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明

代

に

お

け

る

三

教

思

想

I

-
特
に
林
兆
恩
を
中
心
と
し
て

t

＼

●

■
間

′
㌧

野

鰭

龍

ま

え

が

を

l
t
明
代
三
敦
の
過
程

ニ
､
林
兆
恩
の
思
想
展
鼠

三
､
林
兆
恩
の
社
食
教
化

む

す

び

変

え

が

き

⊥

申
観
に
お
け
る
儒
教
及
び
沸
教
道
教
の
所
謂
三
教
が
'
軒
図
人
の

哲
畢
と
な
-
或
は
道
徳
宗
教
と
し
て
'
ま
た
生
活
の
規
範
と
も
行
動

.～

の
準
則
と
も
な
っ
て
'
そ
の
思
惟
体
系
6y
形
成
に
果
し
た
役
割
は
'

誠
に
深
甚
な
る
も
の
が
あ
つ
た
と
言
わ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
と
こ
.ろ
で
こ

れらの
三

教を折
衷

融
合

する傾
向'
都
ち
｢
混
合
主義
(S
yncre

t
･

ノヽ1

ism)は
'

近世
シ

ナ宗
教
の顕
著
な

特
徴
で

あ
る
Lと
言

われ
'

中
図
人
の
思
惟
方
漁
に
お
け
る
重
要
な
る
特
徴
の

7
つ
に
考
え
ら
れ

ノヽ01

て
い
る
O
特
に
.グ
テ
ネ
が
そ
の
著

｢
支
部
人
の
宗
教
L

に
軒
小
で

･

｢
現
代
支
部
に
あ
け
る
宗
教
感
情
｣と
し
て
壁
不
し
た
.よ
う
急
妖
態
怯
t

I
O'̂

.N
の
他
の
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
も
紹
介
さ
れ
て
S
る
如
ぐ
'
申
酪

杜
骨
に
か
な
り
普
遍
的
な
傾
向
と
み
せ
よ
か
ろ
う
Q
か
1

る
折
衷
融

合
的
傾
向
が
最
も
艮
-
現
れ
た
も
の
と
し
て
t.
中
村
元
博
士
は
民
酪

サ
年
頃
よ
り
感
行
し
て
き
た

｢
通
院
｣

を
奉
げ
て
'
こ
の
よ
.う
な
混

清
は
既
に
六
朝
時
代
よ
り
あ
つ
た
が
'
清
朝
時
代
か
ら

7
暦
甚
し
ぐ

)4

な
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
｡
し
か
し
三
敦
の
融
合
形
態
が
激
化
さ
れ
'

そ
の
思
惟
体
系
が
形
成
さ
れ
た
の
は
'
明
代
寡
靖
蔑
暦
頃
に
遡
り
得

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
亀

7
体
三
教
の
う
ち
最
初
に
息
想
体
系

を
つ
-
り
あ
げ
た
の
は
儒
教
で
あ
る
が
'
や
が
て
併
教
が
外
囲
偲
憩
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と
し
で
渡
来
L
t
ま
た
道
教
も
漸
-
そ
抄
体
系
を
確
立
す
る
に
従
い
t

と

1
1に
三
者
の
葛
藤
が
起
っ
て
来
た
諸
で
あ
る
O
そ
し
て
相
互
に
絶
L

え
･ざ
る
反
擬
が
見
ら
れ
る
と
共
に
'
融
合
折
衷
的
傾
向
も
存
在
し
..

こ
の
融
合
的
傾
向
が
三
教
の
封
立
的
立
場
を
超
克
し
得
た
の
聖

賓

は
明
代
茅
靖
よ
-
高
層
の
頃
で
あ
っ
て
t
rG
g
院
｣

的
な
性
格
も
忠

敬
よ
り
醸
成
き
れ
て
き
た
も
の
と
解
さ
れ
る
.
特
に
そ
の
基
茸
と
し

て
陽
明
心
畢
'
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
林
兆
恩
が
奉
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
.
こ
の
林
兆
恩
に
就
い
て
は
'
艶
に
小
柳
司
気
太
博
士
を
始
め
t

n■mH一
LE)

二
三
の
研
究
が
登
表
さ
れ
て
S
る
が
t
T今
少
し
別
の
方
向
か
ら
彼
を

中
心
と
す
る
三
教
融
合
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
.

①

中
村
元
者

｢
東
洋
人
の
思
惟
方
法
｣
第

1
部
五
五

1
貢

⑧

グ
ヲ
ネ
著
､

津
田
遠
矢
喪

｢
支
那
人
の
宗
教
｣
(
東
亜
併
究
叢
書
第
二

十

1
億

4@

De
Groot;Retigi
on
in
Chinか
()9)4)
.

D
･･
O
tto
P
a
e
id
e
r

e
r
;
R
eligi
o
n
u
n
A
R
e
ligi
o
n
en
･
()9t
L
)

M
.
W
e
ber
…
W
ir
t
s
ch
aftsethik
d
dTr

w
e
ltreti
gi
o
n

en･Con･

.､fuc
i
an
sm
u
s
und
T
a
ois
m
usγ

､④

中
村
元
著
､
前
掲
書
五
五

1
貢
.
｢
道
鏡
｣
に
つ
い
て
は
､
常
盤
大
寒
薯

｢
支
那
に
於
け
る
僻
数
と
席
数
道
教
｣
七
四

1
貢
以
下
収
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
､
儒
道
併
三
敦
の
外
'
回
､
基
二
敦
を
含
め
た
五
敦
融
合
で
あ
-
～

紅
だ
字
骨
と
相
表
裏
す
る
?

勿
論
五
致
と
は
い
え
'
中
心
は
遮
僻
二
敦

.
ノ

.p'.i

･の
泡
清
や
あ
ケ
て
･!
中
村
博
士
が
浄
鰍
よ
り
激
し
く
な
サ
財
と
砂
語
句

は
'
層
接
に
は
こ
の
道
悌
二
数
を
増
し
て
由
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ

れ
を
庚
-
儒
道
併
三
故
に
ま
で
解
し
得
る
も
の
i)思
お
れ
る
O

ノ
⑤

小
柳
司
気
太

｢
明
末
竺
二
敦
関
係
｣
(高
瀬
博
士
遼
暦
記
念
支
那
畢
論

/

叢
)
重
砲
俊
革
｢支
那
三
敦
史
上
の
琴
千
の
問
題
｣
(史
汲
第
二
十
｣
輯
)

｢

明
代
三
教
の
過
程

′

●

明
代
は
｣
酸
に
融
合
統

一
的
傾
向
の
時
代
で
あ
守
'
ゴ
薮

に
あ
り

て
も
調
和
論
が
盛
行
し
て
い
.つ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
.
し
.S
L
そ

の
間
に
霊

封
語

族
個
も
存
在
し
常

時
竃

こ
の
三
教
の
翌

が
教
詮
と
か
思
想
の
封
立
と
し
て
で
は
を
-
'
思
想
的
勢
力
'
或
は

配
合
的
勢
力
の
封
立
と
し
て
現
れ
て
-
る
.
⊥そ
こ
で
免
づ
明
代
選
僻

二
教
か
社
食
的
勢
力
を
辿
っ
て
み
ょ
う
.

EI
ii

創
碧
の
功
を
途
げ
た
太
組
宋
元
噂
は
'′
骨
つ
で
皇
覚
寺
の
億
で
挙

っ
た
が
'
白
蓮
教
の
政
敵
を
巧
み
に
利
用
し
て
天
下
控
壁
令
す
る
に

至
っ
て
後
は
'
道
健
二
教
に
封
し
て
か
敵
り
積
極
的
な
態
度
が
見
ち

れ
る
9
先
づ
沸
教
に
封
L
で
は
､
天
下
の
高
僧
に
勅
し
て
屡
々
藤
山

の
太
平
興
国
樺
寺
に
盛
大
な
法
合
を
営
み
'
薯
畳
を
西
域
に
達
し
▲て

ノヽ

法
を
求
掛
し
め
る
か
ど
の
尊
崇
保
護
策
で
あ
鴬

こ
の
太
鼠
の
併
教

脅
崇
傾
向
に
は
'
元
末
宰
乳
後
に
か
け
る
民
心
安
定
策
と
⊥
て
め
併
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教
利
用
の
意
義
が
加
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
､
そ
の
気
風
は
沸

教
或
は
道
教
界
の
勢
力
蹟
大
に
口
賓
を
輿
え
'
僚
尼
遣
士
の
増
加
に

拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
.
即
ち
洪
武
五
年
'
六
年
頃
に
五
寓

と
か
九
寓
余
人
と
か
の
給
牒
を
み
て
い
る
｡
.
こ
の
倍
道
志
願
の
中
に

は
'
･費
な
る
た
め
と
か
'
在
役
逃
避
の
目
的
が
多
く

従
っ
て
素
質

の
低
下
は
必
然
的
で
あ
っ
た
が
'
と

も
か
-
そ
の
社
食
的
勢
力
の
増

大
を
も
た
ら
し
た
葦
で
あ
り
'
そ
れ
に
つ
れ
て
奇
観
の
再
建
新
造
が

lり

次
々
と
起
っ
て
-
る
.
も
と
-

唐
宋
頃
よ
り
激
化
し
っ
･̂
あ
っ
た

尊
敬
の
地
主
的
性
格
些
冗
代
に
も
受
け
つ
が
れ
'
元
王
朝
が
儒
教
の

専
横
を
防
ぐ
た
め
に
併
教
の
伶
職
制
慶
に
特
意
を
輿
え
た
こ
と
は
'

●

倫
院
の
大
土
地
所
有
傾
向
を
促
し
'
や
が
て
元
王
朝
が
弱
体
化
し
て

地
方
行
政
が
顧
ら
れ
な
く
な
る
に
つ
れ
て
'
紳
農
官
僚
と
共
に
僧
院

の
地
主
的
性
格
が
愚
者
と
な
り
'
兼
ね
て
種
々
の
経
済
的
活
動
さ
洩

n■HJ
3

行
㌢
よ
う
に
な
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
こ
1
に
起
つ
準
冗
末
争
乱
は
各
地

■

■

を
混
乱
に
略
し
入
れ
､
多
-
の
伶
院
を
ば
衣
塵
に
蹄
せ
し
め
'
大
打

撃
を
輿
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
'
由

初
漸
く
治
安
が
回
復
す
る

に
つ
れ
て
､
僧
院
の
興
隆
'
地
主
的
性
格
の
再
現
が
行
わ
れ
て
き
た

.Q
で
あ
る
｡
こ
の
rLA
う
な
状
態

甚封
し
て
太
組
の
次
の
政
策
は
道
併

二
教
の
厳
重
な
る
裁
判
策
で
あ
っ
た
一｡
太
厳
は
す
で
に
即
位
の
萄

即
ち
洪
武
元
年
正
月
'
は
や
-
私
道
僻
封
寛
に
兼

-
出
し
て
い
る
｡

党
づ
道
併
二
教
の
統
領
機
関
と
し
て
夫
火
事
世
院
､
玄
教
院
を
設
置

し
た
の
で
あ
る
が
'
洪
武
十
五
年
四
月
に
は
こ
の
二
院
を
本
格
的
な

修
道
衛
門
で
あ
る
倫
録
司
'
選
録
司
に
轡
#
/せ
し
め
て
'
統
制
制
度

Cid

が

7
段
と
整
備
さ
れ
て
く
聖

ま
た
同
じ
各
の
三
月
に
は
'
恰
寺
窮

ヽ
■

乏
の
た
め
寺
田
を
典
賓
し
た
り
'
土
豪
の
常
任
田
土
横
領
を
禁
止
し

て
寺
観
の
経
済
生
活
を
保
護
し
'
他
面
倫
俗
の
交
渉
を
隔
噛
⊥
て

1

般
社
食
と
の
経
済
的
問
題
に
は
砧
基
道
人
を
置
き
管
掌
せ
し
め
ん
と

り

し
た
｡
嘉
に
洪
武
二
十
四
年
虻
は
道
燐
二
教
に
わ
た
っ
て
尊
敬
を
清

理
L
t
各
府
州
願
の
寺
観
併
合
'
新
耕
寺
鶴
の
破
穀
を
行
っ
て
S

▲

る
0

し
か
も
翠
に
て
れ
も
の
外
形
的
統
制
の
み
な
ら
ず
'
洪
武
十
五
年
五

月
に
寺
院
僧
侶
制
度
の
攻
撃
を
行
い
'
従
来
の
輝
講
律
の
三
種
を
改

I

∵
め
,
稽
講
教
の
三
等
i
Jな
し
た
･
主

の
霊

の
鷲

に
屠
す
る
数
倍

は
'
藤
棚
教
像
と
も
赴
麿
槍
と
も
解
せ
与
れ
'

1
枚
の
要
求
に
廠
じ

て
世
俗
に
赴
燈
し
て
僻
事
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
t
､か
1

る
数
倍
の

存
在
は
す
で
に
末
代
よ
り
見
ら
れ
た
儀
象
で
あ
っ
た
と
虹
て
も
'
明

代
に
室
つ
モ
碍
講
の
倍
と
鼎
立
す
る
地
位

へ
引
き
馨
げ
ら
れ
た
こ
と

に
注
目
せ
お
ば
な
ち
な
い
.
さ
ら
に
･L)
の
教
寺
が
他
の
二
宗
の
寺
院

数
把
-
ち
べ
比
較
的
多
数
あ
っ
允
こ
と
は
'
僧
院
が
か
つ
て
の
山
林
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併
教
的
傾
向
か
ら
絶
食
的
接
髄
面
を
深
-
持
つ
よ
う
に
な
り
'
併
教

/

の
性
格
奨
容
を
意
味
す
る
と
解
し
得
る
｡
故
に
こ
そ
太
組
も
こ
の
数

倍
に
封
七
て
は
特
に
注
意
深
く
取
締
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
鬼
か
つ

た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
併
教
に
あ
つ
て
は
'
道
教
或
灯
儒
教
と
の
融
合
は
嘗

然
深
化
さ
れ
て
ゆ
-
で
あ
ろ
う
｡
欧
に
太
阻
個
人
に
も
三
教
調
和
の

ノヽ

傾
向
が
認
め
ら
れ
る
紳
'
そ
の
後
英
宗

(
正
統
)
頃
に
な
る
と
各
地

に
混
融
状
態
が
見
出
せ
る
｡
清
柴
等
の
焚
天
魔
叢
錬

(巻
二
九
)
に

所
謂
三
教
堂
は
'
丈
廟
紀
典
考
に
擦
れ
ば
'
明
英
宗
朝
'
民
間
に

老
併
孔
三
像
を
給
き
'
三
空
洞
と
名
づ
-
.
永
川
願

(
四
川
省
)

の
訓
導
某
が
上
疏
し
て
そ
の
非
を
言
い
'
上
'
薩
部
に
勅
し
て
禁

革
せ
し
む
と
0
こ
れ
三
教
堂
'
明
代
す
で
に
行

わ
れ
'
絶
え
て
疑

義
す
る
も
の
な
き
な
り
｡

と
言
上

棟
い
て
愈
氏
印
雪
軒
随
筆
を
引
い
て
t

.

帯
金
願

(張
衆
口
南
方
)
に
三
敬
堂
あ
り
'
内
に
塑
像
三
を
供
す
'

樺
迦
中
に
居
旦

孔
子
右
拡
居
-
'
老
子
左
に
居
る
｡
そ
の
義
'

二
二
教
途
を
殊
灯
す
と
謂
う
も
'
常
幸
訂
行
う
を
本
と
残
す
.

と
述
べ
'

.ヽ

明
よ
り
清
に
及
び
'
相
滑
り
俗
と
成
る
こ
と
'
た
ゞ
､に
永
川
寓
仝

等
の
願
に
有
る
､の
み
な
ら
ず
'
他
鹿
ま
た
屡
々
聞
く
析
あ
り
d

I

と
言
っ
て
5
る

..また
曹
安
の
諌
言
長
語

(
巻
上
)
に
も
寺
観
.に
塑

像
を
置
-
場
合
'
｢
樺
は
僻
を
中
に
居
し
､
道
は
老
子
を
中
に
居
す
｡

普
選
の
有
司
こ
れ
を
見
る
も
'
意
に
介
し
斥
け
る
こ
i
Jな
し
｣
と
言

う
｡
ま
た
苗
-
か
ら
鷹
山
な
ど
の
山
岳
は
三
敦
人
士
の
修
業
の
地
で

ノヽ

あ
っ
た
が
'
例
え
ば
漠
水
の
上
流
太
和
山
即
ち
武
宮
鵬
も
'
道
教
修

練
の
場
た
る
外
'
観
音
閥
が
設
け
ら
れ
'
羅
洪
先
払
ど
の
儒
単
著
修

笹
の
地
で
も
あ
り
'
三
教
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

唱
て
憲
宗
頃
に
な
っ
て
逆
鱗
二
敦
に
有
利
な
状
態
が
硯
出
し
た
.

ヽ

二
十
二
見
節
記
撃

二
十
四

｢
成
化
寡
靖
中
方
技
授
官
之
濫
｣
灯
よ
れ

ば
'
意
宗
は
甚
だ
方
技
を
好
聖

道
士
李
孜
省
'
僚
纏
寧

乞
始
め
多

数
の
修
道
を
優
待
L
t
中
宮
の
倦
奉
'

1
偉
百
余
人
に
至
る
と
云
わ

ノヽ9

れ
る
｡
こ
れ
と
相
侠
っ
て
太
阻
以
来
専
ら
試
験
制
に
依
っ
て
い
た
慶

pJ0‖り

牒
哉
給
が
'
成
化
頃
に
は
米
に
よ
る
賓
牒
む
行
い
は
じ
め
た
O

勿
論

こ
の
膏
僕
は
磯
鮭
救
済
の
目
的
も
あ
つ
た
が
'
倍
憲
宗
の
併
道
経
過

の
意
圏
が
見
出
せ
る
む
の
で
あ
ろ
う
｡
爽
S
で
孝
宗
即
位
L
T
こ
の
′

風
潮
を
す
つ
か
｡
議
正
す
る
か
堪
見
え
た
Q
由

ち
樫
際
を
棄
市
し
孜

省
を
獄
に
下
し
へ
亦
偉
奉
官
千
百
人
を
始
め
多
数
の
修
道
を
沙
汰
L

JUhu一･1〓リ

亮

の
で
あ
つ
た
が
'
し
か
し
帝
は
頗
る
斎
酸
を
崇
信
し
た
か
ら
'
道

21
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ノヽ〇一一･▲

燐
は
各
々
天
下
に
碕
浸
し
.-
夷

の
武
宗
亦
傍
敦
把
滴
れ
て
正
徴
二
年

に
は
伶
道
四
寓
人
を
慶
す
る
様
な
状
態
に
な
っ
た
｡
そ
の
後
を
鰹
5

窄
世
宗
は
道
教
を
信
す
る
こ
と
厚
-
併
教
を
甚
し
.-
願
迫
し
た
.
寡

靖

7
代
に
わ
た
っ
て
京
師
禁
中
の
俳
寺
併
像
を
破
穀
L
t
寺
院
の
修
ノヽ3I

葦
を
禁
ijt
傍
ら
道
士
郡
元
節
を
虞
人
と
薦
し
て
い
る
事
賞
を
見
る
?

し
か
し

aれ
庖
ttiく
観
る
な
ら
ば
'
世
宗
の
耕
傍
は
'U
-
地
域
が
限

ら
れ
て
地
方
に
及
ぼ
す
'
か
え
っ
て
銀
約
に
よ
る
度
牒
聾
賓
を
盛
ん

解
行
い
つ
し
か
も
明
和
の
規
定
に
よ
る
如
き
京
に
赴
-
を
要
せ
す
各

地
の
禰
政
司
等
に
て
も
畿
給
L
t
十
声

(書
靖
十
八
年
)
か
ら
六
両

4lI

(
三
十
七
年
)
へ
の
減
額
さ
え
断
行
し
た
｡
故
に
地
方
に
お
け
る
道
僻

二
敦
の
社
食
的
数
値
は
相
互
に
作
用
し
倉
つ
七
愈
々
増
大
し
た
こ
と

I潜
ろ
う
｡
例
え
ば
雲
南
四
川
地
方
で
も
'
陳
垣
の

｢
明
季
減
封
沸
教

考
L
L
3d
奉
げ
た
発
足
八
刺
が
い
づ
れ
も
茅
靖
露
層
の
塵
遷
や
あ
JC
/

そ
の
年
ぼ
望
爵
靖
中
と
i
う
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
.
次
の
隆
慶

時
代
に
は
郡
元
節
等
の
官
欝
を
削
り
'
道
教
を
禁
歴
し
た
が
'
道
俳

の
章
膜
は
更
に
五
両
へ
と
減
額
し
て
名
頭
慶
牒
を
盛
ん
に
出
し
.て
い
.

る
.
こ
1
で

三
石
注
意
す
べ
き
こ
.と
は
t
L

の
梗
塞
買
贋
に
よ
る
僚

道
の
増
加
が
必
ら
す
L
も
直
凄
佐
併
道
の
思
想
的
向
上
を
意
味
す
る

戊
や
で
は
な
S
と
FS
う
と
よ
で
あ
る
.
特
妊
明
初
魔
道
に
は
概
ね
差

i切

格
が
免
ぜ
.ら
れ
､
豊
徳
頃
に
て
も
寺
親
日
土
崎
牽
ゞ
歌
枕
の
み
･?
別

に
科
差
な
く

そ
の
た
め
軍
属
の
子
弟
は
進
ん
や
行
童
と
な
り
'
逃

軍
逃
民
の
聾
が
多
-
流
入
す
る
有
藻
で
あ
っ
た
｡
給
牒
が
試
験
制
か

ら
栄
さ
ら
に
銀
に
よ
る
茸
牒
と
な
る
と
'
そ
の
勢
は
各
々
激
化
し
必

然
的
に
質
的
低
下
を
も
た
ら
し
'
尊
敬
は
税
役
逃
避
の
場
所
た
る
容

貌
を
呈
す
る
｡
ま
た
民
周
の
埠
も
倫
戸
解
読
寄
し
或

蔓

に
施
興
し

6
-一､.†▲

て
尊
敬
の
地
主
的
性
格
が
顧
か
に
な
る
｡
こ
れ
が
恰
病
と
も
呼
ば
れ

ーて
非
難
の
的
と
な
っ
た
の
で
あ

る
.
′故
に
明
王
朝
も
之
に
封
も
て
防

過
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
･｡
そ
こ
一で
成
化
頃
に
至
っ
て
寺
田
が
す
べ

て
感
差
兵
駒
に
慮
fJ
r
属
田
の
丁
米
と
通
観
輝
涯
す
る
こ
と
に
し
,

N')･

案
靖
高
層
と
な
る
と
'
寺
鶴
田
土
の
再
調
査
を
行
払
i
税
率
強
化
と

い
う
鹿
務
的
墜
迫
を
加
え
て
･S
つ
た
の
､で
あ
る
｡
依
っ
て
寡
靖
高
層

時
代
の
道
併
教
界
に
は
二
つ
の
面
が
見
ら
れ
る
｡

1
つ
は
慶
贋
の
喪

■

章
が
修
道
の
増
加
を
来
た
L
t
収
容
す
べ
き
寺
観
の
必
要
か
ら
重
創

建
が
多
-
行
わ
れ
'

一
億
号
の
数
的
増
加
が
見
ら
れ
る
が
'
反
面
隆

慶
よ
り
寓
暦
に
入
る
に
従
っ
て
寺
観
そ
の
庵
の
へ
抄
摩
務
的
歴
迫
は

漸
次
激
し
-
､
馬
に
僚
徒
晃
を
肯
げ
他
人
に
簡
託
し
て
代
納
せ
し
め
'

る
妖
瀞
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
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以
上
に
よ
っ
て
判
る
よ
う
に
道
併
二
敦
の
社
食
的
勢
力
は
t
Aた
と

え
世
宗
の
排
併
政
策
に
よ
る
道
俳
の
封
立
が
あ
つ
た
と
し
て
も
'
明

7
代
は
概
し
て
思
想
的
抗
争
と
は
な
ら
ず
'
革
に
配
合
的
勢
力
に
と

2
<

ま
つ
た
が
'
賓
に
思
想
的
封
立
は
こ
の
二
敦

(道
教
は
i<
体
附
隆

的
と
な
る
が
)
と
儒
教
と
の
間
に
現
れ
て
-
る
｡
党
づ
道
鱒
二
教
の

勢
力
が
漸
-
社
食
に
顧
著
と
な
っ
て
釆
豊

竺
不
頃
灯
'
常
豪
側
よ
り

の
攻
撃
が
起
っ
て
乗
る
｡
そ
れ
が
胡
敬
帝
の
居
集
録
で
あ
ろ
う
｡
胡

敬
奔

(居
仁
)
は
程
朱
の
思
想
を
酪
連
し
た
薬
療
斎

(輿
弼
)
灯
師

宮

し
,壷

宗
の
鹿
北
二
十
年
,去

十

言

で
役
し
た
が
;
同
門
の
陳

白
抄
が
碑
に
近
′い
思
想
で
あ
る
こ
と
を
非
難
し
'
専
ら
程
未
設
に
よ

り
沸
教
を
攻
撃
し
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
は
逆
に
陳
白
抄
等

1
部
儒
家

の
闇
に
儒
併
混
融
的
思
想
が
現
れ
て
-
る
こ
と
＼

そ
し
て
成
化
の

融
合
風
潮
と
相
慮
峯

混
融
が

1
般
化
し
て
-
る
こ
と
を
意
味
し
'

そ
と
に
経
朱
撃
の
正
統
儒
家
適
か
ら
非
難
攻
撃
を
ぼ
牽
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
こ
の
沸
教
攻
撃
に
績
S
て
虐
陵
は

｢
異
端

弊
正
し

を
著
し
(嘉
靖
四
年
の
作
と
い
う
)
'
韓
過
之
の
原
道
倫
'
欧

陽
修
め
本
論
等
を
引
い
て
'
道
僻
二
教
に
有
形
無
形
の
あ
ら
ゆ
る
面

か
ら
攻
撃
を
加
え
で
い
る
｡
ま
た
同
じ
頃
'
羅
欽
幅
も

｢
困
知
記
｣

l

を
つ

く
っ
て
盛
ん
に
件
数
批
評
を
な
し
､
･或
は
茅
靖
八
年
媛
し
た
王

陽
明
に
於
て
も
駆
教
排
撃
の
立
場
は
保
轟
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
.

し
か
し
こ
れ
ら
の
封
立
を
眺
め
た
場
倉
'
同
じ
排
庫
と
云
つ
で
も
寮

歌
喝

王
陽
明
等
が
道
僻
二
教
に
も
心
を
潜
め
'
そ
の
深
5
認
識
か

･ら
出
港
立
場
の
排
価
は
､
そ
れ
よ
-
先
の
胡
散
斉
に
お
け
る
程
朱
的

立
場
か
ら
の
排
僻
と
大
い
た
異
な
久

.
そ
こ
に
成
化
よ
り
正
徴
募
席

の
閲
に
至
る

1
般
儒
家
の
畢
詠
内
容
の
相
違
が
虜
わ
れ
る
の
で
は
な
･

い
だ
ろ
う
か
.
こ
れ
は
漸
次
儒
家
上
道
燐
と
の
間
隔
を
縮
め
て
ゆ
くF川u

こ
と
で
あ
p
.
陽
明
残
後
'
心
撃
が

f
世
を
風
塵
}
'
そ
の
畢
風
の

根
底
に
流
れ
る
三
敦
理
解
の
思
潮
が
更
に
後
継
者
に
よ
っ
て
止
揚
さ

れ
た
時
､
手
数
調
和
に
到
達
L
t
速
に
は
儒
教
と
道
鱒
二
教
の
峻
別

は
揚
菜
を
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
.･
か
く
て
儒
家
が
平
然
と
傭

ノヽ

三23

峯
を
講
じ
t
./そ
の
講
食
が
書
院
の
み
な
ら
ず
屡
々

わ
れ
'
隆
慶
二
年
禽
武
の
経
文
に
ま
で
も
遣
俳
の

蚤 も国 i
奉 行 ′

葉
に
用
S
る
所
｣
樺
老
の
書
に
非
ざ
る
は
な
き
｣
状
態
に
な
っ
て
､

融
合
的
思
想
が

l
澱
に
盛
行
す
る
様
に
な
っ
た
の
で
参
る
｡
特
に
そ

､
の
傾
向
の
愚
者
な
も
の
に
'
儒
家
で
は
李
卓
香
'
集
線
'
衰
索
道
'

林
兆
恩
等
が
奉
げ
ら
れ
､
沸
教
で
は
株
宏
'
徳
宿
等
が
輩
出
L
t
ま

た
道
教
に
て
も
衰
黄
の
陰
庵
録
は
練
宏
の
白
知
銀
と
共
に
功
過
格
の

犬
威
さ
れ
充
も
の
で
二

二
厳
調
和
で
あ
り
社
食
に
廉
く
普
及
さ
れ
た
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も
の
で
あ
っ
た
O
.こ
の
内
で
も
三
教
先
生
と
辞
さ
れ
た
林
兆
恩
は
'

革
に
儒
者
と
し
て
の
立
場
で
な
く
心
轟
音
.Q
域
を
越
え
て
紅
合
的
融

合
傾
向
に
思
想
的
解
樺
を
輿
え
'
爾
後
の
宗
教
思
想
形
態
に
お
け
る

7
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
投
示
す
る
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

⑦ ⑥ ⑤ ④ ⑨ ③ ①

稗
鍍
堵
古
格
績
集
巻
こ

龍
池
清

｢
粥
初
の
寺
院
｣
(支
那
係
数
変
革
ニ
ノ
四
)

横
山
英

｢
元
代
の
寺
院
財
産
と
そ
の
健
棒
素
括
｣
(
皮
革
研
究
ニ
)

磨

野
上
俊
静

｢
明

初

の

修
道
衝
門
｣
(
大
谷
寧
報
二
七
ノ

こ

洪
武
賓
録
'
二
十
七
年

一
月
の
俵
｡
設
置
年
代
に
就
い
て
は
龍
池
済
民
･

按
摩
鍵
稽
古
略
綬
集
巻
二
に
徒
い
供
武
十
九
年
説
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
.

龍
他
藩

｢
明
代
の
稔
伽
数
倍
｣
(
東
方
畢
報
東
京
十

7
ノ

7
)

稗
鍵
稽
古
略
横
島
巻
三
に
よ
れ
ば
太
取
の
御
製
護
法
集
灯
二
二
教
諭
が
あ

り
へ
ま
た
沈
士
衆
の
碑
原
教
諭
に
三
敦
融
合
の
強
調
が
あ
る
の
を
太
祖

は
推
賞
し
て
い
る
｡

㊥ ⑯ ⑳ ⑭ ㊥ ㊥

明
乾
式
采
紀
､

正
徳
二
年
五
月
の
健
O.

明
史
世
諜
紀
'
及
び
嘉
埼
賓
鏡
九
年
､
十
五
年
の
俵
.

,

餌
食
典
'
巻

1
0
個
､
鰻
部
六
二
｡

典
故
紀
開
巻
十

｡
富
徳
間
､
席
末
按
寮
司
余
事
曾
鼎
奏
文
9

天
下
郡
既
刊
病
書
巻
九
三
､
浄
州
府
志
'
田
賦
考
｡

同
者
'
第
時
四
十
三
年
'
寺
租
四
大
の
法
を
定
め
､
爾
後
増
減
あ
る
も

章
節
に
か
な
り
影
響
を
輿
え
た
0
こ
れ
は
北
虜
南
倭
其
他
明
未
の
閣
用

過
多
を
補
う
麓
で
あ
っ
た
が
'
明
王
朝
は
こ
れ
ら
に
よ
る
経
済
的
補
給

も
緯
か
な
-
な
っ
て
滅
亡
し
た
と
首
え
る
｡

⑯

三
文
成
公
会
蕃
年
譜
附
錬
､
嘉
靖
十
三
年
'
十
四
年
の
侯
に
寺
院
で
の

/

I

請
合
が
見
え
ハ

明
儒
撃
葉
巻
二
十
七
､
徐
階
侍
に
は
北
京
の
遭
観
宴
済

宮
で
の
詩
骨
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

㊥

臥
知
錬
巻
十
八

｢
破
題
用
荘
字
｣

⑧

｢
南
緯
州
記
｣
に
｢
武
常
山
に
は
道
を
寧
ぶ
者
常
に
教
官
'
相
盤
い
で
絶

え
ず
｣
と
言
い
'
｢
清
稗
類
紗
｣
に
や
｢
内
外
二
敦
に
分
ち
､
外
家
は
達
磨

の
鐸
宗
よ
り
出
で
少
杯
洗
と
稀
i
o
内
家
は
武
常
山
の
道
家
よ
り
田
で

武
常
流
と
解
す
｡
内
家
の
技
術
は
骨
に
外
家
に
-
ら
べ
て
優
れ
･p
と
な

す
｣
と
の
.I(
.て
い
る
O

⑨

明
督
典
､
巻

一
〇
四
､
鰻
部
六
二
､
宣
徳
元
年
､
及
び
正
統
十
四
年
の

令
｡

⑲

成
化
資
錬
､
八
年
五
月
め
俵
､
及
89

7享

年
十
月
の
候
｡

◎

･弘
治
箕
銀
､
八
年
十
二
月
の
健
｡

へ

,

ノ

〓
'
赦
兆
恩
の
息
想
展
開

l

.り

･･
林
兆
患
､
李

は
葱
助
､
班
は
寵
江
､
谷
子
と
も
稀
す
る
O

間
中
名

cL)̂

門
の
末
流
で
あ
り
'
正
徳
十
二
年
青
田
･kL生
れ
た
O
阻
父
瀕
富
は
弘

治
十
五
年
の
進
士
'
劉
隼
に
件
逆
し
て

1
時
潮
陽
丞
に
詣
さ
れ
た
が
'

後
塵
任
し
て
王
陽
明
の
授
後
'
兵
部
右
侍
郎
乗
右
食
都
御
史
と
な
り

丙
虞
を
巡
撫
し
た
人
で
あ
る
.
父
は
林
幕
僚
と
言
払
､
一高
潮
､
寓
言

と
三
人
兄
弟
の

7
人
で
あ
k
.
兆
恩
は
十
八
才
で
諸
生
と
な
っ
た
が
'

や
が
て
道
併
二
教
に
綻
5
拳
菜
に
就
か
ず
'
速
に
督
畢
宋
衝
に
強
制
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さ
れ
た
障
'
次
の
株
に
答
え
て
い
る
｡
即
ち

｢
兆
恩
隠
れ
る
こ
と
六

年
'
畢
官
そ
の
儀
を
削
ら
ず
｡

こ
れ
諸
生
の
歴
を
以
て
山
林
に
膳
れ

秒

一

る
者
な
り
Q
今
諸
生
に
列
し
て
両
も
科
拳
を
似
て
褒
め
ず
｡

こ
れ
山

一▼

人
の
膳
を
以
て
畢
校
に
殴
れ
る

者
な
り
｣
と
.
こ
の
頃
に
於
て
既
にヽノ3

兆
恩
の
方
向
が
濠
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
第
時
三
十
年
頃
始

め
て
三
教
の
融
合
を
侶
明
し
て
後
'
兆
恩
の
下
に
従
箪
す
る
も
の
多

く
'
こ
れ
に
三
教
合

一
の
旨
を
教
え
た
｡
常
時
両
建
は
倭
轟
の
猛
威

蓮
し
ぐ
'
各
地
が
屡
々
侵
略
さ
れ
る
を
見
て
'
党
づ
防
倭
管
見
な
る

メ

着
日
を
著
わ
し
'
又
積
屍
累
々
と
野
に
盛
も
収
め
る
人
為
な
い
状
態
を

見
て
'
自
ら
財
を
出
し
て
之
を
凄
め
る
こ
と
蔦
余
に
及
び
'
大
い
に

)4

清
衛
涯
道
に
努
め
た
｡

剃
高
安
･墾
帽
碑
寺
の
再

或
は
四
十

1
年
の
来
電
に
燈
け
た
青
田
の
名

ノヽくじ
連
に
も
努
力
し
て
S
る
.
常
時
間
中
に
督
畢

し
た
秋
定
向
は
'
兆
恩
を
山
林
惜
逸
の
士
と
し
て
朝
に
鴬
め
た
が
'

ノヽ6

藩
に
報
ぜ
す
'
ひ
た
す
ら
三
教
宣
揚
に
従
ひ
'
四
十
二
年
に
は
三
敬

ノヽ7

魯
編
を
著
わ
し
二
千
部
を
装
刷
し
た
｡
隆
慶
初
年
'
武
夷
山
に
入
-

て
修
畢
し
道
教
的
修
練
を
も
併
せ
'
高
層
に
か
け
て
は
金
陵
'
新
安
'

溝
杭
等
各
機
に
講
畢
し
て
そ
の
思
想
を
唱
導
し
た
｡

〟

で
は
兆
恩
の
三
教
思
想
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
｡
先
ず
そ

の
根
底
は
陽
明
心
笹
に
あ
っ
た
こ
と
を
奉
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
陽

へ

明
夜
後
そ
の
撃
沈
は
'議

席
選
集
に
よ
れ
ば
新
中
､
江
右
予
南
中
､

楚
中
'
北
方
'
尊
閏
'
泰
州
等
に
分
れ
た
が
'
中
で
も
江
右
畢
派
に

正
博
見
得
'
そ
の

｢
人
羅
洪
党
は
陽
明
直
侍
の
弟
子
に
非
す
と
錐
も

よ
-
そ
の
虞
を
得
た
と
解
せ
ら
れ
た
｡
韓
州
椎
骨
で
あ
っ
た
兆
恩
の

I

叔
父
林
高
潮
は
唐
順
之
と
共
に
羅
洪
先
に
教
を
受
け
'
高
潮
三
十
八

才

で
卒
し
た
時
'
兆
恩
は
吉
永
の
洪
発
に
乞
う
て
基
志
銘
を
得
た
｡

1rJOO

こ
れ
よ
.り
屡
々
洪
党
に
教
を
請
う
た
棟
で
あ
り
､
直
襟
の
師
承
と
は

言
え
亀
と
し
て
も
之
に
よ
っ
て
概
ね
傾
向
が
窺
わ
れ
る
と
倶
に
'
福

▲▼

建
按
察
使
胡
鷹
山
(直
)
'
青
田
願
畢
教
諭
王
武
陽
'
或
は
洪
帯
州
t

LIH
u
9

層
畢
博
等
に
憩
っ
た
書
と
か
'
発
に
奉
げ
た
秋
定
向
の
薦
疏
文
に
よ

れ
ば
'
徐
珂
の
清
稗
類
砂
に
71.r,uう
桃
江
の
別
派
と
い
う
こ
と
は
居
分

認
め
得
る
の
で
あ
る
｡

･さ
て
陽
明
の
中
心
思
想
で
あ
る
心
に
就
て
考
え
る
に
'

俸

習
練

(
下
)
に

心
と
は
身
の
主
宰
な
り
｡
目
は
視
る
と
錐
も
両
も
成
る
所
以
の
者

ヽ

は
心
な
り
｡
口
と
四
肢
と
は
言
ひ
動
Y
と
雄
も
'
而
旦

呂
ひ
動
-

所
以
の
者
は
心
な
り
｡
故
に
身
を
修
め
ん
と
欲
す
れ
ば
'
自
家
の

心
体
を
体
嘗
し
て
'
常
に

｢
麻
然
太
公
｣

に
し
て
､
些
子
の
正
七

か
ら
ざ
る
慶
あ
る
こ
と
無
か
ら
し
む
に
あ
り
｡

.
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が

と
青
ひ
'
そ
の
心
自
体
は
顔
に
華
で
も
悪
で
も
な
く

そ
れ
を
超
壊

し
た
至
善
で
あ
り
'
｢
至
善
と
は
心
の
本
体
｣

で
あ
る
と
供
に
亦
｢
良

知
で
あ
-
､
怪
照
者
で
あ
る
L

｡
而
し
て
｢
良
知
は
未
費
の
中
で
あ
り
'

断
然
大
公
寂
然
不
動
の
本
体
で

ある
｡
人
々
の
周
じ
-
臭
う
る
虚
で

あ
る
｣
と
の
べ
て
S
る
.
兆
恩
豊

を
攻
の
様
に
説
明
し
て
S
る
｡

01

即
ち

｢
心
の
本
体
は
常
明
で
あ
る
｡｣
｢
本
体
の
昭
昭
な
る
者
が
明
で

あ
る
｡
本
席
の
息
ま
ざ
る
者
が
常
で
あ
る
｡
′
本
体
と
は
凍
聾
の
中
で

｢rHJ
lI

あ
る
L

と
｡
そ
し
て
か
ゝ
る
凍
聾
の
中
な
る
心
と
は
'
即
ち
我
が
心

に
外
な
ら
な
い
O
曾
っ
て
宗
孔
堂
'
心
聖
軒
と
い
う
建
物
に
夫
々
鏡

Jru2I

を
設
け
た
時
'
弟
子
陳
道
南
が
問
い
'

｢
こ
れ
聖
人
の
明
鏡
で
は
な

い
か
.
即
ち
聖
人
の
道
の
大
な
る
も
の
'
殆
ん
ど
道
清
の
能
-
及
ぶ

所
で
は
な
い
｣
兆
恩
答
え
て

｢
汝
に
も
と
比
の
鏡
が
有
る
.
汝
の
心

に
在
り
'
汝
自
ら
有
r)
自
ら
之
を
失
う
の
み
｡
泰
子
の
心
は
汝
の
心

鏡
で
あ
る
｡
汝
に
ど
う
し
て
此
の
赤
子
の
心
が
な
か
ろ
う
か
｣

｢
則

ち
聖
人
の
心
の
鏡
は
我
に
在
り
'
聖
人
酢
我
'
我
則
変
人
で
あ
る
L

と
｡
か
-
て
聖
人
の
心
と
我
の
心
せ
何
ら
相
違
な
し
と
薦
す
.
き
た

.J

和

人
に
教
え
る
の
に
常
に
賛
蔵
中
の
本
色
麻
銀
を
以
て
境
と
し
た
･｡
即

_

ち

･

l

汝
の
心
は
豊
人
の
心
な
Jet.O
盈
人
d
心
は
赤
子
御
心
な
り
O
汝
豊

に
赤
子
の
心
な
か
ら
ん
や
.
鹿
町
赤
子
Q
心
は
賛
蔵
中
の
薪

銀
な

ゎ
0
人
問
う
､
仲
尾
の
襲
た
る
は

7
に
在
ら
ず
や
｡
兆
恩
日
く
'

然
り
'
仲
尾
告
の

1
を
以
て
之
を
用
い
て
人
に
教
ケ
｡

是
れ

1
酢

の
虞
心
を
以
て
す
｡

一
鮎
の
異
心
は
平
常
心
な
り
｡
大
挙
の
所
謂

杢
善
な
少

O

ま
た
門
人
林
延
潤
が
加
え
て
'

そ
れ

1
雛
の
虞
心
は
百
姓
日
用
の
常
心
な
少
｡
之

を
虞
金
と
言
わ

す

淋
銀
と
言
う
は
'
蓋
し
顔
銀
は
乃
ち
百
姓
日
用
の
常
襲
な
り
｡

故
に
此
の
常
賓
を
失
え
ば
以
て
謀
生
の
資
と
虜
す
な
し
.
此
め
常

心
を
変
え
ぼ
即
ち
以
で
作
聖
の
本
と
薦
す
な
し
｡

t

と
言
う
P
で
あ
る
｡.
此
の
儀
に
見
て
く
渇
と
'
狐
鳳
に
深
く
陽
明
の

心
詮
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
や
､
し
か
も
ま
た
兆
樽

と
選

別
後
し
て
盛
ん
催
講
説
に
つ
去

め
た
羅
汝
芳
に
敷
け
る

｢
赤
子

叫

.

叫
-

の
心
｣

或
は
李
卓
番
の

｢
葦
心
L
と
S
う
意
識
に
も
繋
が
る
も
の
が

あ
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
.

-L26-1

-･吐
か
も
兆
恩
は
t
か
ゝ
る
解
樺
を
ぼ
三
顧
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
'

＼

心
の
本
体
は
三
教
の
変
人
と
符
実
を
合
し
'
結
局
我
が
心
な
れ
と
鳥

..

す
｡
兆
恩
の
道
徳
健
棒
略
に
は
無
為
を
展
常
即
ち
来
襲
の
中
と
解
し
､
､

ま
た
孟
子
に
鼓
し
て
易
の

｢溌
心
嚢
歳
於
密
J
の
心
は
孟
子
の
所
謂



淫ア

｢
不
失
赤
子
乏
心
｣
で
あ
り
'
常
清
静
産
の
･
｢
内
観
其
心
｣,
は
樺
氏

の

｢
肉
囲
心
｣

で
あ
る
と
述
べ
'
或
は
壇
鮭
の

｢
寓
法
轟
在
声
心
L

･

を
引
S
て
性
を
見
ん
と
欲
せ
ば
般
若
麿
巻
に
求
む
る
に
非
や
し
て
自

性
の
塵
経
に
索
か
べ
L
iJ為
し
て
'
山
河
大
地
㈲
戴
'･l
我
郎
山
河
大

61一

地
'
結
局
俳
も
白
心
の
併
即
ち
本
来
の
展
心
を
謂
う
と
し
た
｡
以
上

が
兆
恩
の
根
本
思
想
を
な
す
心
詮
で
あ
る
が
'
之
を
概
論
す

_
る
と
､

人
の

7
心
'
掌
理
成
な
具
わ
る
を
以
て
'
儒
た
ら
ん
と
欲
せ
ば
儒
'

漂

ら

ん
と
欲
せ
ば
喝

梓
た
ら
ん
と
欲
せ
ば
樺
'
敦
に
在
る
の

7
S

q

ま
た
,

卜

そ
れ
導
は

7
の
み
'
教
に
三
有
り
.
孔
子
の
教
は
専
ら
三
綱
五
常

に
在
り
'
以
て
本
を
立
つ
｡
老
子
の
教
は
専
ら
修
心
煉
性
紅
在
り
'

以
て
入
門
と
す
.
樺
曲
の
教
は
専
ら
虚
基
本
体
に
在
り
'
以
て
極

ノヽ81

則
と
す
｡

一し
か
し
こ
の
三
氏
の
教
は
決
し
て
奥
る
新
教
-
'
各
自
に
故
本
有
力
1

入
門
'
極
則
あ
り
'
要
は
そ
の
再
発
な
､る
も

の
を
立
本
と
薦
し
､
女

を
入
門
'
更
に
極
則
と
な
す
も
の
で
'
そ
こ
に
は
三
教
に
同
異
是
非

な
く
'
敬
三
道
.T
t
道

1
則
心
､7
と
膚

7
す
る
.
た
ゞ
儒
教
が
人
倫

日
用
舵
切
な
る
を
ぶ
て
塊
と
な
し
'
必
ら
ザ
世
間
藩
を
了
得
し
て
ー後
'

-

出
世
間
に
及
ぶ
が
故
に
宣
教
滞
席
と
鳥
亦
唱
え
る
の
で
あ
る
｡

で
は
こ
の
よ
う
な
三
教
合

一
の
大
旨
は
如
何
な
る
教
養
畢
鼓
が
基

礎
を
馬
し
て
い
る
ゐ
だ
ろ
う
か
O
脚
も
采
元
i
Gり
係
数
界
の
主
流
螺

碑
で
あ
り
､
最
も
多
-
用
い
ら
れ
た
澄
典
は
般
若
心
経
､
金
翻
燈
'

横
伽
経
で
あ
っ
た
｡
明
代
に
入
つ
て
も
女
鹿
が
天
下
の
健
に
轟
諦
せ

I
し
め
た
の
は
こ
の
三
寒
gJ
あ
り
'
右
書
世
の
宗
勅
も
こ
れ
に
等
樺
を

加
え
尭
程
で
あ
る
が
'
そ
の
他
の
歴
典
で
妹
'
輝
鑑
稽
古
略
綬
集
T
l

大
明
高
僚
停
'
賂
綬
高
僚
俸
等
に
依
っ
て
み
る
と
.
華
厳
経
t.
汝
華

喝

梼
厳
産
'
囲
覚
産
亀
が
用
い
ら
れ
t
.ま
た
熊
賜
履
¢
拳
銃

(餐

五
三
)
に
は
'
｢
輝
子
の
奉
じ
て
以
て
揖
南
と
為
す
所
の
者
は
'
金

剛
'
心
審
'
稚
摩
'
横
伽
'
風
発
'
梯
厳
'
放
し
て
碓
家
の
六
籍
と

鴬
す
｡
亦
吾
が
儀
の
六
経
の
ど
と
L

Lと
言
い
'
概
ね
明
代
の
俳
輿

が
わ
か
る
.
兆
恩
に
於
て
も
例
外
で
な
く
'
蕗

豪
の
中
心
上
し
て
心
′

経
を
奉
げ
'
こ
れ
に
心
摩
樺
略
'
心
癒
概
論
の
著
あ
り
'
叉
金
剛
歴

統
葡
四
琴
を
も
著
し
'
廃
園
覚
鮭
'
壇
歴
'
長

春
語
録
等
締
家
の
夢

典
を
随
虚
に
引
用
し
て
い
hq
.
道
教
思
想
と
し
七
は
道
徳
華
､
常
宿

静
贋
を
代
表
と
L
t
荘
子
'
･
丘
長
春
等
の
欝
を
引
き
'
儒
家
思
想
と

し
て
は
大
挙
､
中
庸
'
論
語
'
孟
子
の
四
書
を
森
S
.
そ
れ
以
下
は

密
億
の
管
明
ら
か
な
ら
ザ

.
と
t
て
斥
軒
渡
.
似
上
bJ永
ら
Ai,債
ワ
雪
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姐
級
さ
れ
た
の
が
兆
恩
B
ll薮

融
合
息
憩
で
あ
っ
た
O

.

さ
て
兆
恩
の
三
敦
に
封
す
る
態
度
は
'
結
局
心
の
本
体
を
明
す
こ

と
を
求
め
'
そ
の
錬
成
の
段
階
と
し
て
'

1
度
儒
道
僻
を
立
木
入
門
･

極
則
と
分
け
る
所
の
言
わ
ば
鼎
分
詮
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
三
教
の
融

合
過
程
を
通
観
す
る
と
､
久
保
田
量
遠
氏
の
｢
支
部
儒
道
併
交
渉
史
｣

に
も
畢
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
既
に
隔
唐
頃
に
李
士
藷
の
三
敦
鼎

＼

立
詮
あ
り
'
僻
は
日
'
道
は
月
'
儒
は
五
星
と
し
て
三
者
と
も
欠
-

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
論
じ
'
或
は
圭
峯
宗
密
は
原
人
論
に

｢
孔
老
樺

迦
は
み
な
室
聖
に
し
て
'
時
に
随
い
時
に
麿
じ
て
教
え
を
設
け
'
塗

を
殊
に
す
.
内
外
相
資
け
て
共
に
群
庶
を
利
す
｣
と
言
っ
て
い
る
｡

･そ
れ
が
五
代
宋
に
至
っ
て
は
更
に
鼎
立
的
傾
向
は

1
椴
的
と
な
か
'

大
発
憤
壇
は

｢
天
に
四
時
あ
.り
'
循
環
し
て
高
物
を
生
成
す
る
如
上

聖
人
の
教
え
迭
に
扶
持
し
て
天
下
を
化
成
す
｡
そ
の
極
に
至
り
て
や
t

FhH一
91

弊
あ
れ
ぜ
も
'
弊
は
跡
な
の
'

道
は

1
の
み
｣
と
言
い
'
契

嵩

も

＼

｢
苗

へ
に
聖
人
有
り
'
日
-
併
'
日
-
儒
'
日
-
百
家
'
心
は
則
ち

1
に
し
て
'
そ
の
速
は
則
ち
異
な
り
｡
夫
れ

]
つ
な
り
と
は
'
其
の
･

皆
な
人
の
善
を
残
す
を
欲
す
る
こ
と
な
り
｡
異
な
り
と
は
'
豪
を
分

Giu02

ち
て
各
々
其
の
教
え
を
為
す
こ
と
な
り
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
ら

采
代

7
殻
に
見
ら
れ
る
三
教
融
合
意
識
と
兆
恩
の
思
想
と
に
相
通
す

る
所
は
､

結
局

｢
道

.i
敬
三
｣
な
る
息
惟
形
態
で
あ
り
､
そ
れ
が
中

国
人
の
三
敬
理
解
に
お
け
る
基
本
的
傾
向
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
'

ま
た
両
者
の
大
き
な
相
違
鮎
も
見
出
し
得
る
｡
先
づ
末
代
意
識
に
は

ず

第

1
に
宇
宙
根
源
の
遣
よ
旦

二
教
は
分
れ
る
が
'
そ
れ
-付1
表
現
さ

れ
た
儒
教
道
教
併
教
に
於
て
'
由
個
々
の
存
在
理
由
を
認
め
て
S
る

メ

こ
と
'
故
に
三
教
そ
れ
自
体
の
敦
に
於
て
聖
人
に
到
達
す
る
立
場
を

凍
存
せ
し
め
る
の
で
あ
り
'
次
に
は
融
合
の
仕
方
に
儲
鞄
を
以
て
心

)HU2

身
内
外
の
関
係
に
分
け
'
或
は
僻
を
修
心
'
道
を
捨
身
'
儀
を
治
世

1..1日一
2

に
嘗
て
る
な
ど
'
個
人
的
修
練
の
場
合
に
も
横
に
併
列
駒
立
場
を
採

る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
兆
恩
に
あ
つ
て
は
'
も
は
や
三
教
.Q

聖
人
に
'
或
は
儒
道
僻
三
教
そ
れ
自
壊
に
重
要
窒
息
義
が
.あ
る
Q
.で

億
-
'
三
数
を

1
鷹
立
本
入
門
極
則
と
分
け
る
と
維
-も
'
そ
れ
は
聖

人
に
到
達
す
る
練
成
過
程
の
段
階
に
組
み
入
れ
ら
れ
t
S
わ
ば
縦
@

関
係
に
な
っ
て
す
べ
て
が

1
身
の
内
に
混
融
す
る
と
考
え
る
.
故
に

こ
'69
場
合
は
自
己
意
識
の
思
惟
方
法
に
お
け
る
三
教
と
な

り
1
時
に

儒
訣
皇

白
い
'
時
に
道
僻
的
な
傾
向
の
表
現
と
も
#
'る
の
で
あ
る
｡

∫′
こ
ゝ
に
於
て
現
代
中
開
人
に
通
す
る
三
教
意
識
が
形
威
さ
れ
'君
清
代

ヽ

居
士
沸
教
の
隆
盛
の
基
盤
と
も
な
サ

ー
居
士
が
儒
教
信
者
で
あ
り
'
一

ノヽ3

併
教
信
者
で
あ

り
'
同
時
に
.道
教
信
者
で
あ
fQN･1)S
う
態
度
に
繋
が
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る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

①

黄
宋
義

｢
甫
雷
文
案
｣
巻
九

｢
林
室
数
樽
｣

②

興
化
好
常
田
願
意
'
塵
纂
両
建
遺
志
に
樽
が
あ
る
｡

⑲ ㊥ ⑯

｢
全
集
｣
見
性
篤
､
壇
藤
訊
稗
｡

｢
同
｣
緯
鶴
巻
四
㌧
各
論
三
敦
｡

｢
同
｣
夏

一
､
遭

一
致
三
第

一
｡

⑥ ⑤ ④ ③⑨ ⑧ ⑦

｢
林
子
全
集
｣
疏
天
文
稿
附
錬
報
束
其

f
及
び
林
子
叙
文
O

′

｢
同
｣
緯
覇
巻
ニ
'
滝
追
究
期
啓
繭
久
近
諸
亡
魂
文
｡

帯
周
願
意
巻
四
㌧
建
置
志
寺
親
の
俵
｡

｢
全
集
｣
奮
稲
巻
二
､
答
筆
数
王
武
勝
先
生
.
歌
天
姦
先
生
仝
書
巻
九

奏
疏
,
燦
賢
路
端
士
趨
以
弘
豊
治
疏
｡
.こ
れ
ら
に
よ
る
と
同
じ
-
薦
め

ら
れ
た
者
に
､
揚
希
薄
'
郭
忠
信
､
管
志
道
'
商
永
錫
､
謝
恩
'
曹
胤

儒
'
揚
床
､
劉
思
召
尊
が
あ
っ
た
｡

｢
全
集
｣
疏
天
文
稀
｡

｢
同
｣
香
箱
撃

一､
番
羅
念
庵
公

｡

'

王
武
傷
は
胡
座
山
の
女
王
有
訓
の
叔
'
嘉
靖

十八
年
胡
産
山

と共
に
曾

試
に
赴
い
た
人
で
あ
り
､
洪
穿
洲
'
遊
撃
博
は
共
に
秋
定
向
の
門
人
で

あ
る
｡

⑲

｢
全
集
｣
横
稿
巻

7
､
文
箱
六
O

⑪

｢
同
｣
本
体
敦
｡

㊥

｢
同
｣
心
鐙
指
迷
｡

@

｢
同
｣
薪
銀
噛
｡

⑯

明
儒
草
案
巻
三
十
四
㌧
泰
州
三
､
羅
近
湊
侍
に

｢
天
初
め
我
を
生
む
'

只
是
れ
個
の
赤
子
な
り
.
赤
子
の
心
洋
食
天
理
な
り
.｣

｢
聖
賢
の
革
は
'

こ
れ
赤
子
の
心
に
本
づ
き
､
以
て
敬
源
と
篤
す
｡
叉
誇
れ
を
庶
人
の
心

に
徹
し
'
以
て
日
用
と
悠
す
｣
と
言
う
O

.

@
李
卓
香
､
焚
書
三
'
童
心
瀧
｡

㊥

常
盤
大
定
著

｢
支
部
に
お
け
る
僻
敦
と
儒
教
道
教
｣
ノニ
0
1
頁
｡

⑳

輔
敦
騎
坤
｡

㊧

智
囲

｢
閑
居
篇
｣｡

㊥
･
原
道
論
｡

⑳

中
村
元
老

｢
東
洋
人
の
思
惟
方
法
｣
第

山
部
､
五
五
二
貢
｡

三
'
林
兆
恩
の
融

合
教
化

か
く
て
三
教
相
互
の
超
克
は
'
究
極
の
所
'
心
を
求
め
る
蘭
に
於

て到
達
さ
れ
た
｡
し
か
し
改
め
て
眼
を
持
す
る
時
'
示

1
る
儒
道
樺

の
峻

別
を
の
り
越
か
る
べ
き
要
素
は
'
既
に
陽
明
心
畢
そ
の
も
の
に

存
し
て
5
た
の
で
は
な
か
み
う
か
｡
即
ち
心
撃

の
根
本
課
題
が
最
究

魔

に
入

間
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
少
'
道
を
求
め
る

一
鮎
収
止
揚
さ

れ
た
時
'
も
は
風
儀
樺

の
封
立
は
存
在
し
得

べ
-
も
な
い
｡
而
し
て

ノ･か
ゝ

る
方
向
に
鋭
く
追
求
し
て
い
っ
た
人

々
を
そ
の
畢
流
に
多
-
見

!

出
す
｡
例
え
ば
陽
明

の
高
弟
王
長
は
往

々
師
詮
を
凌
駕
し
持
論
各

々

高
遠
で
あ
っ
て
'
麺

老
二
氏
に
蘭
入
す
す
と
言
わ
れ
､
叉
講
拳

の
宜

.
頭
避
大
洲
は
堂

々
と
輝
を
公
言
し
た
の
で
あ
る
加
'
更
に
管
志
道
'

庶
政
,
衰
宏
遣
,
･李
卓
書
等

に
於
て
旦

二
讐

軌

が
主
張
さ
れ
た
の

･ - 29 -
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′ゝ

(

1

で
あ
る
b
で
は
李
草
書
に
於
て
虻
ど
う
で
あ
ろ
う
か
..
卓
吾

に従
え

ば
'
三
教
の
聖
人
は
旗
天
立
地
'
異
同
の
あ
る
筈
の
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
'
故
に
天
下
に
二
道
恩
-
'
鹿
賀
に
南
心
な
し
と
言
わ

れ
る
｡
而
し
て

7
方
で
は
道
と
言
い
'
他
方
で
は
心
と
調
う
も
何
等

相
違
な
く
'
愚
夫
愚
婦
よ
り
昆
虫
草
木
に
斬
る
ま
で
､
此
の
道
此
の

心
の
外
′に
出
る
こ
と
は
出
来
な
S
Q
蓋
し
三
教
の
聖
人
に
於
て
こ
な

ら
し
め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
得
ず
'
爾
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
能

あ

ぬ
の
で
あ
る
と
｡
そ
こ
に
放
て
は
道
家
の

｢
固
地

7
撃
一
輝
豪
の

l

｢
未
生
以
前
｣
儒
家
の

｢
未
畿
之
中
｣
は
い
づ
れ
も
ひ
と
し
-
人
を

し
て
拳
に
参
ぜ
し
め
る
た
め
の
話
頭
と
し
て
平
等
の
慣
値
か
承
認
せ

ら
れ
た
と
い
う
｡
か
-
て
は
陽
明
が
采
以
来
性
理
撃
の
偉
銃
に
立
っ

て
飽
-
ま
で
固
執
し
て
い
た
飾
老
排
撃
は
完
全
に
棄
て
ら
れ
'
三
教

峻
別
を
超
克
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
吾
々
は
李
草
書

と
林
兆
恩
と
が
如
何
に
共
通
の
思
惟
に
立
っ
て
い
る
か
を
知
る
で
あ

ろ
う
.
し
か
も
両
者
が
倶
将

｢
間
の

.】■Hu
3

期
相
前
後
し
て
残
し
た
同
時
代
人
で

り
ー.

異
端
｣
と
呼
ば
れ
､
叉
高
層
中

あ
る
こ
と
を
思
い
起
す
な
ら
ば
'

そ
の
時
代
の
三
教
思
惟
体
系
を
よ
-
察
知
し
得
る
の
で
あ
る
｡

明
代
に
お
け
る
儒
家
の
併
老
排
撃
は
'
陽
明
に
於
て
も
穣
存
し
て

i
.た
が
'
そ
れ
は
漸
く
外
形
的
な
も
の
と
な
り
'
樺
氏
が
人
倫
を
棄

て
て
単
な
る
値
入
的
安
心
立
㈲
を
は
か
る
立
場
､
■り
ま
り
猟
華
主
静

で
は
天
下
国
家
を
治
め
得
.な
い
と
い
牢
に
あ
タ
t,
陽
明
も
自
利
昏
魔
′

LlrH一▲l

と
寂
滅
な
る
二
鮎
に
攻
撃
を
表
明
し
て
S
る
｡
し
か
し
兆
恩
に
至
る

･と
'
｢
世
間
に
在
り
て
出
世
問
に
及
ぶ
｣
こ
と
を
最
上
と
な
し
'
六
敵

意
能
の
言
を
引
き

･r俸
法
は
世
間
に
在
り
'
世
間
を
離
れ
ず
し
て
尭

る
.O

世
を
離
れ
菩
櫨
を
求
む
句
は
'
恰
も
兎
に
角
を
求
む
る
に
似
た

珍
し
と
言
う
て
'
陽
明
に
見
る
寂
滅
即
ち
山
人
虚
士
と
な
っ
て
暫
己

を
修
す
る
の
態
を
香
定
す
る
と
共
に
'
こ
れ
を
儒
家
意
識
と
融
合
し

て
世
間
庭
在
っ
て
Iも
併
宅
の
極
致
に
到
達
心
得
る
と
考
え
た
｡
か
_上

印

る
酢
か
ら
形
･だ
け
の
剃
髪
出
家
を
否
定
L
t
逮
寺
輪
奥
の
美
を
斥
け
'

ま
た
道
家
に
放
け
る
道
壇
に
詣
-
符
轟
を
受
け
議
文
を
信
ず
る
が
灘
､

を
を

7
笑
に
附
し
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
は
兆
恩
に
於
け
る
心
説
の
嘗

然
〇
由
緒
で
あ
る
が
'
束
に
ま
た
そ
の
底
に
は
兆
恩
の
鋭
い
社
食
批

判
即
ち
修
道
増
加
と
素
質
低
下
へ
の
指
摘
が
食
ま
れ
て
'i
た
の
で
あ

.
e?

る
｡

さ
れ
ば
兆
恩
は
そ
の
疏
稿
に

｢
尊
敬
に
倫
閑
し
以
て
薄
手
湛
食

ヽ
の
民
と
な
る
も
の
'
且
に
道
樺
着
流
に
し
て
誠
に
伶
た
-
道
た
る
を

楽
し
む
に
あ
ら
す
'
特
に
費
た
る
を
以
て
の
故
に
寺
親
に
棲
逃
し
t
L

以
て
倫
屡
を
断
案
す
る
は
'
展
に
や
む
を
得
ざ
る
な
り
｡
或
は

7
等

′

稿
僻
の
徒
あ
り
'
而
し
て
心
に
倫
展
を
断
棄
す
る
に
甘
ん
す
る
者
､
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関
々
亦
こ
れ
有
り
｡i
方
今
修
道
の
盛
'
各
省
無
慮
数
千
人
'
堂
に
骨

橋
僻
の
徒
に
し
て
'
心
に
倫
屡
を
断
菓
す
る
灯
甘
ん
ぜ
む
や
｣
と
述

べ
'
ノ常
時
倍
尊
敬
に
あ
っ
て

そ
の
寺
跡
の
利
を
以
て
天
下
の
利
を

EiJJ
7

獲
る
こ
と
甚
し
か
も
の
あ
る
を
指
摘
し
｣
そ
の
利
を
割
き
て
之
を
用

う
べ
L
jJ考
え
た
の
で
あ
る
｡
蓋
し
特
に
北
方
の
倫
寺
.Q
天
利
放
き

忙
此
し
て
'
南
方
の
倫
寺
は
嘗
抱
を
利
し
､
南
方
の
属
は
貧
乏
よ
歩

興
る
と
雄
も
囲
る
所
射
ち
易
も

頭
選

一
た
び
落
別
し
て
田
園
遵
陣
'

ノヽ8

官
は
封
君
に
擬
し
坐
し
て
軽
把
を
享
-
る
が
如
き
状
潜
に
あ
っ
た
｡

故
忙
費
の
薦
'
或
は
利
財
を
以

て奇
観
に
投
入
す
る
も
の
町

す
べ

か
ら
-
婁
嫁
せ
し
め
て
人
倫
の
道
に
就
か
し
め
'
尊
親
の
財
を
贋
-

粛
用
す
れ
ば
'
属
は
-磨
節
を
守
り
人
材
を
作
り
文
拳
を
優
し
歳
荒
を

救
払
風
俗
を
菩
-
し
得
る
も
の
と
焦
し
殆
q
ま
た
兆
恩
の
貧
者
に
封

す
る
感
情
は
'
次
の
如
き
上
線
文
と
な
っ
て
現
れ
た
O
即
ち

｢
代
瑠

[■り9

て
太
守
陳
雲
潤
公
に
上
る
｣
と
S
.う
文
に
'
｢
食
は
固
よ
-
属
の
天
な

歩
'
食
亦
士
の
常
な
り
.
某
等
極
貧
の
士
な
り
｡
壷

に
升
斗
の
利
を

.頗
わ
む
や
㍉

但
昔
日
富
者
の
過
確
は
固
よ
り
貧
者
の
菅
と
薦
す
｡
而

七
て
今
日
貧
者
の
強
確
は
'
某
に
瀬
音
の
憂
と
為
す
.
況
ん
や
取
成

の
候
'
今
を
距
る
こ
と
倍
速
し
｡
而
し
て
湊
演
の
風
'
漸
-
支
う
べ

故

か
ら
ず
.
書
帯
域
の
危
は
､
外
の
倭
夷
に
在
も
す
七
て
'
内
の
百
姓

に
在
る
を
漁
る
｡
]
言冨

興
し
て
庇
に
畳
や
.
毎
夙
硬
派
沸
毛

故
に

僚
陳
す
る
こ
と
左
の
如
し
｣
と
.
か
-
の
如
く
勇
者
の
味
方
と
な
八

時
に
商
晋
を
せ
ん
と
し
て
も
賓
な
る
者
に
は
屡
々
銀
を
輿
え
'
他
面

11
般
配
合
の
奪
俸
惇
磯
に
封
し
て
は
'
深
-く
之
を
戒
め
婚
葬
迎
賓
の

ノヽ01

聾
を
規
準
じ
沌
典
集
塵
を
正
し
た
の
.噌
あ
る
.

＼

以
上
の
事
柄
に
よ
っ
て
兆
息
の
｢
面
が
把
嘩
さ
れ
る
が
'
兆
恩
の
-

や

防
心
事
は
も
は
や
士
大
夫
の
間
に
な
く

飽
く
ま
で
も

l
般
庶
民
に

伺
っ
て
い
た
｡
故
に
庶
民
に
敬
う
る
に
は
出
奔
得
る
限
り
平
易
に
説

か
ざ
る
を
得
な
-
な
る
｡
そ
こ
で
鏡
密
以
て
心
鏡
と
し
て
説
明
し
'

心
の
本
体
に
癒
え
る
に
百
姓
日
用
の
糸
鋸
を
以
て
L
t
更
に
入
門
の

魚
に
は
兆
恩
凋
白
の
長
骨
心
湊
を
以
て
し
た
.
こ
の
且
背
泳
に
就
て

..夢

ば
謝
寒
鮒
は
五
雑
狙

(
懇
八
)
に

｢
書
画
中
に
又
三
教
の
術
有
少
､

葦
し
育
中
林
兆
恩
な
る
者
に
起
-
'
長
背
の
法
を
以
て
人
に
教
え
靖

を
癒
し
'
因
っ
て
精
々
験
有
り
｡
故
に
其
腰
従
う
者
雲
集
L
t
時
々

相
偉
授
す
｣
と
嘗
う
.
そ
の
内
容
に
裁
て
辞
し
-
知
-
難
い
が
'
要

す
る
に
易
の

｢
長
英
背
'
不
獲
其
身
O
行
其
庭
'
木
見
英
人
'
無
沓
｣

に
本
づ
き
､
儒
家
の
五
行
説
'
道
家
の
虞
火
展
水
交
葦
の
説
を
附
脅

し
た
も
の
で
ハ-
初
め
聖
二
教
先
生
の
四
ケ
字
を
口
金
L
t
菅
9
摩
子

裡
に
重
り
'
内
念
の
正
を
以
で
成
‥念
の
邪
を
止
め
'
速
に
無
念
に
連

⊥ 31-
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ノヽ～

.
一･▲

す
る
と
い
う

一
種
の
精
潮
修
養
で
あ
る
｡
そ
の
著
九
序
摘
言
に
依
る

と
'
受
業
の
弟
子
に
先
づ
日
用
人
倫
の
要
項
を
記
し
た
天
央
言
を
輿

i(

爽
S
で
艮
背
止
念
の
心
法
を
教
え
て
順
次
工
夫
を
重
ね
'
最
後

に
極
則
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
b

こ
の
様
な
簡
明
な
る
手
段
に
よ
っ

て
世
人
を
教
化
す
る
と
共
に
､
兆
恩
自
ら
は
嘗
つ
て
宋
衝
に
諸
生
と

し
て
召
さ
れ
'
砿
走
向
よ
り
薦
馨
に
輿
つ
て
も
､､
｢
願
-
は
天
地
の

間
'

7,不
識
字
の
村
漠
と
残
り
足
れ
り
･J
と
庶
溝
の

7
人
と
し
て
行

動
し
'
終
生
官
途
に
就
か
な
か
っ
た
｡
し
か
し
他
方
そ
の
弟
子
に
向

-

っ
て
は
'
時
に
卑
子
の
書

.を焚
い
て
乗
る
者
に
は
馨
葉
の
行
う
べ
き

.1■Ht
21

所
以
を
教
え
'
商
を
棄
て
て
乗
り
従
う
者
に
は
商
晋
に
努
む
べ
き
を

諭
し
'
畢
道
の
人
'
何
ぞ
必
ら
す
士
農
工
商
の
常
葉
を
棄
て
る
べ
か

ら
す
や
と
謀
生
の
硯
葦
を
肯
定
し
て
､
そ
こ
に
こ
そ
虞
の
得
道
の
存

す
る
鮎
を
強
調
教
化
し
た
の
で
あ
る
｡
故
に
兆
恩
に
従
う
者
に
は
上

下
の
別
な
-
､
巳
達
の
士
あ
り
'
至
微
の
徒
遜
り
'
儒
道
飾
家
鳩
商

)31

晋
も
あ
っ
た
｡
も
は
や
こ
1
に
至
っ
て
は
白
根
白
木
の
撃
に
貴
腐
の

相
異
な
-
'
天
子
よ
り
庶
人
に
至
る
蜜
で
す
べ
て
同

7
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
り
'
差
別
的
意
識
は
完
全
に
消
滅
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡ヽ

こ
の
棟
に
考
察
し
て
-
る
と
'
既
に
畢
げ
た
李
卓
書
と
'
こ
の
林

兆
恩
と
の
間
に
同
じ
-
三
教

1
敦
､
或
些
二
教
犀
席
が
強
調
さ
れ
牢

-
と
雄
も
､
そ
こ
収
個
人
的
差
異
が
判
然
と
見
出
さ
れ
て
Y
る
｡
中
国

FJAl

近
代
思
想
革
命
以
前
に
お
け
る
人
間
解
放
の斎

鮎
と
言
わ
れ
か
阜
吾

に
あ
つ
て
は
三
教
犀
儀
は
､
飽
-
ま
で
も
先
JfO
,道
を
求
む
る
自
己
思

惟
を
通
じ
て
の
三
教
蹄
儀
で
あ
り
'
畢
章
す

る
に
畢
な
る

1
鮎
に
集

中
さ
れ
た
も
の
で
'
要
は

｢根
底
に
於
て
耗
乎
た
る
心
聾
者
､
天
が

崩
れ
よ
う
と
鞄
が
沈
も
う
と
お
か
ま
い
な
し
で
'
た
だ
-

本
体
を

･
)51

論
す
る
の
み
と

1
律
に
非
難
さ
れ
る
所
謂
基
疎
な
心
畢
者
｣
で
あ
っ

た
｡
彼
の
意
識
に
は
所
謂
硯
茸
の
社
食
な
る
も.
の
は
存
在
し
な
か
っ

た
.
..
そ
れ
が
叉

1
両
卓
書
き
し
て
剃
柴
し
て
縛
に
人
ら
し
め
た
も
の

で
あ
り
'
死
後
に
於
て
逢

着

奇
矯
'
猫
狂
放
韓
の
徒
と
し
て
反
対

61

涙
の
手
痛
S
非
難
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
が
'
し
か
し
卓
吾
の
底

に
流
れ
る
士
大
夫
意
識
億
梯
拭
し
得
べ
-
も
な
Y
.
自
ら
如
何
に
反

士
大
夫
的
な
ら
ん
と
し
て
も
'
依
然
士
大
夫
的
範
噂
か
ら
超
脱
し
得

I

な
か
っ
た
棟
に
感
ぜ
ら
れ
る
｡
だ
が
基
層
は
卓
膏
と
目
的
を
異
に
L
t

革
に
心
畢
者
と
し
て
の
三
教
犀
借
で
は
な
-
'
飽
-
ま
で
も
三
教
融

合
そ
の
も
の
を
企
固
L
t､
そ
れ
を
庶
民
に
教
化
せ
ん
と
す
る
鴻
の
で

㌧ぁ
っ
た
｡
勿
論
所
在
に
教
を
設
け
'
流
俗
を
鼓
動
し
て
頑
儒
部
夫
を

も
興
起
せ
し
め
て
ゆ
く
陽
明
-
泰
州
畢
茨
1
単
音
に
流
れ
る
よ
う
な

藤

い
心
畢
意
識
が
'
ま
た
兆
恩
の
内
に
も
窺
え
る
も
の
で
ぁ
る
が
'

32 丁
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兆
層
の
場
合
そ
れ
竺

豪

融
合
な
る
暦
に
集
約
L
酸
合
的
運
動
に
嘩

め
ら
れ
'
畢
な
る
思
惟
を
越
え
て
宗
教
的
要
素
を
含
ん
だ
配
合
教
化

と
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
散
に
兆
恩
は
自
己
の
敷
設
に
沖
常
な
抱

負
を
持
っ
て
い
た
｡

.如

ち

r.世
人
二
氏
の
拳
を
異
端
と
謂
う
.

必

＼

す
L
も
二
氏
の
拳
は
儒
者
と
異
る
に
非
す
｡
儒
を
畢
び
童
心
知
性
を

知
ら
ざ
る
を
便
ち
儒
門
の
異
端
と
謂
う
.
道
む
畢
び
修
心
煉
性
を
知

ら
ざ
る
を
便
ち
道
門
の
異
端
と
謂
う
｡
樺
を
畢
び
明
心
了
性
を
明
さ

ざ
る
を
健
ち
樺
門
の
異
端
と
謂
う
｡
鳴
呼
聖
人
の
世
を
患
る
こ
と
此
J

の
著
-
其
れ
達
し
｡
三
教
の
道
の
乱
る
こ
と
此
の
若
-
其
れ
甚
1
.
I

侶
余
の
心
､

必
ず

天
下
後
世
を
し
て
此
の
三
敦
の
理
を
共
に
知
や

共
に
聞
か
ざ
る
無
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
｡
然
る
後
余
の
心
始
め
て
琴

ĥ

･
､

1

ら
か
な
り
｣
と
｡

①

島
田
塵
次
著

｢中
城
に
於
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
｣
二
〇
八
貢
.

I.メ

③

朱
褒
尊
撰

｢静
恵
居
詩
話
｣
巻
十
四
㌧
林
兆
恩
の
煉
｡

⑧

林
兆
息
は
商
暦
二
十
六
年
八
十
二
歳
で
卒
す
｡
′李
卓
吾
払
こ
れ
に
四
年

A

舟
く
れ
'
三
十
年
京
師
の
獄
中
に
-LJ自
射
し
た
｡.

④

常
盤
大
定
著
.r支
那
に
ーぉ
け
る
沸
教
と
儒
教
道
教

｣
四
六
六
貢
｡

⑤

｢
全
集
｣
真
一
､
遭
一
致
三
弟
一
及
び
三
敦
倉
編
'
東
湊
明
帝
の
俵
'
梁

㊥ ⑯ ⑳ ⑭ ⑳ ㊥ .@ ⑩､⑨ ⑧､

称
衆
愚
先
生
文
集
巻
二
㌧
王
政
附
首
疏
α
.

｢
全
集
｣
緯
覇
巻
二
｡

固
'
疏
天
文
稿
及
び
崇
経
堂
､
譜
代
鰻
祭
年
｡

同
､
心
聖
直
掃
､
艮
背
心
畠
｡

同
'
孟
子
上
及
び
夏
･一
｡

同
'
蕎
稲
啓
三
､
真
贋
啓
開
､
及
び
三
敦
骨
編
巻
八
｡

仁
井
田
陛

｢東
洋
的
敢
骨
倫
理
の
性
格
｣
〓
ハ
一
貫
｡

島
田
虚
次

｢
シ
ナ
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
｣
(東
光
弟
四
境
)0

顕
炎
武

｢
日
知
鎖
し

｡

｢
全
集
｣
溝
稿
巻
7Jr.文
稲
五

高
取
武
帝
の
味
｡

⑥

同
､
麿
稿
巻
三
㌧
擬
撰
遣
樺
人
倫
疏
構
｡

⑦

同
､
六
美
俵
容
｡

＼

㌔

.
む

す

か

.

-明川mmN::

儒
通
解
三
教
は
宋
代
に
於
で
簸
た
な
装
い
を
以
て
自
己
を
確
立
し
･

た
.
特
に
儒
教
は
そ
の
内
部
に
か
な
-
電
飾
二
教
の
要
素
を
祷
取
し
･-

た
が
'
少
-
と
も
儒
教
の
優
越
ik窒

息
放
し
'
儒
教
69
み
を
準

7
と

認
め
'
他
の
二
教
と
の
峻
別
を
飽
く
ま
で
も
固
執
せ
ん
と
し
た
.
そ

れ
が
官
僚
層
を
背
景
と
す
る
朱
子
笹
的
立
場
で
あ
る
｡
し
か
し
末
代

に
起
っ
た
陸
象
山
の
主
観
主
義
的
傾
向
は
'
養

子
的
立
場
に
封
直
し
'

や
が
で
王
陽
明
以
後
に
至
っ
て
三
敦
封
立
を
酪
克
L
t
同
蹄
致

7
の

思
潮
を
速
に
肯
定
し
七
し
ま
っ
た
.
そ
し
て
陽
明
の
心
撃
は
商
人
樵

夫
等
の
庶
民
に
ゆ
き
わ
た
り
∵
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
封
抗
す
る
民
間
畢

.㍗33一
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ノヽ1

術
の
主
勢
力
と
な
つ
缶
が
'
そ
の
中
に
現
れ
衷
林
兆
屈
は
t
か
1

る

意
識
を
妓
介
と
し
て
三
教
把
宗
教
的
要
素
を
輿
え
'
三
敦
発
生
と
解

せ
ら
れ
る
程
こ
の
融
合
を
以
て
任
務
と
し
た
｡
特
に
士
大
夫
に
強
-

｢

固
執
さ
れ
た
三
教
の
隔
陣
を
取
り
除
き
'
庶
民
と
同
じ
-
之
に
参
輿

せ
し
め
て
三
教
融
合
形
態
を
形
成
し
た
β
.
こ
1

に
於
て
グ
ラ
ネ
が
言

う
ど
と
-

｢之
が
今
日
な
望

邪
教
的
な
も
の
に
封
す
る
教
養
あ
る
長

JrHu
Cq

郵
人
の
感
情
を
支
配
し
て
い
る
｣
も
の
と
な
少
､
林
兆
恩
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
姿
が
顛
現
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
｡
兆
恩
に
従
う
者
に
は

真
宗
道
'
青
雲
拳
'
王
園
'
実
歴
賓
等
'
嘗
時
の
勝
流
を
始
め
甚
だ

多
-
'
そ
の
徒
都
城
に
満
ち
'
士
人
よ
り
倫
道
に
及
び
数
千
人
を
下

ら
ず
'
皆
地
を
分
け
て
侶
致
し
､
過
ぎ
て
往
還
に
投
葬
す
る
者
'
城

を
傾
け
地
を
卑
-
L
へ
有
司
も
止
め
る
能
あ
ざ
る
状
態
で
あ
か
'
更

.｢■ーh｣

に
兆
恩
授
後
も
所
産
紅
講
堂
香
火
を
設
け
て
朔
望
に
衆
合
し
42.
そ

の
末
流
に
は
兆
恩
の
採
用
し
た
長
骨
法
や
'
精
神
修
養
等
に
お
け
る

宗
教
的
要
素
を
'
所
謂
邪
教
的
方
向
に
逸
脱
せ
し
め
て
い
っ
た
も
の

の
存
在
も
香
定
出
来
ぬ
｡
し
か
し
兆
恩
に
形
威
さ
れ
た
三
敦
を

一
身

に
混
融
し
て
矛
盾
を
感
じ
な
い
そ
の
思
惟
体
系
は
'
清
代
に
盛
行
し

て
-
る
居
士
沸
教
'
或
は
爾
後

丁
椴
に
中
国
人
の
宗
教
的
感
情
の
基

ノヽ

感
と
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
で
参
ろ
㌔

京
大
東
洋
史
第
三
番
'･

二

五
貫
｡

グ
ラ
ネ
著
'
津
田
逸
夫
課

｢
支
那
人
の
宗
教
｣
二
四
二
貢
｡

｢
自
分
の
心
を
知
る
こ
TU
は
'
集
貨
と
卒
和
に
封
す
る
た
i二

つ
の
義

務
で
あ
り
'
原
則
で
あ
る
｡
こ
の
連
徳
的
主
親
主
義
は
或
る
程
度
停
放

(

童
.義
に
も
折
合
を
つ
け
三

周
の
襲
展
主
義
哲
翠
に
射
す
.rO
強
い
こ
の

み
に
よ

盈
巧
成
さ
れ
て
い
る
｣
と
い
う
グ
ラ
ネ
の
王
勝
明
に
封
す
る
止

ら
え
方
に
は
､
､備
物
足
り
ぬ
鮎
も
あ
る
が
､
陽
明
に
よ
っ
て
到
適
さ
れ

た
立
場
を
通
し
て
'
現
代
中
観
に
於
け
る
思
惟
形
態
を
把
撞
せ
ん
と
し

た
所
に
､ダ
ラ
ーネ
の
意
義
を
認
め
得
る
｡

賛
宗
義

｢
属
官
文
案
｣
巻
九
林
三
敦
停
及
び
謝
馨
制

｢
五
雑
狙
｣
巻
八
.

唐
代
道
光
成
豊
頃
よ
り
隆
盛
祇
な
っ
た
大
成
敦
'
或
は
周
大
谷
畢
渡
と

.

よ
ぼ
れ
る

表

に
就
い
て
徐
珂
の
.1
清
稗
類
妙
｣
宗
教
類
'
大
成
敦
の
,

▼

頚
に
は
こ
れ
を
林
兆
息
の
末
流
と
な
し
'
ま
た
嵐
真
野

｢
大
谷
畢
汲
之

沿
革
及
其
思
想
｣
(
東
方
難
志
二
十
四
巻
十
四
嚢
)
も
同
じ
意
見
で
あ
る
｡

し
か
し
他
方
､

劉
厚
滋
氏
は

｢
求
石
琴
輿
大
谷
畢
沢
｣

(
輔
仁
畢
誌
弟

九
巻
第

1
期
)
に
お
い
て
'
林
兆
息
と
は

何
ら
関
係
な
し
と
し
て
い
る
.

こ
Lの
鮎
､
周
大
谷
畢
汲

(
欠
成
敦
)
と
林
兆
息
と
の
関
連
は
'
今
忙
わ

か
に
即
断
出
来
な
い
と
思
う
｡
た
ゞ
大
谷
寧
次
が
陽
堺
拳
銃
の
流
を
く

む
む
の
で
､
三
敦
融
合
的
傾
向
を
濃
厚
竺

耶
す
も
の
廿
か
p
,
遮
光
成

ヽヽ

豊
頃
よ
り
陽
研
摩
流
が
か
な
り
行
わ
れ
て
融
合
に
表
面
化
し
て
く
る
こ

と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
O
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..CONFUCIANISM,TAOISM ANDBUDDHISM′

叫､ 耳N'THEIMING(明)PERIOD ＼

-WITHSPECIALREFERENCETOLINCHAO-SSU-､●
BySenryuHMan｡

rtisneedless･tosaythatConfucianism,Taoism addBuddhism are

thethreegreatschoolsofthoughtinChina.Thesethreehavebeen

- 1-



sometimesinlCOnaictandsometimePcompromised･Itwasunderthein-

duenceofthey早ngMingschoolinthesixteethcenturythatthetendency
towardsyncretism becamedominant,and it-wasLinChao･ssuwho

developedthesyncretism notonlyinthe負eldofthoughtbutalsoin
＼

itssocialand religiousphase畠.Though,generally speaking,Confu･■

.cianism,Taoism andBuddhism wereintheprocessofsyncretismduring
theMingPeriod,therewereStillsomeinsurmountablebarriersamongl
them..Thesebarrierswerenotonlyduetodifferencesincreedbutto

socialandpoliticalconditions･Theproblem was,then,howtobring■
them alltoacompromise.LinChao･ssuwastheonewhotriedtobfing

themtoasuccessfulcompromisefromthestandpointofthe"phylosophy

ofmihd"oftneWangMingschool.ThusitwasLinChao･ssuもhoput

thesethreegreatschoolsofthoughtintoarationalisticsyncretism,

whichstilldominatesthemihdofthe血ajorityo.fthecontemporary
Chinese.
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