
地

（蕃
坊
）
が
形
成
さ
れ
る
な
ど
中
国
を
代
表
す
る
国
際
都
市
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。
明
代
に
は
海
禁
政
策
が
敷
か
れ
た
が
、
か
え
つ

て

日
本
な
ど
海
外
各
地
と
の
あ
い
だ
で
密
貿
易
が
盛
ん
に
な
り
、

そ
こ
に
東
進
し
て
き
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
も
参
入
し
、
さ
ら
に
一

五
五
七

年
に
は
明
朝
を
悩
ま
せ
た
倭
冠
の
撃
退
へ
の
協
力
の
見
返

り
な
ど
と
し
て
、
マ
カ
オ
の
居
住
権
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
譲
ら
れ

た
。
こ
の
マ
カ
オ
を
経
由
し
、
広
東
か
ら
明
朝
域
内
へ
の
進
出
を

果
た

し
た
の
が
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ル
ッ
ジ
ェ
リ
（
≦
o
ゴ
①
庁

R
u
g
g
i
e
r
i
、
中
国
名
は
羅
明
堅
、
一
五
四
三
～
＝
ハ
〇
七
）
お
よ

’e5
リ
　
？
x
　
“
s
　
（
M
a
t
t
e
o
　
R
i
c
c
i
、
利
焉
實
、
一
五
五
二
～
＝
ハ
l
　
O
）

で

あ
る
。
こ
う
し
て
広
東
は
、
中
国
内
地
で
の
活
動
を
目
指
す
宣

教
師
が
最
初
に
逗
留
し
、
活
動
を
展
開
す
る
地
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
清
代
に
入
る
と
海
禁
が
解
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
海
外

と
の
貿
易
を
管
理
す
る
た
め
四
つ
の
海
関
が
設
置
さ
れ
る
。
な
か

で

も
広
州
に
置
か
れ
た
奥
海
関
は
西
洋
と
の
貿
易
の
窓
口
の
役
割

を
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
各
東
イ
ン
ド
会
社
な
ど
の
フ
ァ
ク
ト

リ
ー
（
商
館
）
が
立
ち
並
ぶ
広
州
に
は
、
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
欧

米
の
貿
易
商
が
逗
留
し
た
。
『
題
聞
録
』
は
出
版
自
体
が
お
そ
ら

v
ア
ヘ
ン
戦
争
の
直
後
頃
な
の
で
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は

お

そ
ら
く
上
記
の
よ
う
な
、
ア
ヘ
ン
戦
争
よ
り
前
の
広
州
の
姿
で

あ
ろ
う
。

　
ま
た
自
鳴
鐘
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
作
ら
れ
た
機
械
仕
掛
け
の

時
計
を
表
す
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
時
計
は
し
ば
し
ば
豪
華
な
装
飾

や

音
楽
の
鳴
る
仕
掛
け
を
伴
っ
て
い
た
。
中
国
宣
教
の
先
駆
者

ル

ッ

ジ

ェ

リ
や
リ
ッ
チ
は
中
国
内
地
に
拠
点
を
得
る
た
め
、
広
東

の

官
憲
ら
の
歓
心
を
買
う
目
的
で
、
自
鳴
鐘
な
ど
の
貴
重
品
を
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ヨ
ロ

ら
に
贈
っ
て
い
た
。
リ
ッ
チ
は
広
東
か
ら
南
京
な
ど
の
地
を
経
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て
、
一
六
〇
一
年
に
は
北
京
へ
上
り
、
万
暦
帝
へ
の
贈
り
物
を
献

上
す
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
聖
像
や
聖
書
、
楽
器
の
ク
ラ
ヴ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
リ

コ

－
ド
な
ど
と
と
も
に
「
自
鳴
鐘
二
架
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
宣
教
師
が
も
た
ら
し
て
以
来
、
自
鳴
鐘
は
官
僚
や
宮
廷
の

世
界
に
お
い
て
珍
重
さ
れ
た
。
な
お
清
代
後
半
の
嘉
慶
一
二
～
二

o
u
r
　
（
1
八
o
七
～
1
八
1
五
）
に
は
、
中
国
人
自
身
に
よ
る
自

鳴
鐘
の
仕
組
み
の
解
説
書
、
徐
朝
俊
『
自
鳴
鐘
表
図
表
』
が
編
纂

さ
れ
た
。
【
画
像
二
は
時
計
部
分
の
文
字
盤
の
図
解
で
あ
る
。

【画
像
1
］

　

さ
て
元
の
物
語
に
戻
ろ
う
。
貿
易
商
か
ら
豪
華
な
自
鳴
鐘
を
贈

ら
れ
た
高
官
は
さ
ぞ
か
し
喜
ん
だ
で
あ
ろ
う
…
と
思
い
き
や
、
事

態
は
思
わ
ぬ
方
向
に
転
が
っ
て
い
く
。

　
　
〔
高
官
の
〕
使
用
人
は
名
刺
を
取
り
次
ぎ
、
外
国
人
の
貿
易

　
　
商
が
〔
自
鳴
〕
鐘
を
送
っ
て
き
て
、
ぜ
ひ
お
目
に
か
か
っ
て

　
　
長
寿
の
お
祝
い
を
述
べ
た
い
と
申
し
て
い
ま
す
と
伝
え
た
。

　
　

す
る
と
高
官
は
色
を
失
い
、
カ
ン
カ
ン
に
怒
り
、
「
自
分
は

　
　
人
臣
と
し
て
望
め
る
だ
け
の
地
位
を
極
め
、
百
歳
の
長
寿
を

　
　
全
う
し
た
の
だ
。
ほ
か
の
も
の
な
ら
何
で
も
送
っ
て
構
わ
な

　
　
い

の

に
、
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
〔
自
鳴
〕
鐘
を
送
っ
て
き
た

　
　
の

か
。
「
鐘
」
と
「
終
」
は
、
字
は
異
な
る
が
音
は
同
じ
で

　
　
あ
り
、
〔
こ
れ
を
送
っ
て
く
る
と
は
〕
ま
っ
た
く
心
身
と
も

　
　

に
驚
き
ふ
る
え
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
。
こ
の
貿
易
商
は
明

　
　

ら
か
に
こ
れ
を
通
し
て
私
を
呪
う
つ
も
り
だ
ろ
う
、
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
こ

　
　
v
憎
む
べ
き
こ
と
だ
。

「
鐘
」
は
中
国
で
は
一
般
的
に
時
計
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
現
在

の

ピ
ン
イ
ン
で
は
昌
o
口
σ
q
（
第
＝
戸
）
と
発
音
す
る
。
そ
し
て

F終
」
の
発
音
も
ま
た
、
現
在
の
ピ
ン
イ
ン
で
は
N
巨
o
畠
（
第
一

声
）
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
送
鐘
」
は
、
死
に
目
に
あ
う
、
死
に
水
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を
取
る
と
い
う
意
味
の
「
送
終
」
に
通
じ
る
。
そ
の
た
め
中
国
で

は
人
に
時
計
を
贈
る
の
は
縁
起
が
悪
く
、
無
礼
で
あ
る
と
い
う
の

は
中
国
文
化
の
常
識
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
常

識
を
知
る
由
も
な
い
貿
易
商
は
、
こ
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
て
し
ま

い
、
と
ん
で
も
な
い
誤
解
を
与
え
る
結
果
を
招
い
た
と
い
う
わ
け

だ
。
さ
て
結
局
、
こ
の
自
鳴
鐘
は
ど
の
よ
う
な
運
命
を
辿
っ
た
の

か
o

　
　
〔
高
官
は
〕
す
ぐ
に
人
を
や
り
、
〔
自
鳴
〕
鐘
を
大
堂
に
運
ば

　
　
せ
、
鉄
の
杵
拝
〔
槌
の
よ
う
な
も
の
か
〕
で
打
ち
壊
し
た
。

　
　
さ
ら
に
貿
易
商
を
県
に
護
送
し
て
尋
問
さ
せ
、
か
つ
〔
誕
生

　
　

日
を
祝
う
〕
宴
席
に
も
加
え
な
か
っ
た
。
貿
易
商
は
人
に
頼

　
　
み
込
ん

で
許

し
を
請
う
た
が
、
か
な
わ
な
か
っ
た
。
貿
易
商

　
　
は

〔自
鳴
〕
鐘
に
よ
っ
て
勢
力
を
伸
ば
さ
ん
と
欲
し
た
の
だ

　
　

が
、
結
局
は
か
え
っ
て
鐘
に
よ
っ
て
禍
を
招
い
て
し
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ザ

　
　
の
で
あ
る
。

　
以

上
の

物
語
は
「
あ
る
外
国
人
の
貿
易
商
」
と
広
東
の
「
高

官
」
が
出
会
わ
な
け
れ
ば
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
意
味
で
は
国

際
交
流
か

ら
生
じ
た
悲
劇
（
や
や
喜
劇
寄
り
で
は
あ
る
が
）
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
じ
つ
は
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
点

で
は

な
い
。
こ
の
貿
易
商
と
高
官
に
よ
る
一
連
の
出
来
事
を
お
そ

ら
v
ど
こ
か
で
耳
に
し
、
自
ら
の
筆
で
も
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て

描
い
た
傭
訥
居
士
の
視
点
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
o
傭
訥
居
士

は

こ
の
物
語
を
通
し
て
、
普
段
の
言
動
だ
け
で
な
く
贈
り
物
を
す

る
と
き
に
も
「
審
音
」
す
な
わ
ち
（
T
P
O
を
わ
き
ま
え
た
）
適

切

な
も
の
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た

か

っ

た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
教
訓
と
は
別
に
、
「
時
計

を
贈
る
こ
と
を
忌
む
」
こ
と
を
自
ら
の
文
化
の
独
自
性
と
し
て
意

識

し
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
物
語
を
構
成
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
確
か
に
「
送
鐘
」
を
め
ぐ
る
文
化
の
違
い
は
、
互
い

に
災
難
（
貿
易
商
に
と
っ
て
は
当
然
だ
が
、
高
官
に
と
っ
て
も
め

で

た
い
と
き
に
謂
わ
れ
な
く
嫌
な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
か

ら
、
や
は
り
良
い
気
分
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
）
を
生
じ
た
が
、

し
か
し
一
段
上
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
話
を
通
し
て
傭
訥
居

士

に
自
ら
の
文
化
の
独
自
性
を
意
識
さ
せ
、
そ
れ
を
軸
に
こ
の
興

味
深
い
物
語
を
書
か
せ
も
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ

ま
り
異
な
る
文
化
を
持
つ
者
同
士
の
出
会
い
は
、
他
者
を
発

見

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
新
た
な
視
点
か
ら
自
己
と

い

う
も
の
を
再
発
見
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
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の

現
場
で
は
気
ま
ず
さ
や
誤
解
や
反
発
を
生
じ
も
す
る
の
だ
。
し

か

し
そ
の
一
方
で
、
こ
の
出
会
い
や
互
い
の
葛
藤
が
大
き
な
創
造

性

を
引
き
出
す
、
か
け
が
え
の
な
い
契
機
と
も
な
る
こ
と
も
ま
た

見
過
ご
せ
な
い
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に

注
目
し
、
明
清
時
代
の
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
あ
い
だ
で
展
開

さ
れ
た
思
想
交
流
が
、
い
か
に
他
者
の
発
見
お
よ
び
自
己
の
再
発

見
に
結
び
付
き
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
何
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を

見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
こ
の
時
代
の
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
思
想
交
流
は
、
大

部
分
が
宣
教
師
を
経
由
し
て
お
り
、
中
国
か
ら
ヨ
－
ロ
ッ
パ
へ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
中
国
へ
と
い
う
双
方
向
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
が
翻
訳
を
経
て
、
伝
達
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
宣
教
師
に
よ
る

翻
訳

を
経
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
伝
わ
っ
た
中
国
像
や
、
そ
の
ヨ
ー

ロ

ッ

パ

に
お
け
る
思
潮
と
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙

ハア
ザ

著
に
て
論
じ
た
の
で
、
本
稿
で
は
中
国
の
人
々
に
お
け
る
ヨ
ー

ロ

ッ

パ
文
明
と
の
出
会
い
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
た
い
。

第
一
章
宣
教
師
と
い
う
他
者
と
の
接
触

（
1
）
宣
教
師
に
よ
る
「
適
応
」
の
試
み

　

明
清
時
代
の
中
国
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
の
う
ち
、
大

部
分

を
占
め
た
の
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
（
以
下
、
在
華
イ
エ
ズ
ス
会

士
）
で
あ
り
、
も
っ
と
も
早
く
、
ま
た
広
範
囲
で
活
動
を
展
開
し

た
の
も
彼
ら
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
国
で
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教

師
が
、
現
地
の
文
化
や
習
俗
を
ま
っ
た
く
否
定
し
、
そ
れ
ら
に

取
っ
て
代
わ
る
も
の
と
し
て
自
分
た
ち
の
文
化
を
丸
ご
と
持
ち
込

む
と
い
う
よ
り
も
、
し
ば
し
ば
現
地
の
文
化
や
習
俗
に
妥
協
し
た

り
、
そ
れ
ら
の
概
念
や
形
式
を
借
用
し
た
り
す
る
こ
と
で
宣
教
の

促
進

を
は
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
針
は

r
m
p
　
（
J
　
r
H
　
e
w
　
（
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
）
　
］
と
総
称
さ
れ
、
中
国
よ
り
前

に
イ
ン
ド
や
日
本
な
ど
で
も
用
い
ら
れ
た
方
式
と
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
彼
ら
は
い
か
な
る
地
域
で
も
一
か
ら
十
ま
で
妥
協
す
る
わ
け

で

は
な
く
、
現
地
の
人
々
の
F
理
性
」
へ
の
信
頼
度
や
、
そ
も
そ

も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
と
の
兼
ね
合
い
な
ど
に
応
じ
て
適
応
の
範

囲
に
は
つ
ね
に
限
界
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
適
応
は
決
し
て
1
方
的

な
営
為
で
は
な
く
、
現
地
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
に
よ
っ
て
変

　
　
　
　
　
　
ハ
ど
　

化
も
し
て
い
る
。

　
中
国
宣
教
に
お
け
る
適
応
の
対
象
は
お
も
に
儒
教
で
あ
っ
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
は
日
本
で
も
中
国
で
も
、
ほ
か
の
修
道
会
に
比
べ
る
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と
支
配
層
の
人
々
と
の
交
友
関
係
の
構
築
に
努
め
、
彼
ら
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
宣
教
拠
点
の
獲
得
や
拡
大
に
利
用
し
た
が
、
中
国
で

社
会

的
上
昇
を
果
た
す
に
は
儒
教
の
知
識
や
規
範
を
体
得
し
科
挙

に

合
格
す

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
、
支
配
層
を
な
す
士

大
夫

ら
は
基
本
的
に
儒
教
知
識
人
で
あ
り
、
彼
ら
と
の
交
友
に
は

儒
教
の

知
識
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
身
に
付
け
た
儒
教
の

知
識
を
生
か
し
、
そ
れ
ら
を
借
用
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
宣
伝

す
る
と
い
う
手
法
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
リ
ッ
チ
は
、

士
大
夫
の
協
力
を
得
な
が
ら
漢
文
を
用
い
て
数
々
の
キ
リ
ス
ト
教

教
義
書
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
の
解
説
書
を
出
版
し
て
い
る
が
、

な
か
で
も
広
く
読
ま
れ
た
教
義
書
『
天
主
実
義
』
（
一
六
〇
三
）

で

は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
っ
と
も
重
要
な
デ
ウ
ス
（
O
Φ
⊆
切
）
と

い
う
概
念
を
、
儒
教
の
経
書
に
現
れ
る
最
高
存
在
と
し
て
の
r
上

帝
」
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
。
「
天
主
」
と
は
、
も
と
も
と

ル

ッ

ジ
ェ
リ
ら
が
中
国
で
の
活
動
初
期
に
、
滞
在
し
て
い
た
広
東

肇
慶
の
天
寧
寺
の
辺
り
で
知
り
合
っ
た
若
者
が
、
祭
壇
に
↓
宮
Φ
o

chu
　
（
天
主
）
と
い
う
名
を
刻
み
、
祀
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

ウ
ス
の
訳
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
も

「
天
主

教
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
リ
ッ
チ
は
「
わ
が

天
主

（デ

ウ
ス
）
と
は
、
す
な
わ
ち
古
経
書
で
称
せ
ら
れ
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
ワ

ろ
の
「
上
帝
」
な
り
」
な
ど
と
断
定
的
に
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
儒
教
で
は
天
、
祖
先
、
孔
子
を
祭
る
儀
礼
が
も
っ
と
も
重

要
だ

が
、
天
主
教
の
信
者
が
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
参
与
で
き
る
の
か

は

在
華
宣
教
師
を
悩
ま
せ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
リ
ッ
チ
は
、
中
国

で
天
地

を
奉
敬
す
る
の
は
「
蒼
蒼
の
天
」
つ
ま
り
物
質
と
し
て
の

天

を
崇
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
天
地
を
主
宰
す
る
天
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
ザ

の

存
在
を
見
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
祖
先
や
孔
子
に

対

し
て
は
神
と
し
て
崇
め
た
り
祈
願
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

彼
ら
へ
の
感
謝
と
尊
敬
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
述
べ

ハぼ
　

る
。
こ
う
し
て
天
の
祭
祀
は
デ
ウ
ス
へ
の
崇
敬
に
通
じ
る
し
、
祖

先

お
よ
び
孔
子
の
祭
祀
は
世
俗
の
次
元
に
属
す
る
の
で
、
い
ず
れ

も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
矛
盾
し
な
い
、
と
い
う
独
自
の
解
釈
を
打

ち
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
リ
ッ
チ
は
、
現
地
の
士
大
夫
ら
と
の
交
際
の
な
か
で
、

彼
ら
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
地
図
や
数
学
、
天
文
学
な
ど
の
科
学

に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
「
右
手
は

神
に
仕
え
る
の
に
使
い
、
左
手
は
科
学
を
広
め
る
の
に
使
う
」
す

な
わ
ち
宣
教
の
促
進
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
の
知
識
も
並
行
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ロ
ね

し
て
広
め
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
く
。

（
2
）
天
主
教
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
を
受
け
入
れ
た
士
大
夫

　
　
た
ち

　

こ
う
し
て
リ
ッ
チ
ら
最
初
期
の
在
華
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る

r適
応
」
的
な
方
針
は
、
＝
疋
程
度
功
を
奏
し
て
い
る
。
た
と
え

ば

後
に
礼
部
尚
書
と
い
う
高
位
に
上
る
こ
と
に
な
る
士
大
夫
の
徐

光
啓

（
一
五
六

二

～
一
六
三
三
）
は
、
早
く
か
ら
リ
ッ
チ
の
噂
を

聞
き
つ
け
、
彼
の
も
た
ら
し
た
世
界
地
図
な
ど
に
関
心
を
持
ち
、

一
六
〇

〇

年
に
本
人
と
の
面
会
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
比
較
的
軽

い
接
触
で
終
わ
っ
た
が
、
進
士
及
第
の
前
年
で
あ
る
一
六
〇
三
年

に
、
改
め
て
リ
ッ
チ
の
同
僚
ダ
・
ロ
ー
，
）
　
｝
’
　
（
J
o
a
o
　
d
a
　
R
o
c
h
a
、

羅
儒
望
、
一
五
六
五
～
一
六
二
三
）
ら
に
天
主
教
に
つ
い
て
の
教

え
を
請
い
、
『
天
主
実
義
』
の
草
稿
な
ど
を
読
み
、
ダ
・
ロ
ー

シ
ャ
ら
と
議
論
を
交
わ
し
た
。
そ
し
て
洗
礼
を
受
け
’
r
保
羅
」

つ

ま
り
パ
オ
ロ
（
P
a
o
l
o
）
と
い
う
洗
礼
名
を
与
え
ら
れ
る
に
至

ご
ニ

る
。
徐
光
啓
は
進
士
に
及
第
し
た
後
、
翰
林
院
庶
吉
士
と
し
て
官

途
を
歩
み
始
め
る
が
、
北
京
に
て
再
び
リ
ッ
チ
に
出
会
い
、
二
人

は

ユ

ー
ク
リ
ッ
ド
『
原
論
』
の
漢
訳
書
『
幾
何
原
本
』
（
一
六
〇

七
）
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
や
哲
学
に
関
す
る
多
く
の

漢
訳
書
を
協
力
し
て
編
纂
、
出
版
し
た
。

　
徐
光
啓
は
、
北
京
で
の
リ
ッ
チ
の
様
子
お
よ
び
そ
の
教
え
に
つ

い

て
、
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
『
提
要
』
の
漢

訳
書
で
あ
る
リ
ッ
チ
『
二
十
五
言
』
（
一
六
〇
四
）
に
寄
せ
た
微

に

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

こ
れ
〔
リ
ッ
チ
の
上
京
〕
以
降
、
四
方
の
人
士
で
リ
ッ
チ
先

　
　
生

を
知
ら
ぬ
者
は
無
く
、
あ
ら
ゆ
る
博
雅
名
流
の
人
士
で
、

　
　
首
を
伸
ば
し
て
一
目
会
い
た
い
と
願
わ
ぬ
者
は
無
か
っ
た
。

　
　

…
…
思
う
に
そ
の
学
は
目
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
は
無
く
、
と
く

　
　

に
重
ん
じ
る
の
は
上
帝
に
誠
を
尽
く
し
、
た
ゆ
ま
ず
天
主
に

　
　
　
　
　
ロ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
り

　
　
仕
え
る
の
を
旨
と
す
る
こ
と
だ
。

そ
も
そ
も
リ
ッ
チ
の
書
物
に
寄
せ
た
文
章
な
の
で
、
彼
を
褒
め
る

意
図
で
の
誇
張
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
士
大
夫
の
あ
い
だ
で
の
リ
ッ

チ

の

人
気
ぶ
り
が
窺
え
る
言
で
は
あ
る
。
ま
た
そ
の
教
え
の
核
心

が

［上
帝
」
に
誠
を
尽
く
す
こ
と
に
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
は
、
デ
ウ
ス
を
儒
教
の
上
帝
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う

リ
ッ
チ
の
解
釈
方
法
が
、
士
大
夫
の
側
で
も
早
い
段
階
で
あ
る
程

度
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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さ
ら
に
リ
ッ
チ
ら
の
伝
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
は
、
士
大
夫
の

世
界
観
に
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
の
み
な
ら
ず
、
明
や
清
の
王

朝
運
営
と
も
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
た
。
中
国
で
は
伝
統
的
に
暦

の

制
作
と
頒
布
が
王
朝
事
業
で
あ
り
、
暦
を
正
確
に
保
つ
こ
と
は

王

朝
の
威
信
に
関
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
明
朝
は
元
朝
の

授
時
暦
を
も
と
に
し
た
大
統
暦
を
施
行
し
た
が
、
実
態
と
の
ず
れ

が
顕

著
に
な
る
に
つ
れ
、
根
本
的
な
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
天
文
学
で
あ
り
、
暦
の
改

訂

を
行
う
た
め
の
部
署
「
暦
局
」
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
で
士
大
夫

と
宣
教
師
が
協
力
し
て
新
た
な
暦
の
制
作
を
進
め
た
。
こ
う
し
て

作

ら
れ
た
新
し
い
大
規
模
な
暦
書
『
崇
禎
暦
書
』
（
一
l
〈
1
1
1
四
）

は
、
結
局
明
朝
が
間
も
な
く
倒
れ
た
た
め
に
明
代
で
は
施
行
に
至

ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
暦
書
の
編
纂
に
参
与
し
、
清
朝
に
仕
え
た

宣

教
師
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
ー
’
－
t
s
．
　
（
J
o
h
a
n
n
　
A
d
a
m
　
S
c
h
a
l
l
　
v
o
n

B
e
l
l
、
湯
若
望
、
　
一
五
九
二
～
＝
ハ
六
⊥
ハ
）
が
『
崇
禎
暦
圭
日
』
に

も
と
つ
く
『
西
洋
新
法
暦
書
』
（
一
六
四
五
）
を
順
治
帝
に
献
呈

し
、
清
朝
の
暦
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

ま
た
リ
ッ
チ
が
中
国
に
も
た
ら
し
た
も
の
の
な
か
で
、
世
界
地

図
は
と
く
に
広
く
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

k，、

瀕
雰
倉

ず二　

ノ．．！’t一ノズ．

㎡ひ卒、在Aく

【画
像
1
1
】

も
有
名
だ
っ
た
よ
う
で
、
フ
ラ
ン
ス
在
住
の
イ
エ
ズ
ス
会
士

デ
ュ

・

ア

ル

ド
（
ぎ
碧
切
碧
庄
ω
甘
合
出
巴
口
而
、
ニ
ハ
七
四
～
一

七
四

三
）
が
、
在
華
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
報
告
を
も
と
に
、
中
国
に

関
す
る
最
新
情
報
を
集
め
た
『
中
国
お
よ
び
中
国
タ
タ
ー
ル
の
地

22



理
、
歴
史
、
年
代
学
、
政
治
、
そ
し
て
自
然
に
関
す
る
地
誌

（D
e
s
c
r
i
P
t
i
o
n
　
g
e
o
g
r
a
P
h
i
q
u
e
，
　
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
，
　
c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
q
u
e
，

P
o
l
i
t
i
q
”
e
　
e
t
　
P
h
y
s
i
q
u
e
　
d
e
　
L
’
E
m
P
i
r
e
　
d
e
　
i
a
　
C
h
i
n
e
　
e
t
　
d
e
　
i
a

T
a
r
t
a
r
i
e
　
c
h
i
n
o
i
s
e
）
』
　
（
1
七
l
l
l
五
）
を
見
る
と
、
挿
画
の
ひ
と

つ
で

あ
る
リ
ッ
チ
の
肖
像
画
の
銅
版
画
で
は
、
リ
ッ
チ
が
右
手
で

十
字
架
を
指
し
、
左
手
で
世
界
地
図
ら
し
き
巻
い
た
紙
を
持
っ
て

い

る
【
画
像
二
市
ち
な
み
に
こ
の
デ
ュ
・
ア
ル
ド
に
よ
る
大
部

の

著
作
は
、
一
八
～
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
中
国
に
関
す
る

も
っ
と
も
重
要
な
情
報
源
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

　

リ
ッ
チ
が
も
た
ら
し
た
世
界
地
図
と
は
、
『
山
海
輿
地
全
図
』

（
1
－
（
o
o
）
、
『
坤
輿
万
国
全
図
』
（
一
六
〇
1
1
）
、
『
両
儀
全
覧

p
m
』
　
（
1
六
〇
三
）
な
ど
い
く
つ
か
の
版
本
が
あ
り
、
大
航
海
時

代
の

ヨ
－
－
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
世
界
地
理
の
最
新
知
識
を
盛
り
込
ん

だ
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
『
世
界
の
舞
く
U
　
（
T
y
p
u
s
　
O
r
b
i
s
　
T
e
r
r
a
r
u
m
）
』

（
1
五
七

〇
）
や
メ
ル
カ
ト
ル
『
航
海
用
の
新
し
く
、
よ
り
完
備

さ
れ
た
地
球
の
p
m
　
（
N
o
v
a
　
e
t
A
u
c
t
a
　
O
r
b
i
s
　
T
e
r
r
a
e
　
D
e
s
c
r
i
P
t
i
o

ad　
U
s
u
m
　
N
a
v
i
g
a
n
t
i
u
m
　
E
m
e
n
d
a
t
e
　
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
a
）
』
二

五
六

九
）
、
プ
ラ
ン
シ
ウ
ス
に
よ
る
複
数
の
世
界
地
図
（
一
五
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
シ

ニ

～
一
五
九
四
）
を
も
と
に
し
、
徐
光
啓
と
同
じ
く
洗
礼
を
受
け

｝ト
ー
1
、

輿地
lliFi｛r

山

蟻蟻講・一・

むサリロひロロひコリゆロロらコロロロリロロけロコロロ スロらコロ

　　　　　ー　　劉
　　　　　　　　一’lj

ド ノ

海全固

／

／で
f　　ミb

；　r
k
a
”
i
｝
F
　
；
l
；
i
i
K
r
w
h
w
w
　
・
g
e

　

舌
烈

遜
購
窺
繋
墜
ち
燵

　
團
言

”
　
t
i
f
f
　
－
－

【画
像
1
三
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た
士
大
夫
の
李
之
藻
（
一
五
七
一
～
＝
ハ
三
〇
）
ら
の
協
力
を
得

て

漢
訳
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
地
球
が
球
体
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
楕
円
投
影
法
を
用
い
、
F
亜
細
亜
（
ア
ジ
ア
）
」
、
「
欧

遅
H
］
　
（
ヨ
－
ロ
ッ
パ
）
」
、
F
利
未
亜
（
リ
ビ
ア
）
」
す
な
わ
ち
ア
フ

リ
カ
、
「
北
亜
墨
利
加
（
ア
メ
リ
カ
）
」
、
「
南
亜
墨
利
加
」
、
そ
し

て
南

半
球
に
広
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
架
空
の
「
墨
瓦

蝋
泥
加
（
メ
ガ
ラ
ニ
カ
）
」
と
い
う
六
つ
の
大
陸
か
ら
な
る
世
界

の

姿
を
示
し
、
士
大
夫
た
ち
に
驚
き
を
与
え
た
。
そ
れ
の
み
な
ら

ず
、
薦
応
京
『
月
令
広
義
』
（
＝
ハ
O
二
）
や
章
演
『
図
書
編
』

（
一

六
一
三
）
な
ど
明
朝
を
代
表
す
る
士
大
夫
の
著
作
で
は
、

リ
ッ
チ
の
世
界
地
図
が
模
写
さ
れ
て
お
り
（
い
ず
れ
も
『
輿
地
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ハ
ロ

海
全

図
』
と
の
題
名
を
伴
っ
て
い
る
）
、
再
生
産
も
盛
ん
に
さ
れ

て

い
た
こ
と
が
分
か
る
【
画
像
三
】
。

2
．
他
者
へ
の
反
発
か
ら
自
己
の
再
発
見
へ

（
1
）
批
判
を
よ
ぶ
天
主
教
－
仏
教
人
士
た
ち

　

し
か
し
当
然
な
が
ら
、
宣
教
師
に
対
す
る
反
応
は
好
意
的
な
も

の
ば
か

り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
鋭
い
反
発
を
示
し
た
の

は
仏
教
の
僧
侶
た
ち
で
あ
っ
た
。
ル
ッ
ジ
ェ
リ
や
リ
ッ
チ
を
は
じ

め
と
す
る
在
華
宣
教
師
は
、
活
動
開
始
当
初
か
ら
仏
教
を
競
争
相

手
と
見
定
め
、
『
天
主
聖
教
実
録
』
や
『
天
主
実
義
』
な
ど
漢
文

に
よ
る
教
義
書
を
通
し
て
空
や
輪
廻
転
生
、
殺
生
戒
と
い
っ
た
仏

教
の

教

え
を
頻
繁
に
非
難
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
当
然
で
あ
ろ

う
。
明
代
仏
教
を
代
表
す
る
浄
土
宗
の
雲
棲
株
宏
（
一
五
三
五
～

＝
ハ
一
五
）
、
臨
済
宗
の
費
隠
通
容
（
一
五
九
三
～
ニ
ハ
⊥
ハ
一
）
、

天

台
宗
の
智
旭
（
一
五
九
九
～
一
六
五
五
）
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
宣

教
師
の
い
う
「
天
主
」
と
は
「
大
梵
天
王
が
統
べ
る
十
億
の
世
界

の

中
の
我
々
の
世
界
一
つ
を
統
括
す
る
に
す
ぎ
な
い
切
利
天
」
だ

　
　
ら
ひ
　

と
し
、
ま
た
宣
教
師
は
天
主
の
み
が
始
ま
り
が
無
く
終
わ
り
も
無

い
存
在
だ
と
す
る
が
「
天
地
も
鬼
神
も
虚
空
も
本
来
無
始
無
終
」

　
　
　
ハ
コ
リ

だ
と
す
る
な
ど
、
激
し
い
天
主
教
批
判
を
繰
り
広
げ
た
。

　
た
だ
し
仏
教
と
天
主
教
の
互
い
に
対
す
る
批
判
は
、
決
し
て
互

い
に

閉
じ
た
形
で
の
み
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
雲
棲

株
宏
や

虞
淳
煕
（
一
五
五
三
～
一
六
二
一
）
と
い
っ
た
仏
教
側
の

人
士
と
リ
ッ
チ
と
の
あ
い
だ
に
は
書
簡
を
通
じ
た
活
発
な
議
論
が

あ
り
、
そ
の
内
容
は
『
耕
学
遺
憤
』
（
一
六
二
四
頃
）
と
い
う
書

　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ザ

物

に
も
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
、
リ
ッ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
在
華
イ
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エ
ズ

ス

会
士
は
基
本
的
に
適
応
主
義
を
取
り
、
儒
教
経
書
の
概
念

を
借
用
し
、
儒
教
の
儀
礼
に
妥
協
し
た
形
で
の
宣
教
を
進
め
て
い

た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
儒
者
か
ら
の
全
面
的

な
支
持
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
天
啓
二
年
（
＝
ハ

ニ

ニ
）
の
進
士
で
、
礼
部
尚
書
と
い
う
高
位
に
ま
で
上
り
つ
め
た

蒋
徳
環
（
一
五
九
三
～
一
六
四
六
）
は
明
朝
を
代
表
す
る
士
大
夫

の
l
人
だ
が
、
彼
は
雲
棲
株
宏
や
費
隠
通
容
ら
仏
教
の
僧
侶
や
、

南
京
礼
部
侍
郎
な
ど
を
歴
任
し
た
沈
潅
（
一
五
六
五
～
一
六
二

　
　
ぷ
ロ

四
）
と
い
っ
た
士
大
夫
ら
に
よ
る
天
主
教
批
判
の
論
説
を
集
め
た

『明
朝
破
邪
集
』
（
＝
ハ
三
九
年
頃
）
に
序
文
を
寄
せ
、
宣
教
師
た

ち
が
「
わ
が
儒
教
の
天
に
つ
か
え
る
と
い
う
教
え
を
こ
っ
そ
り
盗

み

取
り
、
天
主
は
わ
が
中
国
の
奉
じ
る
上
帝
の
こ
と
だ
と
し
て
い

　み
ザ

る
」
な
ど
と
辛
辣
な
評
を
披
露
し
て
い
る
。

（
2
）
天
主
教
を
批
判
し
た
士
大
夫
－
王
啓
元
『
清
署
経
談
』

　
　

の
例

　

こ
う
し
た
天
主
教
の
批
判
者
の
な
か
で
も
、
王
啓
元
（
一
五
五

九

年
頃
～
没
年
不
詳
）
は
と
く
に
注
目
に
値
す
る
人
物
の
ひ
と
り

で

あ
る
。
彼
に
関
す
る
先
駆
的
業
績
を
残
し
た
陳
受
願
に
よ
れ

ば
、
王
啓
元
は
柳
州
府
馬
平
県
（
現
在
の
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区

に
位
置
す
る
）
の
人
で
、
天
啓
壬
戌
（
一
六
二
二
）
に
進
士
に
及

第
し
、
翰
林
院
検
討
を
授
か
っ
た
が
間
も
な
く
高
齢
の
た
め
辞
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ワ

を
願
い
出
て
帰
郷
し
、
生
涯
著
述
に
努
め
た
。
そ
の
代
表
的
な
著

作
が
『
清
署
経
談
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
啓
三
年
（
一
六
二
三
）

の
序
文
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
全
一
六
巻
か
ら
な
る
大
著
だ
が
、

現
存
す
る
原
本
は
台
湾
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年

図
書
館
所
蔵
本
の
み
と
さ
れ
る
。
筆
者
は
二
〇
一
五
年
四
月
か
ら

九
か
月
間
、
同
研
究
所
に
訪
問
学
人
の
身
分
で
滞
在
し
た
際
、
王

汎

森
教
授
か
ら
の
教
示
に
よ
っ
て
こ
の
原
本
を
閲
覧
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
。
な
お
二
〇
一
七
年
1
二
月
に
上
海
古
籍
出
版
社
か
ら

点
校
本
が
出
て
い
る
。

　
『
清
署
経
談
』
の
全
体
的
な
主
張
は
、
唐
の
頃
に
形
を
な
し
、

宋
代
か

ら
明
代
に
か
け
て
隆
起
し
て
い
た
三
教
（
儒
教
、
道
教
、

仏
教
）
合
一
の
思
潮
を
批
判
し
、
儒
教
の
一
尊
を
と
な
え
、
と
く

に

儒
教
に
お
け
る
「
神
道
」
と
し
て
の
側
面
を
新
た
に
打
ち
出
す

と
と
も
に
孔
子
の
位
置
づ
け
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
な
っ
て

い

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
儒
教
の
あ
る
種
の
神
聖
化
に
お
い

て
、
明
代
の
天
主
教
の
浸
透
と
そ
れ
に
対
す
る
王
啓
元
の
危
機
意

25



識
が
大
き
な
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
し
て
働
い
た
こ
と
が
、
陳
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ザ

顧
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
士
大
夫

が
宣
教
師
お
よ
び
天
主
教
と
い
う
他
者
を
知
り
、
こ
れ
ら
へ
の
反

発
を
示
す
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
反
発
を
通
過
点
と
し
て
さ
ら
に

儒
教

と
い
う
自
己
の
文
化
の
再
認
識
、
再
編
成
へ
と
向
か
っ
た
事

例
と
し
て
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
王
啓

元

に
よ
る
議
論
を
、
原
文
に
即
し
て
や
や
丁
寧
に
追
っ
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

（
3
）
儒
教
と
孔
子
を
め
ぐ
る
王
啓
元
の
問
題
意
識

　
ま
ず
『
清
署
経
談
』
序
文
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ

の

部
分
で
は
’
王
啓
元
の
問
題
意
識
と
執
筆
目
的
が
端
的
に
示
さ

れ
て

い
る
。

　
　
お

お

い

な
る
か
な
我
が
太
祖
高
皇
帝
は
、
天
下
を
新
た
に
開

　
　
V
に
あ
た
っ
て
、
庫
序
〔
学
校
〕
郷
會
〔
科
挙
の
郷
試
と
会

　
　
試
〕
の
制
度
を
定
め
、
〔
儒
教
以
外
の
〕
二
氏
〔
道
教
と
仏

　
　
教
〕
百
家
を
こ
と
ご
と
く
退
け
、
も
っ
ぱ
ら
孔
子
の
み
を
尊

　
　
ぶ

こ
と
を
定
め
ら
れ
た
。
皇
皇
た
る
か
な
大
聖
人
の
制
は
、

　
　
ま
こ
と
に
漢
や
唐
、
宋
を
越
え
、
〔
上
古
の
理
想
的
な
統
治

　
　
が
行
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
〕
二
帝
三
王
に
直
接
連
な
る
ほ

　
　

ど
優
れ
て
お
り
、
万
世
の
大
功
あ
り
。
…
…
ど
う
し
た
こ
と

　
　
か

最
近
で
は
、
講
学
の
徒
は
仏
氏
を
や
た
ら
持
ち
上
げ
、
孔

　
　
子

を
軽
ん
じ
、
し
か
も
西
洋
の
人
は
ま
た
天
主
の
説
を
と
な

　
　
え
、
中
国
で
古
来
尊
ば
れ
て
き
た
上
帝
と
混
同
さ
せ
、
見
分

　
　
け
が
つ
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
あ
あ
、
こ
れ
は
儒
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
る

　
　
過
ち
で
あ
り
、
中
国
の
恥
で
あ
る
。

冒
頭
で
称
賛
さ
れ
て
い
る
明
朝
の
太
祖
洪
武
帝
の
事
績
と
は
、
ま

ず
洪
武
二
年
（
1
　
1
二
H
〈
九
）
に
各
州
や
県
に
学
校
を
設
立
せ
よ
と

の

詔
を
発
し
、
併
せ
て
こ
れ
ら
県
学
な
ど
の
学
生
で
あ
る
生
員
へ

の
俸
給
制
度
や
、
会
試
に
合
格
し
た
貢
士
の
な
か
か
ら
優
れ
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

を
中
央
に
推
薦
さ
せ
る
制
度
を
整
え
た
こ
と
な
ど
を
指
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
王
啓
元
が
激
賞
し
て
い
る
の
は
、
元
朝
が
孔
子
祭
祀
を

比
較
的
粗
略
に
し
た
の
に
対
し
、
洪
武
帝
は
尊
孔
の
態
度
を
明
ら

か
に

し
た
点
で
あ
る
。
洪
武
一
五
年
（
＝
二
八
二
）
に
は
皇
帝
が

「
天
下

で

あ
ま
ね
く
孔
子
を
祀
る
べ
き
と
の
詔
を
発
し
（
詔
天
下

通
祀
孔
子
）
」
、
釈
莫
な
ど
の
孔
子
祭
祀
の
制
度
を
順
次
定
め
、
ま

た
術
聖
公
を
は
じ
め
と
す
る
孔
子
の
末
商
に
対
し
て
も
、
元
朝
は
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冷
遇
し
た
が
、
洪
武
帝
は
彼
ら
へ
親
筆
の
書
信
を
送
っ
た
り
、
頻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

繁
に
謁
見
し
た
り
す
る
な
ど
大
い
に
優
待
し
た
。
洪
武
帝
も
三
教

の

ほ

か

の

二

教
、
つ
ま
り
道
教
と
仏
教
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
F
暗
に
王
綱
を
助
け
、
世
に
益
す
る
こ
と
無
窮

（
仏
仙
之
幽
霊
，
暗
助
王
綱
，
益
世
無
窮
）
」
な
ど
と
述
べ
た
が
、

あ
く
ま
で
儒
が
主
、
道
と
仏
は
補
で
あ
り
、
明
ら
か
に
儒
教
を
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ザ

袖
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
。

　
学
校
制
度
の
整
備
を
含
め
、
こ
う
し
た
洪
武
帝
に
よ
る
儒
教
重

視
、
孔
子
尊
崇
の
政
策
が
王
啓
元
の
問
題
意
識
を
強
め
、
執
筆
を

後
押
し
し
た
よ
う
で
あ
る
。
序
の
続
き
の
部
分
で
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
私
は

初
め
て
北
京
に
滞
在
し
た
際
、
も
と
も
と
先
臣
〔
父
あ

　
　

る
い
は
祖
父
〕
の
命
を
受
け
、
と
に
か
く
国
に
報
い
ん
と
す

　
　

る
こ
と
の
み
を
考
え
た
。
以
前
二
家
に
連
な
る
書
を
読
ん
だ

　
　

こ
と
が
あ
り
、
高
皇
帝
が
も
っ
ぱ
ら
孔
子
を
尊
び
、
か
え
つ

　
　
て

臣
子
た
る
者
が
こ
れ
に
反
す
る
の
は
、
王
制
に
不
忠
を
な

　
　
す
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
士
紳
が
み
な
孔
子
を
称
揚
し
て
模

　
　
範
と
し
て
い
な
が
ら
、
志
を
遂
げ
る
〔
科
挙
合
格
の
こ
と

　
　
か
〕
と
こ
れ
に
背
く
の
は
、
聖
門
に
不
義
を
な
す
こ
と
だ
と

　
　
嘆
い
た
。
良
心
が
少
し
で
も
残
っ
て
い
る
者
は
拒
腕
し
て
不

　
　

平
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
私
は
ま
こ
と
に
公
憤
に
た
え
ず
、
ま

　
　

た
こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
た
所
以
を
考
え
た
。
思
う
に
孔

　
　
子
が
尊
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
所
以
、
そ
し
て
高
皇
帝
が
も
っ

　
　
ぱ

ら
〔
孔
子
を
〕
尊
ぶ
所
以
を
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
す
る

　
　
者
が
い

な
か
っ
た
の
が
、
千
古
の
憾
み
で
あ
る
。
…
…
私
は

　
　
家
居
す
る
こ
と
十
年
、
こ
の
問
題
を
細
心
に
体
察
し
た
の
ち

　
　

に
、
孔
子
が
も
と
も
と
至
神
で
あ
り
、
聖
経
が
も
と
も
と
大

　
　
い

に
備
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、
〔
こ
れ
に
つ
い
て
〕
人
は
自

　
　

ら
深
く
探
求
せ
ず
、
詳
し
く
考
え
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
知
っ
た
。

こ
こ
に
も
洪
武
帝
の
尊
孔
政
策
へ
の
共
鳴
と
、
対
照
的
に
孔
子
を

軽
ん

じ
、
二
家
つ
ま
り
道
教
と
仏
教
を
盛
ん
に
す
る
士
紳
ら
の
風

潮
へ
の
反
発
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
風
潮
を
招

い

た
原
因
と
し
て
王
啓
元
が
挙
げ
る
の
は
、
孔
子
が
尊
ば
れ
る
べ

き
「
所
以
」
を
探
求
す
る
者
が
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
『
清
署
経
談
』
の
大
き
な
目
的
は
、
こ
の
「
所
以
」
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
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（
4
）
天
主
教
と
い
う
他
者
へ
の
反
発

　

さ
て
上
記
の
如
v
、
王
啓
元
の
意
識
を
儒
教
の
防
衛
あ
る
い
は

再

興
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
は
、
道
教
と
仏
教
だ
け
で
な
く
天
主
教

で
も
あ
っ
た
。
彼
は
「
二
氏
」
あ
る
い
は
「
二
家
」
に
つ
い
て
頻

繁

に
言
及
し
て
い
る
が
、
じ
つ
は
危
機
意
識
を
よ
り
駆
り
立
て
た

の
は

天
主

教
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
『
清
署
経

談
』
巻
一
五
・
「
天
主
公
論
篇
」
に
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
見
ら

れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
あ
る
人
が
問
い
か
け
た
、
先
生
の
議
論
は
仏
に
対
し
て
寛
大

　
　

で
、
天
主
に
対
し
て
厳
し
い
よ
う
で
す
が
、
な
ぜ
で
し
ょ
う

　
　
か
、
と
。
〔
王
啓
元
が
〕
答
え
て
い
わ
く
、
仏
の
教
で
は
自

　
　

ら
を
上
帝
よ
り
尊
い
と
し
て
い
る
が
、
上
帝
と
仏
は
二
つ
の

　
　
別
の
存
在
と
し
て
お
り
、
区
別
が
で
き
る
。
し
か
し
天
主
は

　
　
自
ら
を
上
帝
と
い
い
、
中
国
〔
の
上
帝
〕
と
混
ぜ
合
わ
せ
て

　
　

同
l
の
も
の
と
し
て
い
る
。
中
国
に
古
来
あ
る
上
帝
を
奉
ず

　
　

る
べ
き
な
の
か
、
彼
の
〔
国
の
〕
天
主
を
奉
ず
る
べ
き
な
の

　
　
か
o
呉
や
楚
が
王
号
を
僧
称
し
た
こ
と
も
、
『
春
秋
』
は
厳

　
　

し
v
是
非
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
、
ま
し
て
や
上
帝
の

　
　
号
と
混
清
さ
せ
る
こ
と
な
ど
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
〔
中
略
〕

　
　
仏

と
儒
は
教
に
お
い
て
争
い
、
そ
の
兆
し
は
下
に
あ
る
。

　

　
〔
そ
れ
に
対
し
〕
天
主
と
上
帝
は
名
に
お
い
て
争
い
、
そ
の

　
　
兆
し
は
上
に
あ
る
。
ま
た
中
国
の
儒
教
の
大
学
者
を
軽
ん
じ

　
　
る
こ
と
を
欲
し
、
ま
た
〔
天
主
を
〕
上
帝
の
名
号
と
混
清
さ

　
　
せ
ん

と
欲
し
て
お
り
、
そ
の
志
は
小
さ
か
ら
ず
、
そ
の
兆
し

　
　
も
ま
た
小
さ
く
な
い
廷

す
な
わ
ち
、
仏
教
は
儒
教
と
の
あ
い
だ
に
教
義
上
の
対
立
が
あ
る

が
、
儒
教
の
「
名
」
を
借
称
す
る
こ
と
は
無
く
、
儒
教
と
混
同
さ

せ

る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
天
主
教
は
上
帝
の
「
名
」

を
借
称
し
、
儒
教
と
混
同
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
春
秋

時
代
、
本
来
周
王
朝
の
み
が
名
乗
る
こ
と
の
で
き
る
王
号
を
、
呉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
レ

や
楚
の
諸
侯
が
僧
称
し
た
の
と
同
じ
く
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
で
、
上

帝
の
名
を
騙
っ
て
い
る
こ
と
は
重
大
な
不
遜
行
為
だ
、
と
王
啓
元

は

い
う
の
で
あ
る
。

　
王
啓
元
が
天
主
教

に
反
発
し
た
の
は
、
宣
教
師
ら
が
天
主
に
上

帝
の
名
を
か
ぶ
せ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
当
時
天
主
教
が
持
っ

て

い

た
影
響
力
も
、
彼
の
危
機
意
識
を
強
め
た
よ
う
で
あ
る
。
同

じ
v
巻
第
一
五
で
は
、
次
の
如
v
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
あ
る
人
が
問
い
か
け
た
、
先
生
の
論
じ
る
儒
者
と
は
天
を
主
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と
し
て
お
り
、
臣
民
も
そ
れ
に
倣
う
も
の
で
あ
り
、
二
氏
は

　
　

こ
の
点
で
異
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
さ
ら
に
西

　
　
洋
か
ら
や
っ
て
来
た
者
が
あ
り
、
天
主
を
宗
と
し
、
天
文
を

　
　
業
と
し
、
天
の
全
局
を
把
握
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
り
　

　
　
儒
の
上
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
’
と
。

実
際
に
王
啓
元
に
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
な
さ
れ
た
の
か
、
彼

の

創
作
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
天
主
を
戴
く
だ
け

で

な
く
、
優
れ
た
天
文
学
の
知
識
に
よ
っ
て
王
朝
の
中
枢
に
も
繋

が

り
つ
つ
あ
っ
た
宣
教
師
の
勢
い
に
対
し
、
王
啓
元
が
か
な
り
危

機
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

さ
て
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
、
王
啓
元
は
ど
の
よ
う
に
応
答
す

る
の
か
。

　
　
答
え
て
い
わ
く
、
然
に
あ
ら
ず
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
人

　
　
身
人
事
を
も
っ
て
証
明
す
れ
ば
、
同
異
是
非
は
自
ず
と
現
れ

　
　

る
。
思
う
に
儒
者
の
論
じ
る
上
帝
と
は
’
天
地
開
嗣
と
同
時

　
　

に
あ
り
、
『
周
礼
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
昊
天
上
帝
が
そ
れ
で

　
　
あ
る
。
人
で
い
え
ば
身
体
あ
れ
ば
心
が
あ
り
、
同
時
に
両
方

　
　

あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
道
家
の
説
で
は
生
姓
父
母
あ
り
、
仏

　
　
家
の
説
で
は
天
外
に
帝
あ
り
、
西
洋
の
説
で
も
、
ま
た
先
に

　
　
天
地

が

あ
り
、
数
千
年
後
に
は
じ
め
て
天
主
が
あ
る
と
い

　
　

う
。
人
身
で
こ
れ
を
例
え
る
と
、
ま
る
で
一
身
で
は
な
い
よ

　
　

う
だ
。
か
つ
人
身
の
主
は
身
体
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で

　

　
1
つ
の
み
で
あ
り
、
開
舖
の
と
き
す
で
に
あ
り
、
数
千
年
後

　
　

に
ま
た
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
人
の
こ
と
な
の
か
o
二
人
な

　
　
の

か
。
も
し
降
生
し
た
と
い
う
の
な
ら
、
降
生
す
る
前
の
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ザ

　
　
間
は
、
誰
が
天
の
主
だ
っ
た
の
か
。

こ
こ
で
分
か
る
の
は
、
王
啓
元
が
デ
ウ
ス
と
キ
リ
ス
ト
を
混
同
し

て

い

た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
当
時
の
士
大
夫
に
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

の

よ
う
な
混
同
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
’
む
し
ろ
宣
教
師
の
側
が
教

義
を
広
め
る
際
に
両
者
を
あ
ま
り
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性

が

高
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
宣
教
師
の
説
く
天
主
論
の
穴
を
指
摘

し
、
天
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
教
え
が
決
し
て
完
備
し
た
も
の
で
は
な

い

こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
西
洋
の

説
」
で
天
地
開
關
か
ら
「
数
千
年
後
に
は
じ
め
て
天
主
が
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
I
－
〈
－
1
七
世
紀
当
時
ヨ
ー

ロ

ッ

パ
で
は

聖
書
年
代
学
に
も
と
づ
き
、
天
地
創
造
が
紀
元
前
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
ザ

o
o
四

年

あ
る
い
は
五
二
〇
〇
年
頃
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

が

宣
教
師
を
通
し
て
中
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
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る
。　

さ
ら
に
天
主
教
批
判
は
続
く
。
次
は
祭
祀
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ

る
。　

　
中
国
が
上
帝
を
尊
ぶ
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う

　
　
か
o
礼
に
お
い
て
は
天
子
の
み
が
天
地
を
祀
り
、
上
帝
に
献

　
　
享
し
て
、
諸
侯
以
下
は
敢
え
て
僧
越
し
な
い
の
で
あ
り
、
尊

　
　
ぶ

こ
と
は
こ
の
よ
う
に
極
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
宗
伯
の
大
礼
で
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
三
つ
が
天
に
つ
か
え

　
　

る
こ
と
を
主
と
し
、
し
か
も
天
に
つ
か
え
る
こ
と
の
な
か
で

　
　
も
昊
天
〔
上
帝
〕
に
つ
か
え
る
こ
と
が
究
極
で
あ
る
。
ゆ
え

　
　

に
『
中
庸
』
で
「
郊
社
の
礼
〔
冬
至
に
天
を
祀
り
’
夏
至
に

　
　
地

を
祀
る
儀
礼
〕
は
、
上
帝
に
つ
か
え
る
た
め
の
も
の
で
あ

　
　

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
道
に
お
い
て
も
っ
と

　
　
も
尊
い
の
は
天
子
で
あ
り
、
天
子
の
礼
に
お
い
て
も
っ
と
も

　
　
重
大
な
の
は
郊
社
で
あ
り
、
尊
ぶ
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
極
め

　
　
尽

く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
天
道
の
全
局
は
、
た
だ

　
　
王

制
〔
天
子
の
定
め
た
制
度
〕
の
み
が
こ
れ
を
把
握
し
実
行

　
　
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
…
…
も
し
人
々
が
み
な
祭
祀
を
行
う

　
　
な
ら
、
人
々
が
み
な
僧
冒
す
る
こ
と
に
な
り
、
天
子
の
名
分

　
　

に
区
別
が
無
く
、
至
尊
で
あ
る
上
帝
に
対
し
、
人
々
が
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
ソ

　
　
妄
行
を
働
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
名
分
論
を
軸
に
、
中
国
で
は
上
帝
な
ら
び
に
天
に
対

す

る
祭
祀
は
皇
帝
が
主
宰
す
べ
き
も
の
で
、
ほ
か
の
者
が
行
う
の

は
借
越
だ
と
し
、
こ
の
点
で
宣
教
師
の
説
く
天
主
と
儒
教
の
上
帝

は

ま
っ
た
く
異
な
る
と
す
る
議
論
は
、
前
出
の
士
大
夫
蒋
徳
環
に

　
　
　
　
　
ハ
め
ザ

も
見
ら
れ
る
。

　
加
え
て
、
中
国
で
も
上
古
の
尭
や
舜
の
時
代
に
は
す
で
に
義
氏

お
よ
び
和
氏
が
暦
を
制
作
し
、
ま
た
土
圭
や
日
表
〔
い
ず
れ
も
日

時
計
の
一
種
〕
で
時
を
計
測
し
、
定
め
る
こ
と
も
行
わ
れ
、
古
来

「
天

道
」
が
知
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
天
文
学

の

み

が
優
れ

て

い

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
続
い
て
い

ハ
む
ず

る
。（

5
）
天
主
教
批
判
か
ら
孔
子
の
再
発
見
へ

　
上
掲
の
引
用
文
に
も
す
で
に
表
れ
て
い
た
が
、
王
啓
元
の
議
論

は
天
主
教
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
に
お
け
る
上
帝
や
天
の
祭

祀
、
お
よ
び
暦
の
制
作
や
時
の
計
測
な
ど
「
天
道
」
の
把
握
の
伝

統
の
再
認

識
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
巻
第
一
六
・
「
聖
功
列
叙
篇
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三
」
で
も
天
主
と
上
帝
と
の
弁
別
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て

い

る
が
、
そ
の
な
か
で
次
の
如
v
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
世
の
聖
教
を
諺
る
者
は
、
「
彼
の
言
及
す
る
の
は
人
事
の
み

　
　

で
、
神
道
に
は
与
ら
な
い
」
と
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
も

　
　
そ
も
『
論
語
』
で
は
「
子
は
神
を
語
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て

　
　
い

る
が
、
『
易
経
』
繋
辞
伝
で
は
神
に
つ
い
て
何
度
も
言
及

　
　

さ
れ
て
お
り
、
神
を
知
ら
ず
し
て
た
だ
で
た
ら
め
に
神
に
言

　
　

及
し
て
い
る
の
み
だ
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
の

　
　
〔
仏
教
や
天
主
教
の
〕
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
前
知
の
こ
と

　
　

は
、
儒
者
は
言
葉
に
は
出
さ
な
い
が
、
孔
子
が
神
で
あ
る

　
　
〔
き
わ
め
て
尊
い
〕
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
孔

　
　
子
は

万
世
の

師
で
あ
り
、
神
に
専
従
し
な
い
の
は
、
た
だ
神

　
　
道
に
つ
い
て
は
言
葉
に
せ
ず
、
人
道
を
世
に
説
く
こ
と
を
己

　
　
の

任
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
聖
人
の
徳
は
ま
さ
に
こ
こ
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ザ

　
　
い
て

こ
そ
大
成
し
た
と
い
え
る
の
だ
。

こ
こ
で
の
「
神
道
」
や
「
前
知
」
と
は
、
天
主
教
に
お
け
る
デ
ウ

ス

や

天
国
、
地
獄
、
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
転
生
の
よ
う
な
、
現
世

を
超
え
た
道
理
や
そ
れ
に
関
す
る
知
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
注
目
す

べ
き
は
、
孔
子
も
ま
た
神
道
に
通
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
孔
子
の

著
と
伝
え
ら
れ
る
『
易
経
』
繋
辞
伝
で
も
「
神
」
に
つ
い
て
何
度

も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
万
世
の
師
た
る
た
め
に

敢
え
て
人
道
を
説
く
こ
と
を
専
ら
に
し
て
い
た
、
と
い
う
そ
の
主

張
で

あ
る
。
王
啓
元
は
『
論
語
』
述
而
篇
の
有
名
な
一
句
「
子
は

怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
（
子
不
語
怪
力
乱
神
）
」
に
と
ど
ま
る
の
で

は

な
く
、
天
主
教
の
ほ
う
が
「
天
の
全
局
を
把
握
し
て
い
る
」
の

で
は

と
い
う
疑
惑
に
答
え
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
を
通
し
て
’

孔
子

も
ま
た
「
神
道
」
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
解
釈
に
踏
み
込
ん

だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お

わ
り
に

　
明
清
時
代
の
中
国
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
や
っ
て
来
た
宣
教

師
や
貿
易
商
ら
と
現
地
の
人
々
と
の
物
や
思
想
を
介
し
た
交
流
が

盛
ん

に

展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
交
流
は
、
『
題
聞
録
』
に

見
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
双
方
に
と
っ
て
愉
快
な
結
末
を
も
た
ら

す
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
思
わ
ぬ
形
で
大
き
な
創
造
性
が
引
き
出
さ
れ
る
き
っ
か
け

と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
v
に
宣
教
師
の
も
た
ら
し
た
天
主
教

を
め
ぐ
っ
て
は
、
深
く
共
鳴
し
信
者
と
な
る
者
も
現
れ
た
が
、
仏
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教
の
僧
侶
か
ら
は
激
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
、
加
え
て
在
華
イ
エ

ズ
ス
会
士
ら
が
儒
教
へ
の
適
応
に
努
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
士

大
夫
の
な
か
に
も
天
主
教
に
強
く
反
発
す
る
者
が
多
く
出
た
。
し

か

し
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
批
判
の
過
程
に
お
い
て
し
ば
し
ば
天
主

教

を
め
ぐ
る
研
究
と
議
論
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た

形
の
異
な
る
交
流
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
な
か
に
は
王
啓
元
の
如
v
、
天
主
教
へ
の
反
発
に
と
ど

ま
ら
ず
、
天
主
教
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
危
機
意
識
に
沿
っ

て
、
儒
教
お
よ
び
孔
子
の
再
発
見
へ
と
向
か
う
者
も
現
れ
た
。
こ

れ

は
異
な
る
文
化
を
持
つ
人
同
士
が
出
会
う
現
場
に
お
い
て
は
、

他
者

を
知
り
、
そ
れ
に
対
す
る
共
鳴
や
批
判
が
生
じ
る
の
み
に
と

ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
反
応
か
ら
自
己
の
再
発
見
に
繋
が

る
よ
う
な
創
造
性
も
引
き
出
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
の
有
益
な
事

例
と
な
っ
て
い
る
。

註（1
）

本
a
s
は
l
1
0
1
九
年
一
一
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
大
東
文
化
大

学
歴
史
文
化
学
会
秋
季
大
会
で
の
講
演
内
容
を
も
と
に
、
加
筆
修

（2
）

（3
）

（4
）

正

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
大
会
運
営
に
関
わ
ら
れ
た
各
位
、
お

よ
び
講
演
の
際
に
質
問
や
意
見
を
投
げ
か
け
て
下
さ
っ
た
各
位
に

こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
講
演
で
は
一
八
世
紀
に

渡
欧

し
た
中
国
人
イ
エ
ズ
ス
会
士
高
仁
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観

察
と
中
国
史
論
に
つ
い
て
も
触
れ
た
が
、
こ
の
話
題
に
つ
い
て
は

既
発
表
の
拙
稿
（
新
居
洋
子
「
「
中
国
古
代
に
つ
い
て
の
エ
セ
－
」

（
一
七

七
六
）
読
解
　
　
第
一
部
を
中
心
に
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
第

七

七
巻
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
で
論
じ
た
た
め
’
本
稿
で
は
割

愛
す
る
。
ま
た
本
稿
は
』
切
勺
ω
科
研
費
吉
邑
ω
ω
N
べ
お
よ
び

1
s
J
o
o
1
6
o
　
g
a
s
成
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
。

広
東
為
富
庶
之
区
，
重
在
洋
物
。
民
間
凡
有
喜
事
．
莫
不
闘
麗
争

華
。
昔
有
大
憲
生
辰
，
官
紳
士
商
各
献
奇
珍
，
迎
合
趨
逢
。
洋
商

某
思
，
内
地
宝
物
衙
中
都
有
，
惟
以
洋
貨
為
重
。
遂
出
重
賞
鍾
万
，

購
得
西
洋
自
鳴
鐘
，
高
五
尺
，
機
関
霊
動
，
八
音
克
譜
，
按
時
呈

牌
，
不
爽
毫
髪
。
至
期
呈
送
，
為
顕
者
寿
。

C
a
t
h
e
r
i
n
e
　
P
a
g
a
n
i
，
　
“
E
a
s
t
e
r
n
　
M
a
g
n
i
f
i
c
e
n
c
e
　
＆
　
E
u
r
o
P
e
a
n

In
g
e
n
u
i
t
＿
v
　
：
　
C
t
o
c
k
s
　
o
f
　
L
a
t
e
　
l
m
P
e
r
i
a
t
　
C
h
i
n
a
，
　
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
　
o
f

M
i
c
h
i
g
a
n
　
P
r
e
s
s
．
　
2
o
o
l
，
　
p
．
2
．

「大
西
洋
陪
臣
利
璃
資
謹
奏
為
貢
献
土
物
事
。
謹
以
原
携
土
物
所
有
，

天

帝
図
像
一
幅
、
天
帝
母
図
像
二
幅
、
天
帝
経
一
本
、
珍
珠
鐘
嵌

十
字
架
一
座
、
報
時
自
鳴
鐘
二
架
、
万
国
図
志
一
冊
、
西
琴
一
張

等
物
，
陳
献
御
前
」
、
利
璃
賓
『
貢
献
方
物
疏
』
。
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（5
）

（6
）

（7
）

（8
）

（9
）

（9
）

（1
）

家
人

手
持
紅
束
．
日
洋
商
送
鐘
，
請
謁
拝
寿
。
大
憲
失
色
，
悌
然

大

怒
，
日
吾
位
極
人
臣
欲
，
享
期
願
之
寿
。
他
物
倶
可
送
，
何
独

送
我
以

鐘
。
鐘
与
終
，
字
不
同
，
而
音
同
，
使
我
心
驚
肉
戦
。
是

該
商
明
仮
此
以
究
我
也
，
情
殊
可
恨
。

即
令
人

將
鐘
携
至
大
堂
，
用
鉄
杵
拝
撃
砕
。
将
商
発
県
訊
問
，
亦

不
排
宴
享
客
　
。
洋
商
挽
人
求
饒
．
不
准
。
是
商
欲
以
鐘
而
見
長
．

今
反
以
鐘
而
買
禍
．

新
居

洋
子
『
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
普
遍
の
帝
国
－
在
華
宣
教
師
に

よ
る
文
明
の
翻
訳
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
。

イ
エ
ズ
ス
会
が
世
界
各
地
で
展
開
し
た
宣
教
活
動
を
「
適
応
」
と

い

う
観
点
か
ら
問
い
直
し
た
最
新
成
果
と
し
て
、
齋
藤
晃
編
『
宣

教

と
適
応
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
近
世
ー
』
（
名
古
屋
大

学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

マ

ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
（
川
名
公
平
訳
・
矢
沢
利
彦
訳
注
）
『
中
国

キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
第
一
巻
、
］
九
八
三
年
。
な
お
、
お
そ
ら

v
r
天
主
」
な
る
語
の
音
お
よ
び
意
味
が
、
「
デ
ウ
ス
」
と
合
っ
て

い

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

F吾
天
主
，
乃
古
教
書
所
称
上
帝
也
」
、
利
璃
資
（
リ
ッ
チ
）
口
述
・

徐
光
啓
筆
受
『
天
主
実
義
』
上
巻
、
第
二
篇
「
解
繹
世
人
錯
認
天

主
」
。

「今
所
為
奉
敬
天
地
．
多
是
拝
宮
槻
之
類
也
。
智
者
乃
能
推
見
至
隠
，

視
此
天
地
高
広
之
形
，
而
遂
知
有
天
主
主
宰
其
間
。
故
粛
心
持
志
，

（1
）

（1
3
）

（1
4
）

（1
5
）

以

尊
無
形
之
先
天
，
執
指
弦
蒼
蒼
之
天
．
而
為
欽
崇
乎
」
、
『
天
主

実
義
』
第
二
巻
、
第
二
篇
「
解
釈
世
人
錯
認
天
主
」
。

D
a
v
i
d
　
E
．
　
M
u
n
g
e
l
l
o
，
　
C
u
r
i
o
u
s
　
L
a
n
d
：
　
J
e
s
u
i
t
　
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n

a
n
d
　
t
h
e
　
O
r
i
g
i
n
s
　
o
f
　
S
i
n
o
l
o
g
y
，
　
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
　
o
f
　
H
a
w
a
i
i
　
P
r
e
s
s
，

一
口
。。

9
P雲
゜

M
i
c
h
e
l
a
　
F
o
n
t
a
n
a
，
　
M
a
t
t
e
o
　
R
i
c
c
i
；
　
A
　
］
e
s
u
i
t
　
i
n
　
t
h
e
　
M
i
n
g

C
o
u
r
t
．
　
R
o
w
m
a
n
　
a
n
d
　
L
i
t
t
l
e
f
i
e
l
d
　
P
u
b
l
i
s
h
e
r
s
°
　
2
0
1
1
，
　
p
2
7
8
．

R
o
n
n
i
e
　
P
o
－
c
h
i
a
　
H
s
i
a
，
　
A
　
J
e
：
u
i
t
　
i
n
　
t
h
e
　
F
o
r
b
i
d
d
e
n
　
C
i
t
．
v
　
；

M
a
t
t
e
o
　
R
i
c
c
i
　
l
5
5
2
－
l
6
1
0
．
　
0
x
f
o
r
d
　
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
　
P
r
e
s
s
、
　
2
0
1
2
°

p
p
．
2
4
8
－
2
5
ρ
ま
た
徐
光
啓
が
入
信
し
た
動
機
や
、
そ
こ
に
至
る
ま

で

の

過
程
に
つ
い
　
t
s
’
　
±
1
　
N
i
c
o
l
a
s
　
S
t
a
n
d
a
e
r
t
．
　
“
X
u
　
G
u
a
n
g
q
i
’
s

C
o
n
v
e
r
s
i
o
n
　
a
s
　
a
　
M
u
l
t
i
f
a
c
e
t
e
d
　
P
r
o
c
e
s
s
”
，
　
C
a
t
h
e
r
i
n
e
　
J
a
m
i
，

P
e
t
e
r
　
M
．
　
E
n
g
e
l
f
r
i
e
t
’
　
G
r
e
g
o
r
y
　
B
l
u
e
　
e
d
s
．
；
　
S
t
a
t
e
c
r
a
f
t
　
a
e
i
d

I
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
　
R
e
n
e
w
a
l
　
i
n
　
L
a
t
e
　
M
i
n
g
　
C
h
i
n
a
：
　
T
h
e
　
C
r
o
s
s
－

C
t
d
t
s
c
r
a
l
　
S
．
v
n
t
h
e
s
i
s
　
o
f
　
X
t
t
　
G
t
t
a
n
g
q
i
　
（
l
5
，
6
2
－
l
6
3
3
）
’
　
B
r
≡
’

2o
o
l
に
詳
し
い
o

原
語
の
「
昭
事
」
と
は
伝
統
的
な
儒
教
用
語
で
’
上
帝
に
仕
え
る

こ
と
を
指
す
が
、
明
清
時
代
の
天
主
教
信
者
の
あ
い
だ
で
は
天
主

に
仕
え
る
こ
と
を
指
す
の
に
も
、
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
詳
し
く
は

祝
t
i
l
　
F
通
貫
天
学
、
医
学
与
儒
学
　
王
宏
翰
与
明
清
之
際
中
西

医
学
的
交
会
」
、
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
七
o

本
第
一
分
、
一
九
九
九
年
を
参
照
の
こ
と
。
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（
1
6
）
自
是
四
方
人
士
．
無
不
知
有
利
先
生
者
．
諸
博
雅
名
流
．
亦
無
不

　
　

延
頸
願
望
見
焉
。
…
…
蓋
其
学
無
所
不
閾
，
而
其
大
者
以
帰
誠
上

　
　

帝
，
乾
乾
昭
事
為
宗
。

（
1
7
）
　
J
e
a
n
　
B
a
p
t
i
s
t
e
　
d
u
　
H
a
l
d
e
，
　
D
e
s
c
r
i
P
t
i
o
n
　
g
e
o
g
r
a
P
h
i
q
u
e
，

　
　
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
，
　
c
h
r
o
n
o
i
o
g
i
q
u
e
，
　
P
o
t
i
t
i
q
t
t
e
　
e
t
　
P
h
y
s
i
q
t
t
e
　
d
e

　
　
l
’
E
m
P
i
r
e
　
d
e
　
i
a
　
C
h
i
n
e
　
e
t
　
d
e
　
l
a
　
T
a
r
t
a
r
i
e
　
c
h
i
n
o
i
s
e
，
　
T
o
m
e
　
3
，

　
　
P
．
G
．
　
I
e
　
M
e
r
c
i
e
r
，
　
1
7
3
5
．

（1
8
）
　
L
i
o
n
e
l
　
G
i
l
e
s
，
　
“
T
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
　
f
r
o
m
　
t
h
e
　
C
h
i
n
e
s
e
　
M
a
p
　
o
f

　
　

F
a
t
h
e
r
　
R
i
c
c
i
”
，
　
G
e
o
g
r
a
P
h
i
c
a
S
　
J
o
u
r
n
a
l
，
　
V
o
l
．
　
5
2
，
　
N
ρ
6
，
　
1
9
1
8
．

（
1
9
）
明
清
時
代
の
士
大
夫
の
著
作
に
お
け
る
リ
ッ
チ
世
界
地
図
の
利
用

　
　

に
つ
い
て
は
、
鮎
沢
信
太
郎
「
月
令
広
義
所
載
の
山
海
輿
地
全
図

　
　

と
其
の
系
統
」
、
『
地
理
学
評
論
』
第
一
二
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三

　
　

六
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
0
）
西
村
玲
『
近
世
仏
教
論
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年
、
＝
一
頁
。

（
2
1
）
岡
本
さ
え
『
イ
エ
ズ
ス
会
と
中
国
知
識
人
』
山
川
出
版
社
、
二
〇

　
　

o
八
年
、
六
三
頁
。
ま
た
前
掲
書
、
西
村
玲
『
近
世
仏
教
論
』
一

　
　

＝
二
～
一
二
一
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
前
掲
書
、
岡
本
さ
え
『
イ
エ
ズ
ス
会
と
中
国
知
識
人
』
五
七
頁
。

　
　

ま
た
虞
淳
煕
は
儒
教
、
道
教
、
仏
教
の
三
教
に
深
く
親
し
ん
だ
士

　
　

大
夫
で

あ
り
、
と
く
に
仏
教
は
幼
少
か
ら
熱
心
に
学
び
、
株
宏
か

　
　

ら
五
戒
を
受
け
て
帰
依
す
る
な
ど
終
身
修
行
に
励
ん
だ
と
さ
れ
る
。

　
　

詳
し
く
は
呂
妙
芽
『
孝
治
天
下
二
孝
経
』
与
近
世
中
国
的
政
治
与

（2
3
）

（2
）

（2
）

（2
）

文
化
』
、
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
1
1
0
　
1
　
1
年
、
＝
二
一
二
～
＝
二
六

頁
を
参
照
の
こ
と
。

沈
潅
は
、
宣
教
師
が
祖
先
祭
祀
の
否
定
な
ど
の
教
え
を
説
い
て
人

心
を
乱
し
、
各
地
方
で
金
銭
を
配
っ
て
人
々
を
誘
惑
し
て
い
る
な

ど
と
批
判
し
、
取
り
締
ま
り
を
訴
え
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て

天
主
教
に

対

す
る
最
初
の
大
規
模
な
弾
圧
事
件
、
す
な
わ
ち
南

京
教
案
が
起
こ
っ
た
。
新
居
洋
子
＝
六
～
一
八
世
紀
の
カ
ト
リ
ッ

ク
宣
教
師
　
　
中
国
国
内
に
生
き
た
西
洋
人
た
ち
」
、
岡
本
隆
司
・

箱
田
恵
子
編
『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
近
代
中
国
外
交
史
－
明
清
交
替

か

ら
満
洲
事
変
ま
で
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
四
一

～
四
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

F其
窺
吾
儒
事
天
之
旨
，
以
為
天
主
即
吾
中
國
所
奉
上
帝
」
、
徐
昌

治
訂
『
明
朝
破
邪
宗
』
巻
第
三
・
蒋
徳
環
「
破
邪
集
序
」
。

陳
受
願
「
三
百
年
前
的
建
立
孔
教
論
　
　
戯
王
啓
元
的
清
署
経
談
」
、

陳
受
願
『
中
欧
文
化
交
流
史
事
論
叢
』
憂
湾
商
務
印
書
館
（
初
版

は

『中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
六
本
第
二
分
、
一

九
三
六
年
所
収
）
、
五
七
頁
。

陳
受
願
に
よ
れ
ば
、
王
啓
元
が
天
主
教
の
組
織
お
よ
び
教
義
を
用

い

て

天

主
教
に
対
抗
す
る
こ
と
を
構
想
し
、
す
な
わ
ち
孔
子
が
剛

定
し
、
あ
る
い
は
自
ら
著
し
た
儒
教
の
経
書
を
聖
書
の
よ
う
に
、

ま
た
明
朝
皇
帝
を
教
皇
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
提
唱
し
、

儒
教
の

「
神
道
化
」
を
は
か
っ
た
の
だ
と
す
る
。
前
掲
論
文
、
陳
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（2
7
）

（四
）

（2
9
）

（3
）

（3
1
）

受
願
コ
ニ
百
年
前
的
建
立
孔
教
論
　
　
践
王
啓
元
的
清
署
経
談
」
。

「
洪
惟
我
太
祖
高
皇
帝
，
初
閣
天
下
，
定
庫
序
郷
会
之
制
．
尽
瓢
二

氏

百
家
，
専
尊
孔
子
。
皇
皇
乎
大
聖
人
之
制
，
真
可
謂
度
越
漢
唐

宋
，
直
接
二
帝
三
王
，
有
万
世
之
大
功
　
。
：
…
・
何
近
世
以
來
．

講
学
之

徒
乃

有
張
大
仏
氏
、
斥
小
孔
子
者
，
而
西
洋
之
人
復
侶
為

天

主
之
説
，
至
使
中
国
所
素
尊
之
上
帝
亦
幾
混
而
莫
弁
。
鳴
呼
，

此
儒
者
之
過
，
亦
中
国
之
差
也
」

朱
鴻
林
「
明
太
祖
的
孔
子
崇
拝
」
、
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
三
口
研
究

所
集
刊
』
第
七
〇
本
第
二
分
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
九
五
～
四
九
六

頁
。こ

の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
論
文
、
朱
鴻
林
「
明
太
祖
的
孔
子
崇
拝
」

四

九

六

～
五
二
四
頁
を
参
照
し
た
。
な
お
孔
子
の
子
孫
に
対
し
て

は
、
漢
代
か
ら
褒
成
公
や
文
宣
公
と
い
っ
た
称
号
と
爵
位
が
与
え

ら
れ
て
い
た
が
、
北
宋
の
仁
宗
の
も
と
で
称
号
が
行
聖
公
に
改
め

ら
れ
、
清
朝
ま
で
継
承
さ
れ
た
。

前
掲
論
文
、
朱
鴻
林
「
明
太
祖
的
孔
子
崇
拝
」
五
二
三
～
五
二
四

頁
。元

初
留
京
，
本
以
受
命
先
臣
，
思
博
一
第
以
為
報
国
之
籍
。
已
而

見
前
二
家
之
書
，
籟
嘆
高
皇
帝
専
尊
孔
子
，
而
為
臣
子
者
顧
反
之
．

干
王

制
為
不
忠
，
且
士
紳
皆
調
法
孔
子
，
及
已
得
志
而
遂
惇
之
，

干
聖

門
為
不
義
。
宜
良
心
棺
有
未
沢
者
靱
掘
腕
而
不
平
也
。
元
誠

不
勝
公
憤
，
復
思
所
以
致
此
。
蓋
為
孔
子
所
以
当
尊
．
与
高
皇
帝

（3
2
）

（3
3
）

（誕
）

（3
）

所
以
専
尊
之
意
，
前
此
未
有
為
之
発
明
者
，
亦
千
古
一
閥
典
也
。

…
…
家
居
十
年
．
細
心
審
体
．
而
後
乃
知
孔
子
原
自
至
神
，
聖
経

原

自
大
備
，
人
自
求
之
弗
深
，
考
之
弗
詳
耳
。

或

日
，
子
之
論
寛
於
仏
，
而
厳
於
天
主
．
何
也
。
答
日
，
仏
之
教

難

自
以
為
尊
於
上
帝
然
上
帝
与
仏
為
二
人
，
猶
能
弁
之
也
。
天

主
自
謂
上
帝
　
，
与
中
国
者
混
而
為
一
　
。
人
将
奉
中
国
原
有
之

上

帝
耶
，
抑
奉
彼
之
天
主
耶
。
呉
楚
之
倍
王
号
．
春
秋
猶
厳
弁
之
．

而
況
混
上
帝
之
号
者
哉
。
且
仏
与
儒
争
教
，
其
兆
在
下
。
天
主
与

上

帝

争
名
，
其
兆
在
上
。
既
欲
斥
小
中
国
之
儒
宗
，
又
欲
混
清
上

帝
之
名
号
，
此
其
志
不
小
，
其
兆
亦
不
小
。

『春

秋
』
で
は
呉
や
楚
の
諸
侯
が
「
王
」
を
名
乗
っ
た
こ
と
の
非
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
周
王
を
「
天
王
」
、
諸
侯
を
「
王
」
と
区
別

し
て
記
し
た
、
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
お
よ
び
異
論
を

考
古
学
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
た
論
考
と
し
て
、
松
井
嘉
徳
「
周

王
の
称

号
－
王
・
天
子
、
あ
る
い
は
天
王
」
、
「
立
命
館
白
川
静

記

念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
巻
、
二
〇
一
二
年
が
あ

る
。或

日
，
子
之
論
儒
以
天
為
主
，
而
臣
民
第
妓
法
焉
，
是
固
二
氏
所

不
能
同
　
。
乃
滋
復
有
自
西
洋
来
者
，
称
説
以
天
主
為
宗
，
以
天

文
為
業
，
似
乎
得
天
之
全
局
者
，
得
無
出
儒
之
上
乎
。

答

日
，
不
然
。
然
此
須
以
人
身
人
事
讃
之
‘
則
同
異
是
非
自
見
　
。

蓋
儒
者
論
上
帝
，
是
天
地
開
闘
所
即
有
者
．
周
礼
所
謂
昊
天
上
帝
，
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（3
6
）

（3
7
）

（銘
）

是

也
。
如
人
有
身
即
有
心
，
乃
是
同
時
倶
有
者
。
如
道
家
之
説
則

有
生
姓
父
母
，
如
仏
家
之
説
則
天
外
有
帝
，
如
西
洋
之
説
，
則
又

是
先

有
天
地
，
数
千
年
而
後
始
有
天
主
也
。
以
人
身
例
之
，
殆
不

其
然
一
也
。
且
人
身
之
主
自
生
至
死
一
而
已
　
，
既
開
闘
時
已
有

之
‘
数
千
年
後
又
復
有
之
，
是
一
人
乎
。
是
二
人
乎
。
如
以
為
果

降
生
，
則
未
降
生
年
間
．
又
誰
為
天
之
主
乎
」

粛
清
和
「
詮
釈
与
岐
変
　
耶
豚
形
象
在
明
清
社
会
裡
的
伝
播
及
其

反
応
」
、
呉
調
興
編
『
再
　
　
解
釈
　
中
国
天
主
教
史
研
究
方
法
新

拓
展
』
、
撤
撹
、
二
〇
一
四
年
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
『
清
署
経
談
』

巻
第
十
六
・
「
聖
功
列
叙
篇
三
」
に
は
天
主
を
「
人
の
子
」
と
み
な

し
、
ゆ
え
に
上
帝
と
は
異
な
る
と
い
う
議
論
も
見
ら
れ
、
や
は
り

キ

リ
ス
ト
と
混
同
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
原
文
は
「
然

其
旨
以
天
主
即
中
国
所
謂
上
帝
，
則
未
然
　
。
天
主
亦
天
母
所
生
，

則
亦
人
之
子
耳
，
与
仏
氏
何
異
，
而
可
混
言
上
帝
耶
」
）
。

前
掲
書
、
新
居
洋
子
『
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
普
遍
の
帝
国
』
二
六
二

頁
を
参
照
の
こ
と
。

山
豆
謂
中
国
不
知
尊
上
帝
哉
。
礼
惟
天
子
得
祭
天
地
、
享
上
帝
，
而

諸
侯
以

下
不
敢
僑
越

焉
，
尊
之
何
其
至
也
。
宗
伯
之
大
礼
，
三
首

以
事
天
為
主
，
而
事
天
又
以
事
昊
天
為
極
。
故
中
庸
日
，
郊
社
之

礼
，
所
以
事
上
帝
也
。
夫
人
道
莫
尊
於
天
子
，
而
天
子
之
礼
莫
大

於
郊
社
，
尊
之
何
其
至
也
。
且
天
道
有
全
局
，
惟
王
制
得
而
用
之
o

…
－
個
人
人
皆
得
祭
祀
，
人
人
皆
得
借
用
，
則
天
子
之
名
分
既
無

（3
9
）

（4
0
）

（4
）

所
別
而
上
帝
之
至
尊
，
人
皆
得
以
妄
干
之
　
。

前
掲
書
、
岡
本
さ
え
『
イ
エ
ズ
ス
会
と
中
国
知
識
人
』
六
三
頁
を

参
照
の
こ
と
。

山
豆
以
中
国
為
不
知
天
道
哉
。
任
義
聲
和
，
治
暦
明
時
．
稽
磯
玉
衡
，

以

齊
七
政
，
自
尭
舜
以
来
固
然
　
。
即
有
歳
差
不
同
，
不
過
後
人

一
救
正

耳
。
天
文
非
尽
失
也
，
又
測
以
土
圭
，
定
以
日
表
．
天
地

之
所
合
，
風
雨
之
所
会
，
陰
陽
之
所
和
，
地
中
固
在
中
国
　
。

世
之

護
聖

教

者
，
不
過
日
彼
所
言
者
人
事
耳
，
干
神
道
弗
与
焉
。

夫
論
語
謂
子
不
語
神
是
　
，
乃
易
伝
中
言
神
不
一
而
足
．
不
知
神

而
顧
言
神
以
為
誇
乎
。
他
書
所
載
前
知
之
事
，
錐
儒
者
不
道
．
然

孔

子
之
既
神
，
亦
略
可
讃
　
。
矧
孔
子
為
万
世
之
師
，
正
有
不
専

以

神
者
．
惟
以
神
道
為
蔵
用
，
而
以
人
道
為
顕
任
，
聖
徳
干
是
称

大
成
耳
。
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