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道
教
研
究
者
で
あ
る
姜
生
氏
の
著
書
が
上
梓
さ
れ
た
。
構
成
は
以
下

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

緒
論　

漢
帝
国
的
信
仰
結
構

　

上
篇　
“
煉
形
之
宮
”：
漢
墓
的
時
空
・
神
祇
和
仙
譜

　
　

第
一
章　

漢
墓
時
空
考	　

　
　

第
二
章　

漢
代
神
祇
考		

　
　

　
　

第
三
章　

漢
代
仙
譜
考

　

下
篇　
“
太
陰
煉
形
”：
漢
鬼
的
尸
解
成
仙
儀
軌

　
　

第
四
章　
“
陰
陽
不
死
”：
西
漢
“
道
者
”
的
尸
解
仙
術	

　
　

第
五
章　

神
薬
与
天
厨
：
漢
墓
的
煉
度
科
儀

　
　

第
六
章　

受
道
書
朝
王
母
：
漢
画
孔
子
拝
老
子
所
見
的
昇
仙
儀
軌

　

結
論　

漢
伝
統
的
形
成

道
教
的
観
点
か
ら

漢
墓
と
そ
の
画
像
を
読
み
解
く

菅
野　

恵
美

Book Review

24.6× 22.6cm　590頁
科学出版社
［本体 11,440円 +税］

　

緒
論
で
著
者
は
本
書
の
目
的
に
つ
い
て
、前
漢
後
期
（
前
漢
武
帝
以
降
）

か
ら
後
漢
後
期
ま
で
の
三
〇
〇
年
間
に
近
い
宗
教
史
を
検
討
す
る
と
述

べ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
宗
教
史
は
、
儒
を
主
と
し
て
道
家
・
神
仙

思
想
が
結
合
し
、
地
域
信
仰
が
融
合
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、

従
来
の
研
究
で
は
儒
学
と
道
家
を
分
け
て
き
た
と
批
判
す
る
。
そ
し
て

そ
の
原
因
は
、こ
の
時
代
の
宗
教
史
を
語
る
文
献
が
無
い
こ
と
だ
と
し
、

資
料
の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
、「
漢
画
」（
本
書
で
の
、
漢
代
の
画
像

資
料
の
総
称
）
を
使
用
す
る
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
著
者
の
説
明
は
と
も
か
く
、
実
際
に
本
書
を
読
ん
で

み
る
と
、
本
書
が
道
教
文
献
を
用
い
て
漢
画
を
解
釈
し
、
ま
た
漢
画
か

ら
原
始
道
教
の
漢
代
の
姿
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
、
と
説
明
し
た
ほ
う

が
実
際
に
近
い
だ
ろ
う
。

　

本
書
で
は
独
特
な
用
語
が
使
わ
れ
る
。
先
ず
題
名
と
も
な
っ
て
い
る

姜
生
著

漢
帝
国
的
遺
産
：
漢
鬼
考
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「
漢
鬼
」
に
つ
い
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
鬼
」（
帰
）は
人

が
死
後
帰
郷
す
る
よ
う
に
人
が
最
終
的
に
至
る
状
態
で
、
ま
た
漢
代
に

は
「
鬼
」
が
不
死
の
仙
人
に
変
化
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。

よ
っ
て
漢
墓
は
新
た
な
生
命
が
鋳
造
さ
れ
る
場
所
で
、
儀
式
の
た
め
の

建
物
で
あ
り
、
死
者
が
「
尸
解
」
の
変
換
過
程
を
通
じ
て
仙
人
へ
と
変

化
し
、
生
命
に
回
帰
す
る
の
を
誘
う
役
割
を
持
つ
と
い
う
。
故
に
漢
代

の
「
鬼
」
と
は
、
死
と
い
う
人
生
の
終
局
状
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
漢

墓
に
よ
っ
て
仙
人
へ
変
化
す
る
始
ま
り
も
意
味
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り

本
書
の「
漢
鬼
」と
は
生
命
回
帰
の
途
上
に
あ
る「
鬼
」で
あ
る
と
い
う
。

　

尸
解
信
仰
も
本
書
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
著
者
は
漢
墓
が

「
尸
解
」
を
全
う
さ
せ
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
と
見
る
。
後
代
の
道
教

的
解
釈
で
は
、
尸
解
は
遺
体
を
残
さ
ず
に
飛
翔
昇
仙
し
て
、
た
だ
衣
類

や
靴
・
刀
な
ど
物
を
亡
骸
と
し
て
残
し
て
い
く
こ
と
を
指
し
、
死
が
免

れ
な
い
古
代
で
は
尸
解
信
仰
は
支
持
さ
れ
た
。

　

こ
の
尸
解
信
仰
の
も
と
に「
太
陰
煉
形
」信
仰
が
生
じ
る
。
こ
の「
太

陰
煉
形
」
信
仰
と
は
、
文
脈
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
死
後
に
地
下

世
界
で
修
錬
し
成
仙
す
る
と
い
う
信
仰
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
第
一

章
に
お
い
て
、
漢
墓
を
「
煉
形
之
宮
」
と
称
し
、
後
代
の
丹
炉
が
数

千
年
も
の
時
間
を
凝
縮
し
て
一
日
で
丹
を
生
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
漢
墓
に
は
昇
仙
の
た
め
の
道
教
儀
式
の
場
面
が
描
か
れ
、

死
者
を
、
時
空
を
超
え
て
一
挙
に
成
仙
さ
せ
得
る
機
能
が
あ
っ
た
と

説
明
し
て
い
る
。

　

著
者
は
上
述
の
漢
代
尸
解
信
仰
の
発
露
と
し
て
漢
墓
と
漢
画
を
見
て

お
り
、
次
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
。
漢
墓
の
装
飾
に
対
し
て
は
、
漢
画

を
社
会
的
理
解
の
材
料
と
す
る
の
で
は
な
く
宗
教
的
理
解
か
ら
考
察
す

べ
き
で
、
漢
画
は
漢
代
の
思
想
・
信
仰
の
第
一
次
資
料
と
し
て
正
確
性

が
高
い
。
そ
し
て
漢
画
と
原
始
道
教
（
本
書
で
は
「
早
期
道
教
」
と
呼
ぶ
）

は
相
互
に
解
釈
で
き
、
連
続
し
た
関
係
で
あ
る
た
め
、
原
始
道
教
の
経

典
が
重
要
な
資
料
と
な
る
、と
。
そ
し
て
こ
の
重
要
性
に
も
関
わ
ら
ず
、

漢
画
と
原
始
道
教
の
関
係
は
ま
だ
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
。

　

以
上
、
緒
論
か
ら
重
要
な
著
者
の
視
点
や
用
語
に
つ
い
て
簡
単
に
説

明
を
し
た
。
以
下
、
各
章
の
内
容
を
簡
略
に
紹
介
し
つ
つ
、
筆
者
が
気

に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
適
宜
批
評
を
加
え
て
み
た
い
。

■
上
篇　

 

“
煉
形
之
宮
”：
漢
墓
的
時
空
・
神
祇
和
仙
譜

第
一
章 

漢
墓
時
空
考

　

上
述
の
よ
う
に
著
者
は
漢
墓
を
死
者
が
仙
人
と
な
る
た
め
の
空
間
と

見
る
。
こ
の
思
想
背
景
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
前
漢
後
期

か
ら
後
漢
の
人
々
は
、
あ
る
種
の
秘
術
で
身
体
を
修
錬
す
る
こ
と
で
仙

人
と
な
り
不
死
を
得
ら
れ
る
と
信
じ
た
。
尸
解
信
仰
の
流
行
の
も
と
、

人
々
は
そ
の
可
能
性
を
死
後
に
託
し
た
た
め
、
仙
人
を
錬
成
す
る
一
種

の
「
転
換
器
」
の
よ
う
な
特
殊
な
空
間
が
必
要
と
な
っ
た
。
漢
墓
は
ま
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さ
に
こ
の
よ
う
な
空
間
で
、
漢
画
は
漢
墓
が
「
生
命
転
換
器
」
と
し
て

の
機
能
を
暗
示
し
境
界
設
定
を
行
う
よ
う
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す

と
す
る
。
よ
っ
て
本
章
で
は
著
者
の
独
特
な
漢
墓
に
対
す
る
見
解
を
証

明
す
べ
く
、
墓
室
が
不
死
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
画
像
解

釈
論
が
展
開
す
る
。

　

先
ず
神
仙
が
六
博
で
遊
ぶ
図
に
つ
い
て
、
著
者
は
こ
れ
を
漢
墓
が
生

命
転
換
器
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
記
号
と
見
る
。
囲
碁
や
す
ご
ろ
く

の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
が
仙
界
と
繫
が
る
と
指
摘
し
、
ま
た
西
王
母
と
六
博

が
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
も
降
神
や
霊
に
通
じ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
銅

鏡
の
六
博
の
紋
様
と
銘
文
と
の
検
討
に
よ
っ
て
も
、
六
博
の
棋
盤
は
大

神
の
統
治
す
る
宇
宙
が
凝
縮
さ
れ
た
小
宇
宙
を
示
す
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
神
仙
が
六
博
な
ど
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
情
景
は
、
墓
室
が
仙
人

の
洞
窟
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
ま
た
仙
人
の
洞
窟
は
「
煉
形
之
宮
」

を
表
象
す
る
と
す
る
。『
真
誥
』
に
は
百
年
・
千
年
を
か
け
て
「
至
忠

至
孝
」
や
「
上
聖
之
徳
」
の
人
が
仙
人
の
位
階
を
昇
っ
て
い
く
こ
と
が

記
載
さ
れ
る
が
、洞
窟
で
は
時
間
の
制
限
を
受
け
ず
に
「
煉
形
の
過
程
」

を
歩
む
こ
と
を
表
現
す
る
と
論
じ
る
。

　

次
に
『
山
海
経
』
に
描
か
れ
る
「
穿
胸
国
」「
羽
民
国
」「
軒
轅
之
国
」

の
鬼
神
を
山
東
省
出
土
の
画
像
石
中
に
見
出
す
こ
と
で
、
描
か
れ
た
世

界
が
仙
界
で
あ
る
と
論
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
像
解
釈
か
ら
、
墓
室
は

死
者
が
仙
人
へ
と
変
化
す
る
空
間
で
あ
る
と
著
者
は
説
く
。

　

考
察
対
象
は
紋
様
に
も
及
ぶ
。『
太
平
経
』
に
お
け
る
大
地
認
識
の

論
理
か
ら
孝
堂
山
の
紋
様
帯
を
解
釈
し
、
大
地
が
水
・
土
・
石
の
三

要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
著
者
は
斜
線
紋
を
土
に

比
定
し
、
菱
形
を
石
、
五
銖
銭
を
泉
の
表
象
だ
と
論
じ
る
。
つ
ま
り

紋
様
帯
は
大
地
の
断
面
で
あ
り
、
画
像
に
描
か
れ
る
世
界
が
九
泉
の

下
に
あ
る
冥
界
で
あ
る
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
石
を
示
す
と
す

る
菱
形
紋
か
ら
山
（
山
石
）へ
と
表
象
を
結
び
つ
け
、
描
か
れ
る
場
は

「
六
天
鬼
神
之
宮
」
が
あ
る
「
羅
酆
山
（
酆
山
）」（『
真
誥
』）
で
あ
る
と

論
を
展
開
す
る
。

　

以
下
に
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
。
著
者
は
山
東
滕
県
西
戸
口
の
画

像
石
に
描
か
れ
た
人
々
の
顔
が
長
い
こ
と
を
理
由
に
、
海
外
南
経
の

「
羽
民
国
」
の
神
々
の
「
長
頰
」
と
い
う
描
写
と
結
び
つ
け
、
彼
ら
を

羽
民
国
の
人
々
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
「
長
頰
」
を
著
者
は

死
者
が
仙
人
へ
変
化
（「
易
貌
」）
す
る
過
程
だ
と
も
説
明
す
る
。
し
か

し
、
こ
の
容
貌
は
山
東
滕
県
（
現
在
の
滕
州
市
）
一
帯
出
土
の
画
像
石

に
特
有
の
人
物
造
形
で
あ
り
、
画
像
内
容
な
ど
よ
く
見
ら
れ
る
題
材

で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
人
物
の
容
貌
を
特
別
視
す
る
こ
と
は
難
し

い
だ
ろ
う
。
更
に
、
著
者
は
研
究
史
上
「
胡
」（
匈
奴
）
と
さ
れ
る
人

物
図
像
群
に
つ
い
て
、
こ
の
突
き
出
た
鼻
で
さ
え
も
仙
人
と
な
る
途

中
の
容
貌
の
変
化
だ
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
研
究
史
の
点
か
ら
見

て
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
他
に
、
著
者
は
漢
墓
が
「
煉
形
之
宮
」
で
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あ
っ
た
証
左
と
し
て
、
崖
墓
と
石
棺
が
好
ま
れ
た
と
す
る
が
、
こ
れ

ら
の
設
備
は
時
代
と
地
理
条
件
が
限
定
さ
れ
る
た
め
に
普
遍
化
で
き

ず
、
洞
窟
信
仰
の
み
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
面
が
あ
る
。

第
二
章　

漢
代
神
祇
考

　

本
章
で
は
主
に
西
王
母
と
そ
の
眷
属
に
つ
い
て
画
像
中
の
鬼
神
を
比

定
し
、
死
者
が
死
か
ら
昇
仙
す
る
ま
で
の
過
程
を
論
じ
る
。
西
王
母
図

像
が
後
漢
中
後
期
に
東
王
公
図
像
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
、
東
王
公
以
前
に
は
、
一
部
の
地
域
で
風
伯
が
西
王
母
と
対
置
さ
れ

る
鬼
神
で
あ
っ
た
こ
と
は
研
究
史
で
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
、

著
者
は
さ
ら
に
風
伯
図
以
前
の
図
像
と
し
て
、
一
部
の
地
域
で
は
子
路

が
西
王
母
に
対
置
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
ま
た
こ
れ
に

よ
っ
て
、
子
路
の
頭
上
に
描
か
れ
る
鶏
が
西
王
母
の
頭
上
の
付
属
物
へ

と
転
換
し
た
と
指
摘
し
、
新
た
に
複
数
の
西
王
母
図
を
判
別
し
見
出
す
。

　

図
像
比
定
は
西
王
母
の
眷
属
と
し
て
描
か
れ
る
鳥
頭
の
神
人
と
牛
頭

の
神
人
に
も
及
ぶ
。先
ず
著
者
は
、両
漢
期
に
老
子
信
仰
が
高
ま
り
、「
老

君
」
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
た
た
め
、
後
漢
末
に
は
老
君
像
が
あ
っ
た

は
ず
だ
と
問
題
提
起
す
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
西
王
母
の
眷
属
と

し
て
描
か
れ
る
「
鳥
喙
」
の
神
人
（
鳥
頭
人
身
の
神
）
が
老
君
像
だ
と

論
じ
る
。

　

次
に
牛
頭
の
神
人
に
つ
い
て
は
、
天
下
の
鬼
神
の
主
（「
北
羅
酆
之
聖
」

や
「
酆
都
大
帝
」
と
呼
ば
れ
る
神
）
で
あ
り
牛
首
と
さ
れ
た
炎
帝
神
農
氏

で
あ
ろ
う
と
論
じ
る
。
論
証
に
お
い
て
決
め
手
と
な
る
の
は
山
東
費
県

潘
家
疃
墓
の
角
の
あ
る
神
人
像
で
あ
る
。
こ
の
榜
題
の
釈
文
を
著
者
自

ら
行
い
、「
此
下
鬼
帝
／
奇
相
也
／
戴
日
抱
月
／
此
上
下
皆
堯
／
先
聖

人
也
」
と
し
た
。
こ
の
釈
文
に
拠
る
な
ら
ば
、
こ
の
日
を
抱
え
月
を
頭

上
に
載
せ
る
有
角
の
神
は
、
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
鬼
帝
で
炎
帝
神

農
氏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

著
者
は
西
王
母
の
眷
属
で
あ
る
老
君
と
炎
帝
の
職
掌
を
道
教
文
献
か

ら
導
き
、「
六
天
宮
」
と
い
う
各
天
宮
で
、
死
者
が
天
に
昇
る
か
鬼
界

に
下
る
か
を
裁
く
役
割
を
持
つ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
原
始
道
教
文
献

と
墓
葬
装
飾
よ
り
、
死
者
が
死
か
ら
昇
仙
す
る
ま
で
の
過
程
を
次
の
よ

う
に
想
定
す
る
。（
1
）
冥
界
に
入
る
：
炎
帝
が
司
る
（
こ
こ
で
は
死
者

は
煉
形
過
程
を
経
る
）、（
2
）
道
書
を
受
け
る
：
老
君
が
司
る
、（
3
）

神
薬
を
得
る
：
西
王
母
が
司
る
（
こ
こ
で
死
者
は
昇
天
す
る
）。

　

以
下
に
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
。
著
者
の
図
像
比
定
は
如
何
様
に
も

反
論
で
き
る
の
だ
が
、
西
王
母
の
眷
属
に
つ
い
て
道
教
的
観
点
で
考
察

し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
無
い
。
ま
た
、
著
者
が
積
極
的
に
榜
題
の
釈

文
を
行
い
鬼
神
を
特
定
し
た
点
は
、
画
像
内
容
の
解
釈
に
大
き
な
飛
躍

を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
ま
た
、
子
路
と
の
関
係
か
ら
新
た
な
西
王
母
図

像
を
見
出
し
た
点
も
、
今
後
参
照
す
べ
き
説
で
あ
る
。
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第
三
章　

漢
代
仙
譜
考

　

本
章
で
著
者
は
問
題
提
起
し
、『
列
仙
伝
』
の
形
成
以
前
、
そ
れ
に

連
な
る
仙
譜
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
想
定
す
る
。
そ
し
て
漢
代
の
仙
譜
に

該
当
す
る
の
は
墓
葬
装
飾
の
歴
史
故
事
図
や
列
女
図
で
あ
り
、
実
は
全

体
と
し
て
漢
代
の
仙
鬼
体
系
を
示
す
の
だ
と
論
じ
る
。

　

漢
画
か
ら
漢
代
仙
鬼
の
系
譜
を
読
み
取
る
作
業
と
し
て
、
著
者
は
武

梁
祠
堂
画
像
石
を
中
心
に
分
析
を
進
め
る
。
例
え
ば
西
壁
上
層
画
像
中

の
夏
の
「
桀
」
が
聖
王
と
と
も
に
描
か
れ
た
理
由
を
、
桀
は
怪
力
の
持

ち
主
と
知
ら
れ
た
た
め
、
古
代
の
「
勇
力
」
重
視
に
よ
っ
て
帝
王
図
に

入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
。
時
代
の
異
な
る
歴
史
上
の
人
物
が
一
つ
の

画
面
に
混
在
す
る
矛
盾
も
、
階
級
序
列
の
あ
る
仙
鬼
体
系
が
示
さ
れ
て

い
る
た
め
だ
と
指
摘
す
る
。

　

歴
史
故
事
図
な
ど
の
人
物
図
が
描
か
れ
る
の
は
、
装
飾
や
記
念
す
る

た
め
で
は
な
く
、
彼
ら
と
同
様
に
死
者
も
神
仙
世
界
に
進
ん
で
仙
籍
に

つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
す
る
。
歴
史
上
の
人
物

に
は
、
死
者
が
死
後
の
世
界
で
仙
品
を
獲
得
し
て
登
記
さ
れ
る
こ
と
を

象
徴
す
る
よ
う
な
、
宗
教
的
役
割
が
与
え
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

　

漢
画
中
の
仙
譜
が
後
代
失
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
著
者
は
、
魏
晋
に

信
仰
上
の
性
質
が
変
化
し
た
こ
と
で
、
古
い
信
仰
へ
の
批
判
が
起
こ
り

「
清
整
」
さ
れ
た
た
め
と
し
、
漢
墓
に
の
み
漢
代
の
仙
譜
が
残
る
結
果

と
な
っ
た
と
説
明
す
る
。
こ
の
信
仰
の
変
化
と
は
、
後
漢
ま
で
は
、
漢

代
の
道
徳
倫
理
に
よ
っ
て
死
後
に
昇
仙
す
る
と
信
仰
さ
れ
て
い
た
が
、

魏
晋
以
降
、
鬼
神
を
頼
ら
ず
に
錬
丹
術
な
ど
修
錬
す
る
こ
と
で
成
仙
す

る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。

　

以
下
に
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
。
先
ず
武
梁
祠
堂
の
桀
の
解
釈
に
つ

い
て
だ
が
、
桀
の
背
後
に
は
女
性
が
描
か
れ
る
た
め
、
や
は
り
勇
力
の

象
徴
と
評
価
さ
れ
て
桀
が
描
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。
ま
た

著
者
は
、
描
か
れ
た
歴
史
上
の
人
物
す
べ
て
が
漢
代
の
仙
譜
で
あ
り
、

仙
鬼
体
系
を
示
す
と
前
提
し
て
い
る
た
め
、
論
証
過
程
に
し
ば
し
ば
牽

強
さ
が
生
じ
て
い
る
。
漢
画
に
見
ら
れ
る
か
ら
漢
代
の
神
仙
体
系
に
入

れ
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
、
と
す
る
叙
述
が
時
折
見
え
る
。
後
漢
の
讖
緯

に
は
確
か
に
、
儒
教
的
道
徳
に
適
う
行
為
が
天
を
感
応
さ
せ
得
る
と
い

う
信
心
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
即
道
教
文
献
に
見
え
る
昇
仙
と

結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。武
氏
祠
堂
画
像
石
の
列
士
・

列
女
・
孝
子
図
と
讖
緯
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
で
漢
人
の
信
心
に
つ
い

て
述
べ
た
も
の
に
は
佐
原
康
夫
氏
の
論
考
が
あ
り
、
参
照
す
べ
き
だ
ろ

う（
１
）。
後
漢
の
天
の
感
応
と
、
魏
晋
以
降
の
昇
仙
と
の
間
に
は
、
ま
だ
埋

め
る
べ
き
溝
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。

■
下
篇 
“
太
陰
煉
形
”：
漢
鬼
的
尸
解
成
仙
儀
軌

第
四
章　
“
陰
陽
不
死
”：
西
漢
“
道
者
”
的
尸
解
仙
術

　

こ
の
章
で
は
馬
王
堆
墓
出
土
の
帛
画
・
棺
槨
漆
画
お
よ
び
『
十
問
』
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を
総
体
的
に
分
析
し
、
普
通
の
人
間
が
昇
仙
お
よ
び
昇
天
し
得
る
と

い
う
思
想
が
漢
代
既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
馬

王
堆
3
号
墓
出
土
の
『
十
問
』
が
そ
の
昇
仙
信
仰
を
学
問
的
に
裏
付

け
る
初
め
て
の
資
料
で
あ
り
、
前
漢
前
期
黄
老
道
の
重
要
な
経
典
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

ま
ず
著
者
は
、
馬
王
堆
１
号
墓
の
Ｔ
字
形
帛
画
の
最
上
部
右
側
に
龍

と
と
も
に
描
か
れ
た
九
つ
の
赤
い
太
陽
か
ら
帛
画
全
体
の
意
味
解
明
に

着
手
す
る
。
こ
れ
ま
で
大
き
な
太
陽
と
八
つ
の
赤
い
小
円
は
十
日
神
話

で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
の
九
つ
の
円
と
齟
齬
が
あ
っ
た
。

著
者
は
こ
の
九
日
を
九
天
信
仰
の
九
日
だ
と
し
、
人
が
死
後
に
幽
冥
世

界
か
ら
離
れ
、
道
書
を
得
て
、
九
天
へ
昇
り
仙
人
と
な
る
過
程
を
示
す

と
論
じ
る
。

　

続
い
て
帛
画
の
下
段
・
中
段
の
解
釈
が
展
開
す
る
。
著
者
は
下
段
の

大
魚
と
力
士
の
上
に
支
え
ら
れ
た
世
界
を
蓬
萊
と
し
、
並
べ
ら
れ
た
鼎

や
壺
は
海
神
か
ら
得
ら
れ
た
成
仙
の
た
め
の
「
神
薬
」
を
表
現
し
、
神

薬
を
得
て
仙
人
と
成
る
こ
と
に
成
功
し
た
図
だ
と
言
う
。
更
に
そ
の
上

の
Ｔ
字
形
の
台
座
の
世
界
は
、
崑
崙
山
の
懸
圃
だ
と
し
、
神
界
の
使
者

が
墓
主
を
出
迎
え
て
道
書
を
授
け
、
西
王
母
の
玉
漿
を
捧
げ
る
と
い
う

儀
式
過
程
を
示
す
と
す
る
。
更
に
上
段
の
門
を
南
天
門
と
し
、
日
月
の

間
に
挟
ま
れ
女
媧
と
見
な
さ
れ
て
き
た
人
物
を
、
変
形
し
て
仙
人
と

な
っ
た
墓
主
と
見
る
。

　

馬
王
堆
1
号
墓
の
四
重
の
棺
槨
漆
画
へ
も
著
者
の
考
察
は
及
ぶ
。
先

行
研
究
で
は
四
重
の
棺
槨
漆
画
を
外
か
ら
内
部
へ
と
考
察
し
て
い
る

が
、
著
者
は
新
し
い
見
解
と
し
て
、
内
か
ら
外
へ
と
展
開
し
墓
主
の
死

後
の
変
遷
を
表
す
と
見
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
棺
槨
漆
画
は
帛
画
と

対
応
し
、
蓬
萊
・
崑
崙
・
九
天
そ
し
て
外
側
の
第
四
棺
は
漆
黒
で
も
っ

て
「
道
」
が
表
現
さ
れ
る
と
説
く
。
総
じ
て
、
帛
画
同
様
に
第
一
か
ら

第
四
の
棺
槨
漆
画
は
死
者
の
冥
界
（
入
冥
）
―
崑
崙
（
変
仙
）
―
九
天
（
成

神
）
と
い
う
行
程
を
示
し
、
第
四
棺
の
漆
画
は
「
大
道
と
合
」
し
「
道

と
一
に
為
る
」
終
極
的
境
地
を
意
味
し
て
い
る
と
論
じ
る
。

　

著
者
は
最
後
に
馬
王
堆
3
号
墓
出
土
の
『
十
問
』
を
考
察
す
る
。
こ

れ
よ
り
、
馬
王
堆
墓
の
時
代
す
で
に
「
有
道
の
士
」（
道
者
）
が
天
地

に
法
る
こ
と
で
陰
陽
と
と
も
に
生
き
、
昇
仙
し
て
死
な
な
い
と
い
う
思

想
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、『
十
問
』
が
出
土
し
た
こ
と

で
、
初
め
て
昇
仙
思
想
に
対
す
る
論
理
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
、

と
こ
の
資
料
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
道
者
」
と
い
う
新
し

い
宗
教
を
主
張
す
る
一
群
は
前
漢
中
期
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
る
存
在
で

あ
り
、『
十
問
』
は
こ
の
集
団
が
重
視
し
た
経
典
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ

う
と
見
る
。

　

以
上
の
考
察
よ
り
、
著
者
は
漢
代
の
最
重
要
な
死
に
対
す
る
思
想
変

化
は
、
死
後
の
昇
仙
・
昇
天
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
生
じ
た
こ

と
だ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
よ
り
漢
墓
は
死
者
の
鬼
が
死
後
の
世
界
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を
享
受
す
る
場
で
は
な
く
、
鬼
か
ら
仙
人
へ
と
変
身
す
る
道
具
と
な
っ

た
と
論
じ
る
。

　

恐
ら
く
著
者
は
信
立
祥
氏
が
主
張
す
る
先
行
研
究
で
の
見
解
を
否
定

す
べ
く
、
意
識
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
信
氏
の
見
解
は
学
界
で

定
説
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
漢
代
に
は
「
昇
天
」
思
想

は
無
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
漢
画
の
主
題
は
祠
堂
で
の
墓
主
へ
の
祭
祀

で
あ
り
、
昇
仙
の
願
望
は
有
る
が
副
次
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
、
及

び
車
馬
で
の
昇
仙
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
画
像
の

主
題
が
昇
仙
だ
と
す
る
の
は
曽
布
川
寛
氏
で
あ
り
、
著
者
も
こ
の
列
に

入
る
だ
ろ
う（

２
）。
例
え
ば
本
書
の
山
東
微
山
溝
南
石
槨
画
像
石
を
信
氏
は

葬
送
図
と
見
る
の
に
対
し
、
著
者
は
三
神
山
へ
の
昇
仙
図
と
見
る
。

第
五
章　

神
薬
与
天
厨
：
漢
墓
的
煉
度
科
儀

　

本
章
の
目
的
は
、
漢
墓
の
墓
葬
資
料
よ
り
漢
代
の
墓
葬
儀
式
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
墓
葬
装
飾
に
は
楽
器
の
演
奏
や
踊
り
、
宴
会

や
そ
の
た
め
に
台
所
で
食
事
を
準
備
す
る
様
子
な
ど
が
あ
る
程
度
形
式

化
さ
れ
て
描
か
れ
、
舞
楽
図
や
宴
飲
図
、
庖
厨
図
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
著
者
は
こ
れ
ら
も
含
め
、
全
て
の
漢
画
に
描
か
れ
る
画
像
を
死
後

の
情
景
で
あ
り
、
死
者
が
昇
仙
し
よ
う
と
す
る
過
程
を
表
現
す
る
と
説

く
。よ
っ
て
祝
賀
に
見
え
る
場
面
は
、死
者
が
神
薬
を
得
て
仙
人
と
な
っ

た
こ
と
を
示
す
と
す
る
。

　

具
体
的
に
は
山
東
済
南
無
影
山
11
号
墓
出
土
明
器
を
、『
真
誥
』
所

載
の
死
者
復
生
（「
太
陰
煉
形
」）
に
関
す
る
記
述
と
突
き
合
わ
せ
る
こ

と
で
説
明
す
る
。
明
器
で
は
、
冕
形
の
冠
を
被
っ
た
「
三
官
」
が
墓
主

の「
太
陰
煉
形
」（
復
生
）の
過
程
を
保
護
す
る
と
す
る
。
漢
晋
信
仰
で
は
、

冥
界
の
酆
都
に
は
三
官
府
が
あ
り
、
三
官
は
死
者
を
登
記
し
裁
く
六
天

宮
を
管
轄
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
明
器
に
は
他

に
壺
と
鼎
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
神
薬
」
を
象
徴
し
、
神
吏
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
明
器
に
表
現
さ
れ
た
歌
舞
は
、
死
者
が
神

薬
を
得
て
成
仙
、つ
ま
り
太
陰
煉
形
が
完
成
し
た
こ
と
を
祝
う
と
す
る
。

そ
し
て
陶
製
の
車
馬
は
「
太
一
帝
君
」
が
昇
仙
の
た
め
に
車
馬
を
迎
え

に
こ
さ
せ
た
も
の
だ
と
す
る
。

　

漢
画
中
の
庖
厨
図
に
つ
い
て
も
、
道
教
文
献
よ
り
神
仙
世
界
の
食
事

を
示
す
「
天
厨
」
だ
と
し
、道
教
に
は
昇
仙
過
程
に
お
い
て
「
貽
食
（
食

を
貽お
く

る
）」
行
程
が
あ
り
、
漢
画
に
お
い
て
も
そ
の
昇
仙
儀
式
が
あ
っ

た
は
ず
だ
と
す
る
。
画
像
に
は
題
記
に
「
天
倉
」
と
見
え
る
こ
と
も
あ

る
が
、
こ
れ
も
「
天
厨
」
同
様
、
死
者
が
天
の
食
を
受
け
る
意
味
だ
と

す
る
。

第
六
章 　

受
道
書
朝
王
母
：
漢
画
孔
子
拝
老
子
所
見
的
昇
仙
儀
軌

　

本
章
で
は
「
孔
子
拝
老
子
」
図
の
分
析
を
も
と
に
、
死
者
が
墓
内
部

で
ど
の
よ
う
な
過
程
で
昇
仙
す
る
の
か
を
考
察
す
る
。
結
論
と
し
て
、
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孔
子
拝
老
子
図
の
意
味
は
孔
子
お
よ
び
そ
の
弟
子
た
ち
が
老
子
に
拝
謁

す
る
こ
と
で
道
書
を
受
け
取
る
図
で
あ
り
、
こ
の
図
を
墓
室
に
描
く
こ

と
で
、
墓
主
は
そ
の
後
車
馬
に
乗
り
西
王
母
の
も
と
に
向
か
い
、
不
死

の
薬
を
得
て
昇
仙
を
叶
え
る
と
論
じ
る
。

　

著
者
は
、
先
ず
老
子
が
後
漢
に
神
格
化
さ
れ
て
孔
子
よ
り
も
上
位
に

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
孔
子
拝
老
子
図
が
頻
繁
に
描
か
れ

る
の
は
、
老
子
が
「
太
上
老
君
」
と
し
て
西
王
母
に
次
ぐ
高
次
の
神
格

性
を
持
ち
、
老
子
に
会
う
こ
と
は
「
道
を
得
て
書
を
授
か
る
」
こ
と
を

意
味
し
た
と
す
る
。
更
に
老
子
（
孔
子
拝
老
子
図
）
の
近
く
に
、
よ
く

西
王
母
図
像
や
西
王
母
を
暗
示
す
る
も
の
が
配
さ
れ
る
の
は
、
当
時
、

老
子
に
会
い
「
得
道
授
書
」
し
た
者
は
、
次
に
崑
崙
へ
行
き
西
王
母
に

会
い
昇
仙
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
緯
書

を
用
い
指
摘
す
る
。

　

ま
た
孔
子
拝
老
子
図
に
は
、
項こ
う
た
く橐

（
託
）
と
い
う
子
供
が
描
か
れ
る

が
、
孔
子
・
老
子
・
項
橐
の
こ
の
図
像
は
漢
代
に
物
語
と
な
っ
て
お
り
、

唐
代
に
か
け
て
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
先
行
研
究
よ
り
分
か
っ
て

い
る
。
こ
れ
よ
り
著
者
は
、
項
橐
は
神
格
化
さ
れ
、
漢
魏
晋
の
道
教

文
献
で
は
冥
界
の
「
蓬
萊
司
馬
」
の
役
職
に
あ
る
「
項
梁
城
（
あ
る
い

は
項
儀
山
）」
の
名
称
で
呼
ば
れ
た
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
東
晋
の
文

献
で
は
項
橐
の
発
言
で
孔
子
を
貶
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
項
橐
は
儒

家
を
非
難
す
る
役
割
を
持
っ
た
と
指
摘
す
る
。
著
者
は
本
文
中
で
明

言
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
、
孔
子
拝
老
子
図
は
、
老
子
（
道
家
）
を

高
め
て
孔
子
を
低
く
見
る
図
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　

こ
の
図
像
で
孔
子
の
弟
子
た
ち
は
簡
牘
を
持
っ
て
い
る
が
、
著
者

は
こ
れ
を
老
子
が
孔
子
ら
に
与
え
た
「
道
書
」
で
あ
ろ
う
と
し
、
具

体
的
に
は
「
五
千
文
」
と
も
呼
ば
れ
る
『
道
徳
経
』
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
て
い
る
。
ま
た
、
老
君
は
「
仙
籙
」
を
持
ち
、
死
者
が
仙
人
と

な
る
人
か
ど
う
か
を
判
断
し
管
理
す
る
の
が
職
掌
だ
と
し
、
老
君
か

ら
道
書
を
受
け
た
死
者
は
、
次
に
崑
崙
山
へ
行
き
西
王
母
と
謁
見
し
、

仙
薬
を
得
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
孔
子
拝
老
子
図
を
、

漢
代
の
墓
葬
儀
式
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
だ
と
結
論
付
け
る
。

　

次
に
筆
者
の
意
見
を
述
べ
た
い
。
著
者
は
、
車
馬
出
行
図
を
死
者

が
車
馬
で
老
君
に
拝
謁
し
に
行
く
こ
と
を
示
す
と
解
釈
し
、
そ
の
証

左
と
し
て
車
馬
出
行
図
と
孔
子
拝
老
子
図
が
共
に
出
現
す
る
こ
と
が

多
い
と
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
本
書
で
は
両
図
像
の
繋
が
り
が

数
量
的
に
実
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
地
域
差
も
あ
る
た
め
説
得
力
に
欠

け
る
。

　

ま
た
、
著
者
は
死
者
が
道
書
を
受
け
た
後
に
西
王
母
に
謁
見
す
る

と
論
じ
、
そ
の
証
左
と
し
て
、
山
東
東
平
後
屯
１
号
墓
の
前
室
北
壁

上
段
の
図
像
を
挙
げ
、
こ
こ
に
西
王
母
と
そ
の
侍
女
お
よ
び
死
者
が

描
か
れ
る
と
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
と
連
続
し
て
描
か
れ
る
図
像
が
梁

高
行
の
故
事
を
描
い
た
列
女
図
で
あ
る
こ
と
が
近
年
明
ら
か
と
な
っ
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た
た
め（
３
）、
著
者
が
西
王
母
と
見
な
し
た
図
像
も
列
女
図
で
あ
る
可
能

性
が
高
く
、
西
王
母
図
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
著
者
の
論

証
過
程
は
再
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

　

近
年
、
漢
代
墓
葬
装
飾
と
原
始
道
教
と
の
関
係
が
巫
鴻
氏
や
楊
愛

国
氏
な
ど
の
研
究
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る（

４
）。
ま
た
、
銅
鏡
研
究
者

の
森
下
章
司
氏
は
、
画
像
鏡
か
ら
画
像
石
の
題
材
が
解
読
で
き
る
こ

と
や
、
道
教
に
関
す
る
図
像
が
画
像
石
に
描
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
す

る（
５
）。
だ
が
、
従
来
の
墓
葬
装
飾
研
究
で
は
道
教
文
献
に
対
す
る
配
慮

が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
本
書
は
、
道
教
文
献
を
多
用
し
道

教
と
い
う
宗
教
的
観
点
を
貫
く
形
で
墓
葬
装
飾
を
総
合
的
に
解
釈
し

た
、
初
の
試
み
だ
と
言
え
、
最
大
限
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
著
者
は
本
書
で
積
極
的
に
図
像
比
定
を
行
っ
て
い
る
。
賛

否
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
墓
葬
装
飾
研
究
が
今
後
一
層
活
発
と
な
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
著
者
が
積
極
的
に
現
地
に
赴
き
、
最
新

の
資
料
を
披
露
し
て
い
る
の
も
本
書
の
魅
力
で
あ
る
。
筆
者
が
数
年

現
地
に
赴
か
な
い
間
に
、
墓
葬
装
飾
の
出
土
量
は
増
え
、
保
存
・
調

査
状
況
は
改
善
さ
れ
た
。
拓
本
や
写
真
で
は
得
ら
れ
な
い
情
報
が
実

際
の
文
物
か
ら
得
ら
れ
る
。
最
新
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
も
本

書
は
有
効
で
あ
る
。
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