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脚

本
書
は
本
邦
に
お
い
て
恐
ら
-
最
初
の
支
那
宗
教
史
と
し
て
纏
め
ら
れ

た
編
著
で
あ
-
拳
界
や

一
般
諌
者
界
に
歓
迎
さ
れ
て
よ
い
常
義
を
も
っ
て

ゐ
る
｡
た
ゞ
し
弁
言
に
云

ふ
如
-
､.
開
拓
路
上
に
あ
る
支
那
宗
教
史
の
研

究
状
況
は
繍
宗
教
の
脚
長
束
管
の
労
連
過
程
を
∴
人
の
手
で
綜
合
前
蓮
す

る
こ
と
を
凶
難
な
ら
し
め
'
数
人
の
専
門
単
著
に
よ
る
支
部
固
有
若
-
は

外
衆
の
諸
宗
教
の
分
捧
観
葉
と
い
ふ
形
を
と
ら
せ
て
ゐ
る
が
T
栗
し
己
む,'u

を
程
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
-
.
以
下
各
牽
毎
に
簡
単
な
紹
介
と
若
干
の
感

想
を
述

べ
さ
せ
て
戴
き
il
い
.

第

一
葦

支
群
古
代
宗
教
思
想

(四
四
京
)

森

二

二

樹

71L
郎

1

1

支
那
古
代
に
は
組
織
さ
れ
た
宗
教
思
想
は
求
め
強
い
が
'
諸
種
の
崇
拝

や
祭
紀
の
宗
教
的
な
孝
男
か
ら
そ
の
宋
教
忠
恕
を
導
き

だす
ナ叫
と
は
可
能

713-
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で
あ
-
'
現
賓
的
合
理
的
な
儒
教
思
想
に
もl
や
は
-
宗
教
的
な
要
素
は
見

出
さ
れ
る
と
序
し
､
つ
い
で
白
銀
現
象
に
掬
す
tQ
崇
拝
に
は
ま
づ
天
の
崇

拝
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
天
空
そ
の
も
の
の
崇
井
-
い
ふ
よ
-
ヽ

そ
こ
を
任

虜
と
す
る
親
発
紳
(聾

の
崇
拝
の
要
素
が
つ
よ
い
｡
後
に
君
ヰ
標
を
椴
搾

づ
け
る
儒
家
の
政
治
的
安
東
か
ら
天
の
有
し
た
人
格
神
の
性
質
を
除
き
宇

宙
の
理
法
と
な
し
iIIが
､
祭
天
の
儀
式
の
存
練
に
よ
-
そ
の
宗
教
的
性
質

は
余
-
は
失
ほ
れ
な
か
っ
た
o
次
に
白
月
の
崇
井
が
存
在
せ
す
星
辰
崇
拝

が

l
般
的
で
あ
っ
L
l
の
は
春
秋
戦
闘
の
多
元
的
社
命
と
農
耕
生
活
､
終
発

崇
葬
と
細
聯
あ
-
'
杜
の
崇
拝
は
集
圃
精
神
の
榛
識
た
る
意
味
を
も
ち
､

＼

級
じ
て
自
然
に
封
す
る
驚
異
で
は
た
b-
社
命
生
活

へ
の
関
心
が
こ
れ
ら
の

所
謂
日
蝕
崇
拝
を
生
ん
だ
も
の
で
､
か
～
る
宗
教
思
想
も
杜
骨
的
傑
件
か

ら
訟
明
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
O
東
に
雑
先
崇
拝
は
家
族
結
合
の
原
理
た

る
孝
が
延
長
擁
大
さ
れ
宗
族
結
合
の
基
礎
を
生
前
愛
情
で
繋
が
れ
て
ゐ
た

死
者

へ
の
崇
拝
に
求
め
た
も
の
で
あ
-
'
支
那
人
の
寮
魂
不
滅
の
欲
望
に

あ
る
程
度
の
騒
足
を
輿

へ
た
が
､
し
か
し
そ
の
本
衆
の
頻
能
は

T
氏
族
内

の
生
者
の
結
束
に
あ
-
､
民
族
結
合
の
原
理
は
か

へ
っ
て
姓
を
有
し
な
い

天
の
思
想
に
求
め
ら
れ
た
.
支
部
の
神
々
の
性
格
は
平
和
的
な
特
徴
が
あ

-
､
人
格
的
活
動
に
乏
し
-
紳
話
を
件
は
な
い
の
は
古
代
支
那
の
治
水
事

業
中
心
の
平
和
な
鮭
骨
状
態
の
反
映
で
あ
る
と
共
に
､
-そ
の
祭
杷
階
級
に

は
世
俗
的
な
君
主
や
官
僚
が
嘗
っ
た
-
い
ふ
t祭
政

一
致
の
現
象
に
-
よ
る

も
いり
で
､
支
那
り
紳
々
は
現
世
いり
た
め
に
存
☆
い
し
､水
生
の
希
胡
1
十で
逢
せ
し

め
る
資
格
を
か
い
た
こ
と
が
後
年
係
数
を
超

へ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由

で
あ
る
と
績
諭
さ
れ
て
ゐ
る
｡

･詮
的
す

べ
き
問
題
の
重
鮎
主
義
に
よ
る
配
列
､
明
快
な
登
場
'
不
確
か

.な
通
説

へ
の
批
正
に
見
ら
れ
る
良
心
的
憩
鹿
は

本
章
の
債
値
を

示
す
.

'̂.種
々
の
宗
教
史
的
事
実
の
毅
旗
過
程
で
は
な
-
改
め
聴
-
出
し
た
と
こ
ろ

の
苗
代
支
那
の
宗
教
現
象
存
在
の
敵
倉
的
理
由
に
封
し
て
追
究
が
試
み
ら

れ
て
ゐ
る
.
ト
餅
の
時
代
か
ら
洋
室
の
解
鯉
期
に
亙
る
古
代
政
令
抄
宗
教

思
想
の
よ
-
詳
し
い
論
述
は
､
儒
教
の
宗
教
的
要
素
､
支
部
古
代
の
シ
ヤ

ー

マ
_ユ
ズ
ム
に
関
す
る
詮
明
と
共
に
著
者
の
今
後
の
研
究
に
期
待
せ
ね
は

な
ら
ぬ
0

-i

第
二
軍

支

那

沸

教

史

(
一
四
入
貢
)

～

･
坂

本

巷

隆

文
賂
偶
数
史
界
は
他
の
束
洋
史
の
諸
部
門
と
か
は
つ
て
不
思
議
に
も
精

細
な
特
殊
研
究
の
歩
武
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
嘗
初
か
ら
十
指
に
あ

与
言

概
説
省
を
有
し
た
｡
そ
の
後

i
般
歴
史
拳
の
潮
流
i
,合
し
て
史
料
車

的
準
備
を
登

へ
､
か
つ
沸
教
拳
の
轟
粋
を
脆
せ
ん
と
試
み
つ
ゝ
特
に
散
財

史
方
面
の
静
間
題
が
と
-
あ
げ
ら
れ
､
ま
た

1
般
数
理
信
仰
方
面
に
も
新

構
想
を
盛
っ
た
研
究
が
な
さ
れ
､
今
や
こ
の
両
方
面
の
特
殊
研
究
の
成
績

を
綜
合
し
て
新
し
-
擢
威
あ
る
概
説
書
が
著
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
時
期
に
入
っ

た
｡
著
者
は
か
ゝ
る
支
部
沸
教
史
拳
蓉
達
の
各
期
を
通
じ
朗
著
に
し
て
影

尊
力
Jの
ろ
紙伯
動
.曾
緯
け
り乙
ノれ
て
き
た
C

4
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本
童
Tの
記
述
を
仔
細
に
注
意
す
れ
ば
撃
界
の
新
研
究
の
結
果
と
い
ふ
よ

-
は
正
に
向
ひ
っ
ゝ
あ
る
趨
勢
を
鋭
敏

に
察
知
し
て
早
-
も

一
歩
を
進
め

た
考
究
や
示
唆
が
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
感
す
る
.
序
敦
に
は
支
那
偶
数

と
は
各
種
の
時
代
民
族
径
路
に
よ
っ
て
支
部
に
博

へ
ら
れ
た
稗
迦
偽
を
ひ

と
し
-
教
組
と
仰
ぎ
威
偽
を
求
め
る
敦
で
あ
る
が
､
敦
規
や
経
典
を
異
に

し
た
複
雑
氾
乱
し
た
諸
宗
派
を
攻
邦
人
か
自
己
の
宗
教
と
し
野
鶴
上
し
て

選
樺
綜
合
受
容
し
て
成
立
せ
し
め
た
も
の
で
あ
-
､
そ
の
結
成
は
層
中
期

迄
で
あ
-
~
そ
の
後
は
外
衆
の
影
響
力
は
少
-
な
る
O
又
教
脚
の
完
成
も

宋
元
時
代
ま
で
に
行
は
れ
､
以
後
係
数
は
時
代
文
化
を
荷
塘
し
得
な
-
守

っ
た
と
運
べ
ら
れ
る
.
つ
い
で

｢
樽
衆
初
期
の
係
数
｣
と
し
て
後
漠
三
関

西
晋
時
代
を

｢
敢
闘
の
発
展
と
教
義
の
研
究
｣
と
し
て
束
晋
南
北
朝
時
代

..

の
係
数
が
詳
鮒
に
立
っ
て
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
｡
蒸
着
は
同
じ
著
者
に
成
る

支
那
係
数

〔
理
想
社
世
鼎
締
糾
史
論
匪
支
那
精
砕
〕

｢
祝
晋
件
数
の
展
開
｣

〔
史
林
二
十
四
ノ
四
〕
等
を

併
せ
看
る
こ
と
に
よ
-

そ
の
著
者
の
単
記
を

よ
-
よ
-

稚
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
-
O

つ
い
で
暗
唐
時
代
は
支
那
諸

宗
演
成
立
の
時
代
で
あ
る
と
し
､
朝
廷
の

係
数
保
護
と

係
数
界
隆
盛
の

状
況
を
述
べ
た
後
､
三
論

･
天
台

･
唯
教

･
撃
取
の
数
稗
に
つ
い
て
誕
明

-

せ
ら
れ
て
ゐ
る
.
こ
れ
ら

の緒
軟
が
外
米
係
数
の
支
那
的
展
開
で
み
る
の

に
封
し
､
女
＼邦
人
の
現
寮
の
自
己
に
つ
い
て
の
省
察
が
探
-
な
る
に
つ
れ

虞
の
意
味
で
の
文
郵
係
数

-1
卜
支
那
人
自
ら
が
い
か
に
し
て
恰
-
､
い
か

に
し
て
救
は
れ
る
か
を
蟹
錠
的
に
解
決
せ
ん
と
す
る
家
紋
が
成
立
し
た
O

即
ち
縛
宋
-
浄
土
宗
-
で
あ
-
､
こ
-
に
後
者
に
つ
い
で
は
髄
門
石
劇
を

賓
料
と
L
t
末
法
運
動
を
蹴
軌
し
っ
ゝ
郡
嬰
的
汎
紳
教
的
傾
向
の
著
し
か

っ
た
六
朝
悌
敦
が
唐
代
浄
土
教

に
お
い
て
基
督
敦
的
展
開
を
L･4
し
た
と
緯

諭
さ
れ
る
O
東
に
三
階
数
と
密
教
と
の
簡
単
な
説
明
の
後
に
､
金
牌
の
簡

由

と
し
て

｢
近
世
係
数
の
衰
微
｣
と
副
題
さ
れ
て
ゐ
る
O
禽
日
日
の
破
伴
か

ら
五
代
の
乱
世
を
ペ
て
北
安
の
係
数
は
大
打
撃
を
蒙
-
､
江
南
を
中
心
に

縛
と
天
台
と
が
栄
え
L
iが
寺
内
僧
侶
の
燭
占
係
数
と
な
る
傾
向
あ
-
､

一

方
悌
典
の
飛
語

･
印
行
t
.寺
院
恰
尼
の
畳
的
静
大
に
よ
-
傭
数
の
勢
力
は

M■

表
面
は
大
で
あ
る
が
､
空
名
慶
鑑
の
濃
密
に
よ
る
教
界
の
質
的
低
下
は
偽

敦
の
指
導
的
地
位
を
失
は
し
.め
､
子
兎
の
日
暮
宗
遊
動
の
如
き
も
邪
教
化

せ
し
め
ら
れ
備
教
革
新
の
契
糠
と
成
-
程
す
士
大
夫
階
級
に
は
排
傍
論
が

滴
渡
し
'
大
乗
俳
教
徒
も
自
己
を
否
定
し
て
沸
教
を
社
食
に
寅
現
す
る
努

力
を
つ
ゞ
け
す
､
戒
律
に
お
い
て
も
四
分
律
を
捨
て
ゝ
も
っ
て
支
那
大
乗

律
を
成
立
せ
し
め
る
迄
に
進
ま
ず
'
′蹄
寺
の
清
規
も
活
動
性
な
-
､
次
第

に
衰

微
し
て
ゆ
-
件
数
界
に
は
現
在
に
至
る
迄
こ
れ
を
振
興
す
る
天
才
が

現
れ
て
ゐ
な
い
と
筆
を
結
ば
れ
て
ゐ
る
d

著
者
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
如
-
支
那
近
世
偶
数
衰
微
は
変
哲

不
敬
史

の
薮
嬰
問
題
た
る
を
失
は
ね
o
著
者
は
支
那
係
数
の
結
成
を
本
章
の
尭
題

に
し
随
つ
て
唐
架
ま
で
の
叙
蓮
に
主
力
を
お
い
て
ゐ
ら
れ
る
が
､
書
等
は

む
し
ろ
近
粧
錦
敦
史
に
つ
い
て
著
者
T3
達
識
に
よ
る
具
鯉
的
説
明
を
得
た

.
か
つ
た
｡

け
だ
し
近
世
偶
数
の
教
務
は
宗
教
的
に
は
惰
値
少
-
て
る
宗
教

ラ
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史
的
に
頼
り
上
ぐ
べ
き
蜜
嬰
L･t
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
.
も
っ

と
も
こ
の
問
題
は
史
に
鹿
-
洗
い
社
命
史
的
は
た
思
想
史
的
見
地
か
ら
探

-
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
0

第
三
軍

.
道

教

史

(五
八
貢
)

′

内

田

智

雄

本
章
に
お
い
て
記
運
が
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
三
関
時
代
の
三
張
の
原

初
道
教
迄
の
範
問
で
あ
る
O
こ
ゝ
に
先
づ
脊
等
は
不
満
を
感
す
る
｡
尤
も

著
者
は
自
分
の
研
湾
及
ぼ
ざ
る
筏
と
謙
遜
せ
ら
れ
道
教
史
頼
政
の
立
場
に

掬
す
る
省
察
と
'
紳
倦
思
想
と
三
張
の
道
教
の
踊
磯
の
究
明
に
主
力
を
傾

け
て
ゐ
ら
れ
る
様
に
見
え
る
｡
第

一
節
道
教
併
樽
の
道
教
史
と
題
し
草
笈

七
鼓
仲
牧
の
遺
経
の
本
文
を
多
数
引
用
し
道
教
の
開
聞
詮
を
紹
介
し
､
敦

.

珊
史
的
に
道
教
史
を
何
れ

の教
科

(元
始
天
啓
､
老
君
､
老
子
'
糞
便
)

か
ら
始
め
る
べ
き

か
自
問
自
答
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
-t
r

そ
の
主
観
的
意
園

の
ま
じ
め
さ
は
窺
は
れ
る
に
し
て
も
'
賓
の
と
こ
ろ
私
に
は
始
め
理
解
し

i

待
:i･t
か
っ
た
o
こ
の
珍
ら
し
い
誼
-
は
数
理
か
ら
史
賓
を
導
か
ん
と
す
る

著
者
の
所
謂
糾
連
的
歴
史
の
立
場
に
あ
る
｡

ま
づ
遺
経
及
び
そ
こ
に
盛
ら

れ
た
数
理
が
歴
史
的
時
間
の
中
に
生
成
し
作
蕗
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
考
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
造
匪
に
と
-
道
教
史
上
の
人
物
の
寮
乗
を
否
定
す

る
積
極
的
電
設
Ttrに
放
け
て
ゐ
る
等
と
は
慎
重
す
ぎ
て
堆
解
に
苦
し
む
.

著
者
の
力
鮎
は
燕
暫
海
上
の
弼~
山
､
及
び
毘
蕃
山
に
関
す
る
二
系
統
の
紳

儒̀
思
想
を
慮
別
L
t
両
者
の
思
想
が
粟
陵
の
滑)
数
に
偉
成
し
L
J影
響
を
】輿

.1
へ
た
と
諭
せ
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
｡
し
か
し
著
者
の
諭
旨

に
も
不
明
な
断
が
あ
-
'
結
論
と
し
て
敦
雅
史
相
に
三
張
の
道
教
は
悉
-

紳
倦
思
想
に
駈
附
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
三
行
後
に
は
こ
れ
を
宗
教
的
な
政
令

運
動
と
し
て
敢
骨
史
的
に
考
察
す
べ
L
と
の
軍
な
る
晋
鬼
を
運
べ
､
嬰
之

-

こ
ゝ
に
聾
表
さ
れ
た
だ
け
の
軒
究
も
未
成
の
鮎
少
-
な
い
こ
と
号

不
し
て

ゐ
る
｡
道
教
成
立
前
史
の
み
を
扱

っ
た
.L1
し
て
も
冠
謙
ノ石

串
既
に

〓
旨

も
ふ
れ
て
ゐ
な
い
の
は
い
か
に
も
淋
し
い
｡

第
E
I軍

支

部

回

教

史

(三
五
真
)

若

林

辛

本
章
の
叙
述
は
と
も
か
-
時
代
的
に
同
数
の
文
郵
博
衆
以
前
か
ら
渚
末

現
代
ま
で
に
克
っ
て
み
る
け
れ
ど
も
､
そ
の
他
の
鮎
で
は
本
巻
中
東
も
見

劣
-
し
て
杜
撰
と
い
ふ
外
は
な
い
O
こ
れ
は
暇
が
な
か
っ
た
と
か
研
究
が

不
十
分
だ
っ
た
と
か
の
著
者
自
身
の
都
合
に
晶
-
な
ら
ば
と
に
か
-
同
数

●

史
研
究
の
遅
れ
た
現
状
を
少
し
で
も
反
映
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
宗
教
史
家

◆ヽ

は
登
奮
す
べ
ぎ
で
あ
ら
-
｡
数
多
き
誤
謬
は
し
ば
ら
-
開
は
す
'
今
後
の

同
数
史
研
究
に
と
っ
て
菜
要
な
問
題
と
な
る
べ
き
個
餅
の
み
を
あ
げ
る
と

ま
づ
著
者
は
同
数
が
い
つ
支
那
に
侍
は
つ
た
か
を
考
定
す
る
の
に
努
力
し
ー

て
み
ら
れ
る
凍
で
あ
る
が
､
こ
れ
同
よ
-

一
の
課
題
で
あ
る
が
､
よ
-
蛋

更
な
る
は
何
時
か
ら
何
故
に
同
数
が
勢
力
を
占
め
る
棟
に
な
つ
L
'か
と
い

ふ
こ
-
で
あ
る
｡

こ
の
鮎
元
代
の
回
教
-
色
目
人
の
地
位
に
つ
い
て
考
察

を
鞄
ら
す
べ
き
で
あ
ら
-
O

攻
に
支
部
の
回
数
は
政
治
力
を
伴
っ
て
寝
入

6
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し
た
も
切
で
な
い
か
ら
支
部
王
朝
の
横
力
下
に
数
理
信
仰
に
お
い
て
支
部

化
を
免
れ
な
か
っ
た
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
結
構

と
思
ふ
が
'
明
清
の
回
教
徒
封
策
で
も
知
ら
れ
る
通
-
､
同
氏
が
佃
の
平

民
と
胡

っ
た
信
仰
や
生
活
様
式
を
堅
守
し
､
支
那
敢
骨
の

一
部
た
る
よ
わ

も
同
数
樹
の

tl
翼
と
し
て
存
泰
す
る
こ
と
は
､
賓
に
現
下
の
同
数
問
題
が

や
か
ま
し
-
諭
ぜ
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
O
か
ゝ
る
反
面
も
あ
る
こ
と
を
考

へ
ち
れ
た
上
..
こ
の
間
隙
を
-
づ
め
る
⊥
膚
具
鯉
的
な
詮
明
が
輿

へ
ら
れ

た
-
思
ふ
O第

五
等

支
那
基
督
数
史
其
の
他

(八
七
真
)

藤

枝

晃

高
遠
の
な
い
嬰
税
を
つ
か
ん
だ
叙
速
と
参
考
文
献
の
詳
し
い
掲
載
は
多

数
の
堵
虞
と
共
に
本
章
を
特
色
づ
け
て
ゐ
る
｡
類
書
に
時
々
見
ら
れ
る
無

駄
で
不
確
か
な
材
料
は

一
切
省
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
諌
者
は
安
心
の
で
き
る

手
頃
な
支
那
基
督
敦
の
入
門
書
を
獲
た
と
感
す
る
で
あ
ら
う
O
著
者
は
自

分
は
も
と
-

宗
教
史
を
専
門
と
す
る
者
で
な
い
と
断
ら
れ
'
限
ら
れ
た

耗
数
に
前
車
迄
以
外
の
諸
宗
教
を
証
明
す
る
こ
と
の
国
雄
を
な
げ
か
れ
{

ま
L
l賓
に
鼻
骨
教
の
外
に
は
所
教
と
摩
旭
数
の
二
に
つ
い
て
数
頁
が
割
か

れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
ぬ
の
は
巳
む
を
得
な
い
｡
唐
元
か
ら
明
末
迄
の
記
述
に

つ
い
て
は
支
邦
人
の
基
督
軟
受
賓
の
有
様
で
は
な
-
博
遺
著
の
衆
文
と
そ

の
布
教
の
事
賓
が
列
車
さ
れ
て
を
-
､
か
つ
成
程
宗
教
白
燈
の
歴
史
よ
-

あ
そ
の
斎
ら
し
た
文
化

･
文
物
の
記
述
が
多
い
け
れ

ど
も
､
こ
れ
も
其
督

敦
俸
衆
に
擁
件
し
.41
現
象
の
指
摘
と
し
て
淑
故
ほ
れ
て
差
文

へ
な
い
｡
L
!

ゞ
外
衆
の
轟
督
敦
が
支
那
文
化
に
封
す
る
態
度
の
摩
蓮
は
典
鱒
問
膚
な
ど

を
契
機
と
し
て
可
成
-
明
瞭
に
卑

つ
け
ら
れ
る
か
ら
､
支
部
の
宮
人
或
は

庶
民

へ
布
教
の
重
鮎
が
向
け
ら
れ
て
ゆ
-
挙
動
の
過
程
を
篇
識
し
て
碗
上

げ
れ
ば
､
外
的
事
件
の
経
過
牢

っ
ら
づ
け
る
聯
閑
が
発
見
で
き
ま
い
か
と

も
思
ほ
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
兜
聾
畏
友
の
多
作
に
射
し
充
分
の
用
意
な
し
に
蕪
僻
を
弄
し
た
非

縛
を
謝
す
.
〔
宮
川
仰
志
〕
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