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景

　
　

教

頂

　
　

記

　
　
　
　

一
、
景
教
碑
の
出
土
地

　

い
ま
さ
ら
景
教
碑
の
出
土
地
の
問
題
な
ど
と
り
上
げ
て
論
す

る
ま
で
も
な
い
と
は
思
ふ
が
、
そ
れ
の
征
圧
出
土
説
を
固
執
す

る
人
が
今
日
も
な
ほ
跡
を
絶
た
す
、
中
に
は
そ
れ
を
信
す
る
人

も
な
い
で
は
な
い
か
ら
、
征
服
出
土
説
の
起
っ
た
由
来
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
お
く
の
も
あ
な
が
ち
無
用
の
業
で
は
な
い
で
あ
ら

　

長
安
出
土
説
、
罷
屋
出
土
説
と
も
に
色
々
の
論
鋒
は
あ
る
が

二
次
的
な
傍
撹
を
除
い
た
根
本
の
よ
り
所
は
、
前
者
は
碑
文
白

眼
が
何
ら
塾
厘
に
開
し
て
述
べ
た
も
の
で
な
い
鮎
と
、
長
安
の

義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
裁
址
、
あ
る
ひ
は
そ
こ
忙
近
い
と
思
は
れ
。

る
地
動
に
碑
石
が
立
っ
て
ゐ
た
事
と
に
あ
り
、
後
者
の
説
が
行

は
れ
る
に
至
っ
た
の
は
偏
へ
に
景
教
碑
を
最
初
に
目
撃
し
た
西

人
な
金
尼
閣
Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ
ｓ
　
Ｔ
ｒ
ｉ
ｇ
ａ
ｕ
l
ｔ
の
報
告
に
基
づ
く
。
直
接

藤

　
　

枝

晃

の
論
鋒
は
こ
れ
だ
け
で
、
他
の
い
ろ
い
ろ
な
玲
鋒
は
い
づ
れ
も

附
加
的
、
間
接
的
な
論
鋒
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
０
富
否
は

こ
の
問
題
？

き
り
言
へ
ば
、
例
へ
ば
悠
屋
に
大
秦
寺
が
有
っ
た
か
無
か
っ
た

か
と
い
ふ
問
題
の
如
き
、
そ
れ
が
登
屋
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は

景
教
碑
が
整
屋
に
建
て
ら
れ
て
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て

何
ら
決
定
的
な
鐙
鋒
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
塾
墜
出
土
説
の
鋒
る
所
の
右
の
金
尼
閣
の
報
告
と
い
ふ

０
は
、
如
何
な
る
も
０
か
と
い
ふ
と
、
こ
れ
は
賓
は
彼
自
身
の

筆
に
な
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
死
後
十
年
除
り
を
経
て
何
大
化

Ａ
ｎ
t
.
　
ｄ
ｅ
　
　
　
Ｇ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ａ

　

の
改
編
す
る
所
に
係
り
、
金
を
三
人
稀
で

以
て
呼
ん
だ
も
０
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
金
尼
閣
は
こ
れ

よ
り
先
、
河
南
、
山
西
０
地
方
に
傅
道
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が

一
六
二
五
年
四
月
に
西
安
府
に
教
會
堂
設
立
の
命
を
う
け
、
途
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中
三
原
懸
£
於
い
て
約
五
ヶ
月
間
病
臥
し
て
ゐ
た
。
（
こ
の
間

に
景
教
碑
登
見
の
報
が
北
京
に
聞
え
て
、
教
團
よ
り
金
に
そ
の

調
査
が
命
ぜ
ら
れ
た
Ｉ
Ｉ
Ｈ
ａ
ｖ
ｒ
ｅ
ｔ
｡

　
　
Ｌ
ａ

　
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｅ
　
　
　
ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｔ
i
e
ｒ
ｍ
ｅ

ｄ
ｅ
　
S
i
-
ｎ
ｇ
ａ
ｎ
-
'
ｆ
ｏ
ｕ
｡
　
Ｉ
Ｐ
　
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
i
e
｡
　
ｐ
　
　
　
５
８
）
病
癒
え
て
後
、
漸
く

酉
安
に
至
り
、
そ
こ
で
始
め
て
こ
の
碑
に
つ
い
て
見
た
か
聞
い

た
か
し
た
ｏ
で
あ
っ
て
、
同
報
告
に
は
次
の
如
く
い
ふ
。

　

そ
の
間
、
こ
の
年
〔
一
六
二
五
年
〕
に
首
邑
〔
西
安
〕
’
か
ら

　

十
里
離
れ
た
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
と
い
ふ
部
落
で
一
の
石
が
狸
見
せ
ら

　

れ
た
（
I
n
ｔ
ｅ
ｒ
i
m
　
ｅ
ｏ
ｄ
ｅ
ｍ
　
ａ
ｎ
ｎ
ｏ
　
i
n
　
ｐ
ａ
ｅ
ｏ
　
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｃ
ｅ
ｍ

　

ｌ
ｅ
ｕ
c
i
ｓ
　
ａ
　
m
e
ｔ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
　
d
i
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｅ
　
l
a
p
i
ｓ
　
ｒ
ｅ
ｐ
ｅ
ｒ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｓ
ｔ
.
）

’
　
　
^
Ｖ

　

の
石
に
は
漢
字
と
カ
ル
デ
ア
文
字
と
が
彫
っ
て
あ
っ
て
、
之

　

に
よ
り
古
く
に
ク
リ
ス
ト
の
法
が
支
那
に
は
い
っ
た
こ
と
を

　

知
る
、
云
々
(
Ｈ
ａ
ｖ
ｒ
ｅ
ｔ
｡
　
Ｉ
^
　
ｓ
t
ｅ
ｌ
ｅ
　
ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
t
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
｡
　
I
I
｡
　
ｐ
.
　
６
<
.
i
-
７
０

　

の
フ
ラ
ン
ス
課
に
よ
る
。
括
弧
内
の
ラ
テ
ン
原
文
も
そ
れ
に
註
記
す

　

る
所
）

と
。
同
じ
報
告
書
に
は
そ
０
両
三
行
後
に
ま
た
碑
石
出
土
の
こ

と
を
繰
返
し
て
述
べ
る
。
曰
く
、

　

そ
の
省
〔
賎
酉
〕
Ｏ
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｘ
ｅ
と
い
、
ふ
部
落
で
、
今
世
紀
Ｏ

　

二
十
五
年
目
に
、
家
を
建
て
よ
う
と
土
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
が

　

人
夫
た
ち
が
高
さ
八
支
那
尺
、
幅
四
尺
ば
か
り
、
厚
さ
牛
尺

　

除
り
あ
っ
て
、
一
面
に
漢
字
の
あ
る
一
個
の
石
を
掘
り
あ
て

　

た
。
（
Ｈ
ａ
ｖ
ｒ
ｅ
ｔ
｡
　
i
b
i
d
.
｡
　
ｐ
.
　
７
０
）

　
　
　

・

　
　
　
　
　

。

と
。
こ
れ
だ
け
が
金
尼
閣
の
手
記
に
基
づ
い
た
と
い
ふ
何
大
化

の
報
告
の
景
歌
碑
出
土
に
開
す
る
要
鮎
の
す
べ
て
で
あ
Ｆ
（
念

の
た
め
断
っ
て
お
く
が
、
佐
伯
好
郎
博
士
「
景
歌
の
研
究
」
五

八
三
－
八
四
頁
、
「
支
那
基
督
教
の
研
究
」
第
一
巻
１
一
九
六
頁

に
金
尼
閣
０
報
告
と
し
て
ア
ヴ
レ
よ
り
引
く
所
の
二
句
は
賓
は

Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
ｓ
　
　
　
Ｉ
ｇ
ｎ
ａ
ｚ
　
　
　
Ｄ
ｕ
ｎ
ｙ
ｎ
-
Ｓ
ｚ
ｐ
ｏ
ｔ
が
十
八
世
紀
の
初
め
に
な

っ
て
編
纂
し
た
Ｃ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｃ
t
ａ
ｎ
ｅ
ａ
　
ｐ
ｒ
ｏ
　
h
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｉ
ａ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
　
ｆ
ａ
ｃ
ｔ
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ

ｐ
.
　
Ｔ
.
　
Ｉ
.
　
Ｄ
.
　
Ｓ
.
　
Ｓ
.
　
Ｊ
.
の
文
で
あ
っ
て
、
金
尼
閣
の
も
の
で

は
な
い
）
。
こ
０
句
が
傅
は
り
傅
は
る
内
に
、
右
の
U
ｕ
ｎ
ｙ
ｎ
-

ｒ
ｔ
Ｏ
’
あ
た
り
が
こ
れ
を
整
厘
と
解
し
西
安
か
ら
の
距
離
を
百

五
十
里
に
改
め
た
り
な
ど
し
て
、
塾
屋
出
土
説
が
は
っ
き
り
し

た
形
を
と
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
右
の
雨
句
は
果

し
て
景
教
碑
の
出
土
地
が
整
嵐
で
あ
る
と
言
っ
て
ゐ
る
も
の
と

解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
か
。

　

第
一
の
句
に
つ
い
て
見
る
に
、
先
づ
「
十
里
」
と
い
ふ
距
離

の
陥
や
愁
屋
に
あ
て
難
く
、
次
に
盤
屋
ほ
ど
の
町
を
村
落
、
部

落
を
意
味
す
る
ｐ
ａ
ｇ
ｕ
ｓ
　
<
i
ｙ
る
語
で
表
す
こ
と
も
営
を
得
た
こ

と
で
な
い
（
同
じ
報
告
書
に
は
三
原
瓢
に
つ
い
て
は
之
を
亀
ｒ
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と
呼
ん
で
ゐ
る
由
で
あ
る
－
Ｈ
ａ
ｖ
ｒ
ｅ
ｔ
｡
　
Ｉ
Ｉ
｡
　
ｐ
.
　
７
１
｡
　
ｎ
.
　
３
.
）
。

３

　

な
ほ
ヽ
こ
れ
は
節
計
な
話
と
た
る
が
、
か
ん
じ
ん
０
出
土
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

チ
ョ
ウ
チ
ー

　
　

Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
　
（
第
二
句
に
於
て
は
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｘ
ｅ
）
　
ｉ
ｆ
ｃ
*
る
字
も
、
整
屋
ｏ

　
　

昔
を
寫
し
た
も
の
か
否
か
は
問
題
な
し
と
し
な
い
。
今
日
で
こ

　
　

そ
支
那
昔
を
寫
す
の
に
ヱ
ー
ド
式
の
ロ
ー
マ
字
が
幅
を
利
か
し

　
　

て
、
フ
ラ
ン
ス
文
や
ド
イ
ツ
文
、
又
は
ラ
テ
ン
文
の
間
に
ま
で

　
　

英
語
讃
み
の
エ
ー
ド
式
・
１
マ
字
が
用
ゐ
ら
れ
る
と
と
が
屡
々

　
　

あ
る
（
さ
う
い
ふ
混
殴
ぶ
り
は
「
支
那
語
固
有
名
詞
字
典
」
の

　
　

中
に
遺
憾
な
く
現
は
れ
て
ゐ
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
そ
０
頃
の
宣

　
　

教
師
た
ち
の
・
フ
テ
ン
文
を
見
る
と
ぷ
で
以
て
ひ
を
寫
し
た

　
　

例
も
多
い
が
、
同
時
に
さ
う
で
な
い
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
る
。

　
　

た
ｔ
何
大
化
が
如
何
な
る
音
を
寫
す
た
め
に
ぷ
の
字
を
使
っ

　
　

て
ゐ
た
か
を
知
る
材
料
を
得
ら
れ
ず
、
従
っ
て
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
乃

　
　

至
第
二
句
の
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｘ
ｅ
が
如
何
な
る
支
那
昔
を
寫
し
た
か
を
知

　
　

る
を
得
な
に
い
の
を
憾
み
と
す
る
。

　
　
　

次
に
第
二
の
句
に
っ
い
て
い
ふ
と
、
ま
づ
地
名
が
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｘ
ｅ

　
　

と
あ
っ
て
、
寫
し
方
が
第
一
〇
句
と
異
っ
て
居
り
、
距
離
も
示

　
　

さ
れ
て
居
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
お
か
し
い
の
は
、
一
１
　
碑
石
め

　
　

話
を
終
っ
て
ま
た
こ
ｋ
に
繰
返
し
て
碑
石
の
舷
況
を
述
べ
て
ゐ

　
　

る
鮎
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
事
か
ら
、
こ
れ
は
何
大
化
が
右
の
報

告
を
編
纂
す
る
に
富
り
、
一
〇
貸
料
に
基
づ
い
て
第
一
〇
句
を

書
き
、
更
に
別
の
資
料
に
よ
っ
て
第
二
〇
句
を
書
き
加
へ
た
も

０
で
、
さ
う
な
る
と
ど
れ
だ
け
金
尼
閣
の
手
記
に
依
っ
て
ゐ
る

の
か
判
ら
な
く
た
る
と
い
ふ
議
論
（
Ｄ
ｒ
ａ
ｋ
ｅ
｡
　
Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ａ
ｎ
　
m
？

ｎ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
　
ｏ
ｔ
　
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
　
　
Ｉ
　
ａ
ｎ
ｇ
　
　
Ｄ
ｙ
ｎ
ａ
ｓ
ｔ
ｙ
.
　
　
　
Ｗ
Ｈ
.
｡

　
１
１
-
２
｡
　
　
ｐ
.
　
　
３
０
１
）

さ
へ
起
っ
て
来
た
。

　

そ
こ
ま
で
之
を
疑
ふ
こ
と
は
控
へ
て
、
何
大
化
の
報
告
が
西

人
最
初
の
目
撃
者
な
る
金
尼
閣
の
手
記
に
依
れ
る
も
の
と
し
て

も
、
要
す
る
叱
こ
れ
よ
り
確
か
に
知
り
得
る
出
土
地
は
、
西
安

の
郊
外
十
里
ば
か
り
の
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
あ
る
ひ
は
Ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
ｘ
ｅ
.
と
寫

さ
れ
得
る
や
う
な
名
の
部
落
で
あ
る
と
い
ふ
よ
り
以
上
の
結
論

は
出
て
来
な
い
。

　

で
ヽ
は
、
そ
の
部
落
は
何
と
い
ふ
支
那
名
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ

と
、
残
念
な
が
ら
確
か
た
こ
と
を
云
ひ
得
な
い
。
今
日
利
用
し

得
る
十
萬
分
一
地
圖
あ
た
り
に
は
そ
れ
と
党
し
い
名
が
見
え
な

い
。
乾
隆
「
西
安
府
志
」
巻
六
〇
に
引
か
れ
た
崇
聖
寺
に
あ
る

明
の
趙
徳
輝
の
碑
記
に
よ
る
と
、
景
教
碑
の
立
っ
て
ゐ
た
崇
聖

寺
（
俗
孵
金
勝
寺
）
の
返
り
は
金
勝
舗
（
現
代
北
京
曹
、
ヱ
ー
ド

式
な
ら
ば
（

^
ｈ
ｉ
ｎ
-
ｓ
l
を
I
g
.
Ｂ
Ｅ
Ｋ
Ｅ
Ｏ
式
な
ら
ば
Ｋ
ｉ
ｎ
-
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｇ
）

あ
る
ひ
は
勝
金
〔
鋪
〕
と
い
ふ
由
で
あ
る
。

ｎ
と
ｕ
と
は
欧
文
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寫
本
で
は
よ
く
誤
ら
れ
る
か
ら
ｕ
を
ｎ
と
讃
み
、
右
の
金
勝
の

曹
が
誂
り
傅
へ
ら
れ
て
Ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
　
ｉ
Ｑ
る
ひ
ぼ
（
Ｄ
ｈ
ｅ
ｎ
ｘ
ｅ
　
　
Ｑ
字

で
寫
さ
れ
た
の
だ
ら
う
と
無
理
に
推
し
あ
て
て
も
見
た
い
が
、

そ
れ
で
は
武
断
強
辨
に
失
す
る
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　

二
、
也
里
可
温
ｏ
語
源

　

元
代
に
ク
リ
ス
ト
敦
を
さ
し
て
呼
ん
だ
「
也
里
可
温
」
な
る
言

葉
ｌ
元
来
は
ネ
ス
ト
ル
教
徒
を
さ
し
た
も
の
と
い
ふ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
の

由
来
に
つ
い
て
は
、
我
が
國
で
は
古
く
大
正
三
年
に
故
坪
井
九

　

景
教
碑
の
立
っ
て
ゐ
た
地
動
１
す
な
は
ち
通
説
で
は
出
土

　
　

馬
三
博
士
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
ア
ー
フ
ビ
ア
語
の

　

Ｒ
ｅ
ｋ
ｈ
ａ
ｂ
ｉ
ｕ
m

地
Ｉ
Ｉ
が
ま
さ
に
大
秦
寺
の
あ
っ
た
長
安
義
寧
坊
の
故
址
に
あ

　
　

に
基
づ
く
も
の
な
ら
ん
こ
と
が
提
唱
せ
ら
れ
た
（
史
學
雑
誌
第

た
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
詑
を
狐
す
も
の
は
次
の
様
に
言
ふ
。

　

ゴ
十
五
編
十
一
胱
「
也
里
可
温
に
就
て
」
）
。
そ
れ
よ
り
敷
ヶ
月
な

景
教
碑
が
整
嵯
よ
り
醗
掘
せ
ら
れ
て
後
に
、
地
方
官
ど
も
が
長

　
　

ら
す
し
て
我
表
せ
ら
れ
た
故
田
中
華
一
郎
博
士
ｏ
「
元
朝
の
官

安
志
な
ど
を
按
じ
て
大
秦
寺
ｏ
故
址
を
考
へ
（
こ
れ
は
順
序
が

　
　

吏
登
庸
法
・
に
就
い
て
）
な
る
論
文
の
中
で
、
也
里
可
温
の
語
源

逆
で
あ
っ
て
、
碑
石
が
こ
ｘ
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
の
研
究

に
よ
っ
て
、
こ
χ
が
義
寧
坊
の
址
で
あ
る
こ
と
が
考
鐙
せ
ら
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
そ
れ
が
判
っ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な

い
）
、
百
五
十
里
ｏ
路
を
盤
座
よ
■
C
s
は
る
ば
る
西
安
ま
で
運
び
、

（
長
安
０
市
中
で
は
な
く
）
郊
外
散
里
の
こ
の
荒
寺
に
之
を
建
て

た
と
（
Ｈ
ａ
ｖ
ｒ
ｅ
ｔ
｡
　
i
l
i
d
.
｡
　
Ｐ
.
　
７
１
　
ｆ
ｆ
.
そ
の
他
）
。
然
り
と
す
れ
ば
、

誠
に
御
苦
努
千
萬
な
話
で
、
明
代
地
方
官
の
有
閑
か
っ
物
好
き

な
る
こ
と
、
ま
さ
に
世
界
の
驚
異
に
値
す
る
と
言
は
ね
ば
な
ら

な
に
い
で
あ
ら
う
。

　

（
註
）

　

桑
原
博
士
「
考
史
游
記
」
圖
版
二
四
頁
を
見
よ
。

と
し
て
ド
ご
リ
ア
以
来
の
通
説
と
な
っ
て
ゐ
る
ギ
リ
シ
ア
語
の

『
ア
ル
ホ
ン
が
』
紹
介
せ
ら
れ
た
（
史
學
雑
誌
二
十
六
編
三
耽
二
八

六
頁
）
。
右
の
う
ち
、
ド
ご
リ
’
説
に
っ
い
て
い
ふ
と
、
蒙
古
や

支
那
で
使
は
れ
て
ゐ
た
言
葉
を
一
足
と
び
に
ギ
リ
シ
ア
語
で
説

明
す
る
ご
と
は
、
や
は
り
ど
う
も
無
理
な
様
に
思
は
れ
る
。
坪

井
説
に
至
っ
て
は
、
所
謂
レ
カ
ブ
派
な
る
も
の
は
ネ
ス
ト
ル
敦

と
も
、
東
方
ア
ジ
ア
と
も
開
係
の
な
い
一
分
涙
の
裕
で
あ
っ
て
、

そ
０
名
が
傅
へ
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
は
一
勝
い
は
れ
の
な
い
こ

と
ｘ
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

そ
。
の
後
わ
が
國
に
於
い
て
は
、
こ
の
語
の
語
源
に
つ
い
て
は

別
に
新
説
も
出
さ
れ
て
ゐ
な
い
模
様
で
あ
り
、
の
み
な
ら
す
通
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２

　

説
０
ド
ご
リ
ア
説
が
顧
ら
れ
な
い
で
、
坪
井
説
が
探
ら
れ
て
ゐ

Ｉ

　

る
場
合
す
ら
あ
る
＾
例
へ
ば
１
　
　
凡
祀
「
東
洋
歴
史
大
路
典
」
第
一

　
　

一
巻
）
。
支
那
に
於
い
て
も
、
陳
垣
氏
の
「
元
也
里
可
温
考
」
（
第

　
　

三
版
）
に
は
坪
井
博
±
０
説
が
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
様
に
受
取

　
　

ら
れ
る
。
最
近
に
出
版
せ
ら
れ
た
佐
伯
好
郎
博
±
０
「
支
那
基

　
　

督
教
０
研
究
」
第
一
巻
に
何
か
受
っ
た
考
へ
で
も
あ
る
か
と
思

　
　

っ
て
披
い
た
が
、
こ
０
巻
は
同
博
士
が
前
に
著
し
た
大
部
の
著

　
　

作
「
景
教
０
研
究
」
０
菰
を
踏
襲
し
た
條
が
大
部
分
で
、
也
里

　
　

可
温
に
つ
い
て
も
新
見
は
な
く
、
ま
た
其
０
後
學
界
に
提
出
せ

　
　

ら
れ
た
異
説
を
紹
介
す
る
所
も
な
い
。

　
　
　
　

二
三
年
前
に
腿
表
せ
ら
れ
た
Ｎ
ａ
ｓ
j
ｒ
　
a
l
-
Ｄ
ｉ
ｎ
　
Ｔ
ｕ
Ｓ
)
　
ｏ
ｎ
　
F
i
-

　
　

ｎ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
.
　
Ｂ
ｙ
　
Ｍ
.
　
Ｍ
ｉ
ｎ
ｏ
ｖ
i
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｖ
.
　
Ｍ
ｉ
ｎ
ｏ
ｒ
ｓ
k
i
.
　
（
≪
Ｓ
Ｏ
Ｓ
.
｡
　
Ｘ
-
３
。

　
　

１
９
４
０
）
と
い
ふ
論
文
の
う
ち
、
ミ
ノ
ル
ス
午
の
婚
富
し
た
部
分

　
　

の
註
の
う
ち
に
こ
の
言
葉
０
語
源
を
論
じ
た
一
の
臆
説
が
提
唱

　
　

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
題
名
０
開
係
で
ク
リ
ス
ト
教
史
家
０
注
意
を

　
　

ひ
い
て
ゐ
な
い
様
子
で
あ
り
、
ま
た
右
の
雑
誌
も
あ
奎
り
多
く

　
　

は
輸
入
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
思
ふ
か
ら
左
に
謬
出
紹
介
し
て
お

　
　

か
う
。
（
同
論
文
七
八
五
－
六
頁
）

A
ｒ
ｋ
ａ
'
ｕ
ｎ
（
帥
ち
蒙
古
語
が
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
'
i
i
ｕ
　
<
j
ｙ
る
を
考
慮
す
れ
ば
叩
‐

ｒ
回
）

　

「
ク
リ
ス
ト
教
信
者
」
の
義
、
ジ
ュ
ヴ
イ
ェ
の
書
第
三
章
七
七

頁
に
は
次
０
如
く
現
は
れ
る
、

　

ｉ
ｉ
ａ
ｓ
ｉ
ｒ
ａ
　
k
i
　
l
ｓ
ｈ
ａ
ｎ
-
ｒ
ａ
　
　
ａ
ｒ
ｋ
ａ
'
ｕ
ｎ
　
m
i
-
ｋ
ｈ
w
ａ
ｎ
ａ
ｕ
ｄ
.

と
こ
ろ
が
ご
フ
シ
ド
ー
エ
ヂ
ン
の
書
第
二
章
三
一
三
頁
に
は

　

ａ
ｚ
　
ｎ
ａ
ｓ
ｉ
ｒ
ａ
　
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｖ
ｕ
ｎ
ａ
ｎ
　
ｑ
ｉ
ｓ
f
ｓ
ａ
ｎ

と
あ
る
か
ら
、
ａ
ｒ
ｋ
ａ
　
ｕ
ｕ

　
-
ｕ
は
更
に
狭
義
０
も
の
で
「
ク
リ
ス

ト
教
０
偕
侶
」
を
さ
す
如
く
思
は
れ
る
。
支
那
語
の
資
料
に
見

え
る
所
も
、
同
様
に
狭
義
ｏ
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち

　

｛
｝
ｅ
ｖ
ｅ
ｒ
i
a
.
　
　
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ
　
　
ｄ
'
ｅ
ｐ
ｉ
'
ｕ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
-
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｉ
ｓ
ｅ
（
Ｊ
Ａ
.
｡

ｌ
Ｓ
Ｏ
ｆ
.
｡
　
ｔ
.
　
ｖ
i
i
i
｡
　
４
０
７
）
に
は
「
肩
ｒ
２
（
也
里
可
温
）
と
は
あ
る

宗
教
の
名
で
あ
る
」
と
言
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
次
０
箇
所
に

な
る
と
「
ク
リ
ス
ト
教
り
檜
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
普
通
に
い
は

れ
て
ゐ
る
此
０
語
の
語
源
は
ギ
リ
シ
ア
語
ｏ
ａ
ｐ
ｙ
j
i
i
i
)
で
あ
る
。

ぜ
ミ
ワ
イ
ェ
の
１
　
第
三
章
三
〇
一
頁
の
カ
ズ
ヰ
ー
エ
ー
の
註
に

ア
ラ
ビ
ア
語
の
類
似
語
も
挙
げ
て
、
i
i
ｒ
ｋ
ｕ
ｎ
と
は
「
村
長
」
と

い
ふ
特
定
０
章
味
も
持
つ
も
の
で
あ
り
、
ａ
ｒ
ｋ
ｈ
ｕ
ｎ

＾
ｆ
ｔ
る
ひ
は

ａ
ｒ
ｋ
ｈ
ｕ
l
と
い
ふ
と
「
ク
リ
ス
ト
教
徒
の
有
力
者
」
０
蓑
と
な
る

と
言
つ
て
ゐ
る
の
を
１
　
照
せ
よ
。

　

エ
ヌ
ー
ヤ
･
　
　
I
’
-
＾
　
　
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｒ
の
”
　
Ａ
ｒ
ｋ
'
ａ
ｕ
ｎ
　
”
　
-
＼
)

Ｓ
ふ
論
文
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（
V
i
ｚ
ａ
ｎ
ｔ
i
ｙ
ｓ
k
i
ｙ
　
ｖ
ｒ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｎ
ｉ
ｋ
｡
　
ｘ
i
i
｡
　
１
９
０
６
｡
　
ｐ
ｐ
･
　
１
-
６
８
）
に
於
て
ヽ

　
　

斬
新
な
仮
説
が
提
唱
せ
ら
れ
た
。
す
な
は
ち
、
マ
ル
は
、
蒙
古

　
　

時
代
の
ア
ル
メ
ー
ア
史
料
に
見
え
る
ａ
ｒ
ｋ
'
ａ
Ｖ
ｉ
ｎ
　
　
　
４
:
*
る
語
を
、

　
　

ア
ル
メ
エ
ア
語
ａ
ｒ
ｋ
'
a
i
　
ｆ
王
」
と
開
係
づ
け
た
。
こ
の
語
は
セ

　
　

ム
語
の
「
メ
ル
ク
派
信
者
」
と
い
ふ
語
を
謬
す
た
め
に
用
ゐ
ら

　
　

れ
て
ゐ
た
も
０
で
あ
る
ら
し
い
。
マ
ル
は
、
西
紀
八
世
紀
に
は

　
　

す
で
に
ア
ル
メ
ー
ア
人
の
カ
ヱ
ｙ
ド
ン
派
＝
中
央
ア
ジ
ア
の

　
　

メ
ル
ク
派
が
存
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
十
四
世
紀
に
は
ア

　
　

ル
メ
ニ
ア
人
は
イ
シ
ク
・
ク
ル
湖
岸
に
教
會
堂
を
も
っ
て
ゐ
た

　
　

こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
故
に
ア
ル
メ
エ
ア
人
が
こ
ｏ
語
を
東

　
　

方
に
傅
へ
た
ｏ
で
あ
ら
う
と
い
’
ふ
。
し
か
し
、
ク
リ
ス
ト
教
は

　
　

主
と
し
て
ネ
ス
ト
ル
涙
に
よ
っ
て
中
央
ア
ジ
ア
に
傅
へ
ら
・
れ
た

　
　

の
で
あ
り
、
ク
リ
ス
ト
教
一
般
を
指
す
呼
び
名
が
メ
ル
ク
派
の

　
　

‘
ア
ル
メ
ー
一
ア
人
の
如
き
微
々
た
る
團
値
に
由
来
す
る
と
篤
す
こ

　
　

と
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
ふ
と
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
な
い
。

　
　
　

蒙
古
學
看
は
こ
ｏ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
ｉ
ｉ
ｎ
　
Ｑ
語
源
に
つ
い
て
何
ら
満
足
す

　
　

べ
き
考
へ
を
出
し
て
ゐ
な
い
。
ヴ
ラ
デ
ィ
ー
ミ
ル
ツ
ォ
フ

　
　

V
l
a
d
i
m
i
ｒ
ｔ
ｓ
ｏ
ｖ
　
■
^
（
疑
を
存
し
な
が
ら
）
依
然
ａ
.
ｐ
ｙ
.
(
ｏ
ｖ
で
も

　
　

っ
て
説
明
し
て
ゐ
る
。
（
Ｎ
ａ
ｐ
.

　
K
o
l
l
.ｖ
ｏ
ｓ
ｔ
.
｡
　
　
i
｡
　
　
１
９
２
５
｡
　
３
３
４
）
°

Ｊ

　
　
　
　
　
　

ヽ

Ｊ

　

ア
ー
フ
ビ
ア
語
に
譚
さ
れ
た
呼
名
が
、
中
亜
地
方
に
は
何
の
痕
跡

も
と
ゞ
め
寸
に
、
し
か
も
東
亜
に
影
音
を
及
ぽ
し
た
と
す
｀
る
こ

と
は
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
’
　
'
ｄ
ｎ
ｘ
ｏ
ｊ
ｖ
　
'
＾
る
語
が
ア
ラ
ム
人
ク

リ
ス
ト
教
徒
、
あ
る
ひ
は
マ
ー
一
教
徒
に
よ
っ
て
傅
へ
ら
れ
た
と

す
る
可
能
性
は
無
膜
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
大
切
な

こ
と
は
、
そ
０
ペ
ル
シ
ア
字
音
寫
（
ｑ
を
以
て
せ
争
ｋ
を
以

て
す
る
）
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
判
る
や
う
に
、
こ
０
語
が
軟
音

（
口
蓋
音
）
系
に
届
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
賓
で
あ
る
。
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
ｉ
ｉ
ｎ

な
る
形
（
更
に
古
い
形
に
し
て
且
恐
ら
く
人
造
語
と
思
は
れ
る

形
は
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ｉ
ｉ
ｎ
）
は
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
-
と
い
ふ
母
音
根
に
接
尾
語
を
つ
け

た
も
の
な
る
こ
と
を
思
は
せ
る
。
蒙
古
語
で
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｆ
ト
ル
ー
語

で
は
ａ
ｒ
ｋ
）
　
-
Ｕ
は
「
力
」
の
義
で
あ
る
。
ト
ル
’
語
で
は
ｌ
ｌ

と
は
「
人
望
家
、
鳶
気
に
入
り
」
の
血
味
で
あ
り
、
ａ
ｒ
ｇ
ａ
-
は

「
集
め
ら
れ
る
」
の
義
で
あ
る
。
こ
の
様
に
そ
れ
ら
の
土
地
で
腰

生
し
た
も
の
と
す
る
可
能
性
が
決
し
て
な
い
で
は
な
い
。
こ
と

に
、
こ
の
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
'
i
i
n
　
４
ｉ
る
語
は
、
。
ペ
ル
シ
ア
語
の
ｔ
ａ
ｒ
ｓ
ａ
（
シ

リ
ア
語
の
透
灘
謬
ｃ
ａ
ｌ
ｎ
ｕ
ｅ
と
し
て
「
ク
リ
ス
ト
教
徒
」
の
義
、

本
来
の
意
味
は
「
畏
れ
る
人
」
）
や
英
語
の
Ｑ
ｕ
ａ
ｋ
ｅ
ｒ
　
　
Ｑ
場
合

の
如
く
、
何
ら
か
の
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
聯
想
や
っ
な
が
り
か
ら
外

部
の
者
が
っ
け
た
緯
名
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
。
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3２４

（
註
一
）

　

原
註
F
e
l
l
i
o
t
｡

Ｔ
'
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ

Ｐ
ａ
ｏ
｡

ｘ
ｖ
｡

　
１
９
１
４
｡
　
ｐ
.
　
６
３
７

　

'
　
ｒ
ｏ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｄ
'
i
i
r
ｋ
Ｓ
ｇ
ｕ
ｎ
　
ｅ
ｓ
t
　
ｂ
ｅ
ａ
ｕ
ｃ
ｏ
ｎ
ｐ
　
p
l
ｕ
ｓ
　
ｏ
ｂ
ｓ
ｃ
ｕ
ｒ
ｅ
.

（
註
二
）

　

原
註
Ｔ
ｈ
ｅ
　
ｐ
ａ
r
ａ
'
l
e
l
　
ｆ
ｏ
r
ヨ
ｗ
i
t
ｈ
　
　
ａ
ｎ
　
　
a
l
i
f
｡
　
　
ｎ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ
ｙ

　

唐
･
ｋ
ａ
ｖ
ｉ
ｉ
ｎ
｡
　
i
ｓ
　
ｏ
ｎ
ｌ
ｙ
　
ａ
　
ｓ
ｃ
ｒ
i
p
t
i
〇
ｐ
ｌ
ｅ
ｎ
ａ
｡
　
ａ
ｓ
　
ｕ
ｓ
ｕ
a
l
　
i
n
　
Ｔ
ｕ
ｒ
k
i
-

　

ｓ
ｈ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
ｌ
ｉ
ａ
ｎ
　
w
ｏ
ｒ
ｄ
ｓ
　
;
　
i
t
ヨ
ｕ
ｓ
t
　
ｂ
ｅ
　
　
r
ｅ
.
i
d
　
　
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｖ
i
j
n
.

口
（
）
ｔ
　
i
i
ｒ
ｋ
ａ
ｖ
ｕ
ｎ
.

廣

　

東

　

月

　

令

（
鉦
珊
駈
謄
）

正

　

月

　

蜃
気
成
伎
、
水
仲
来
賓
、
荷
銭
浮
於
水
、
二
番
黄
、
木
葉

　
　
　
　

徴
脆
、

二

　

月

　

西
初
芽
、
蕨
拳
輪
粉
、
魚
苗
生
、
蝸
降
於
霧
、
木
綿
吐
英
、

三

　

月

　

杜
若
芳
、
石
拗
揚
萌
、
江
鴎
避
風
、
孔
雀
之
尾
関
金
、
檀

　
　
　
　

榔
包
折
、

　
　
　

―

四

　

月

　

佛
桑
紅
綻
ご
局
鎔
蔭
日
、
仙
掌
立
、
裟
入
山
麓
化
燧
虎
、

　
　
　
　

樹
蘭
綴
珠
、

五

　

月

　

茄
枝
丹
、
菩
提
舒
葉
、
祁
含
漿
、
群
蟻
朝
典
祀
、
鈎
割
鳴
年
、

六

　

月

　

白
雨
足
、
西
澄
至
、
芭
蕉
子
垂
、
苦
瓜
入
饌
、
早
禾
乃
登
、

七

　

月

　

秋
針
重
碧
、
龍
限
熟
'
Ｓ
蝶
瞥
繭
、
素
馨
結
燧
燈
、
雍
田
浮
、

八

　

月

　

腿
母
息
影
、
茶
徒
蝿
於
樹
、
紙
鳶
翻
風
、
黄
柑
分
指
、
河

　
　
　
　

鈍
案
潮
面
上
、

九

　

月

　

紅
薯
登
、
白
檀
落
、
嘉
魚
出
於
映
、
南
燭
迎
１
　
、
香
門
開
、

十

　

月

　

耕
牛
放
開
、
八
慧
之
功
畢
、
嶺
梅
芳
、
橘
柏
錫
貢
、
銀
河

　
　
　
　

夜
見
。

十
一
月

　

桃
李
花
、
鵬
鳩
蔽
葉
、
黄
雀
復
錫
魚
、
巌
蜂
聚
賑
、
瑞
香

　
　
　
　

罪
雪
、

十
二
月

　

蚊
不
絶
吟
、
池
塘
蝸
、
稚
笏
出
、
風
蘭
賀
春
、
套
雷
有
弊
。

　

以
上
が
ミ
ノ
ル
ス
キ
の
提
出
し
た
臆
説
で
あ
る
が
、
臆
説
は

ど
こ
ま
で
も
臆
説
で
あ
っ
て
、
な
ほ
俯
に
落
ち
な
い
廉
も
あ

る
。
す
な
は
ち
東
方
ア
ジ
ア
と
連
絡
０
な
い
も
の
を
以
て
解
か

ん
と
す
る
ド
ご
リ
ア
説
に
比
べ
る
と
、
こ
れ
は
東
方
語
に
基
づ

く
と
す
る
脆
で
一
日
の
長
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
ク
リ

ス
ト
教
と
開
係
０
な
い
語
で
説
明
せ
ん
と
す
る
駄
一
は
、
無
條
件

に
は
う
け
い
れ
粂
ね
る
所
で
あ
る
。
思
ふ
に
、
こ
れ
の
解
決
は

中
世
０
中
央
ア
ジ
ア
に
於
け
る
ク
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
更
に
明

ら
か
に
せ
ら
れ
た
将
来
ふ
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
も
０
で
あ
ら

う
。
ミ
ノ
ル
ス
キ
の
考
へ
は
さ
う
い
ふ
線
に
沿
っ
て
ゐ
る
勁
を

買
っ
て
宜
い
。

｜

｜


