
福
永
光
司
著

道
教
思
想
史
研
究

浅

裕

野
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本
書
の
著
者
で
あ
る
一
一
隅
永
光
司
氏
は
、
日
本
の
中
園
皐
を
代
表
す
る
碩
皐
の

一
人
で
あ
る
が
、
近
年
は
道
教
研
究
に
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
、
一
九
七
四
年

以
降
、
今
日
本
書
が
枚
め
る
数
多
く
の
論
考
を
、
次
々
に
務
思
表
し
て
こ
ら
れ

た
。
ふ
り
返
れ
ば
筆
者
も
、
著
者
の
斬
新
な
道
教
研
究
に
魅
せ
ら
れ
、

論
文
が

端
技
表
さ
れ
る
た
び
に
議
み
耽
っ
た
一
人
で
あ
る
。
そ
の
開
筆
者
は
、
著
者
が
開

始
し
た
新
た
な
道
教
研
究
に
射
し
、
永
い
研
究
賞
績
を
誇
る
、
言
わ
ば
道
数
研

究
の
老
舗
の
側
が
、
い
か
な
る
反
感
を
示
す
の
か
、
門
外
漢
の
気
楽
な
立
場
か

ら
、
興
味
津
津
た
る
想
い
を
抱
き
績
け
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
の
経
緯
は
、
蛍
初
筆
者
が
激
想
し
期
待
し
た
形
と

は
、
大
分
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
っ
た
最
大
の
要
因
は
、

著
者
が
一
九
八
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
『
道
教
と
日
本
文
化
』
(
人
文
書
院
〉

と
題
す
る
著
作
に
あ
る
。
巻
末
の
附
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
京
都
大
拳
人
文

科
皐
研
究
所
教
授
並
び
に
研
究
所
長
を
定
年
退
職
す
る
に
あ
た
り
、
著
者
が
自

ら
遺
し
た
タ
明
治
休
記
念
論
文
集
。
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
著
者
は
こ
の
中

で
、
古
代
日
本
の
宗
教
文
化
に
封
し
、
道
数
が
い
か
に
深
い
影
響
を
輿
え
た
か

を
、
く
り
返
し
力
説
さ
れ
た
。

こ
の
書
に
封
し
、
道
教
研
究
の
老
舗
の
側
か
ら
は
、
た
だ
ち
に
猛
烈
な
反
設

が
示
さ
れ
た
。
福
井
文
雅
氏
は
、
「
東
方
宗
教
」
(
日
本
道
教
皐
曾
〉
第
六
O

挽
に
書
評
を
寄
せ
、
そ
の
中
で
、
津
田
左
右
士口
や
和
辻
哲
郎
の
日
本
文
化
論
に

代
表
さ
れ
る
日
本
の
撃
者
た
ち
は
、
道
教
が
古
代
日
本
の
宗
数
思
想
に
輿
え
た

重
要
な
影
響
を
軽
視
も
し
く
は
無
視
し
て
き
た
と
す
る
著
者
の
見
解
を
、
事
寅

に
違
う
と
し
て
手
厳
し
く
批
剣
し
た
。
さ
ら
に
福
井
氏
は
、
著
者
が
道
教
に
下

し
た
定
義
に
つ
い
て
も
、
お
よ
そ
道
数
史
の
常
識
を
無
視
し
た
繍
大
解
稗
で
あ

り
、
何
で
も
か
ん
で
も
「
道
数
」
に
し
か
ね
な
い
定
義
づ
け
で
あ
る
と
の
論
難

を
加
え
た
。

「
東
方
宗
教
」
の
同
じ
第
六

O
貌
に
は
、
松
田
智
弘
著
『
道
教
受
容
の
研

究
』
に
射
す
る
、
宮
川
倫
志
氏
の
書
評
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
宮
川

氏
も
、

貧
名
こ
そ
事
げ
て
は
い
な
い
が
、
錦
織
に
満
ち
た
口
調
で
、
一
隅
永
氏
の

道
数
研
究
の
進
め
方
に
痛
烈
な
批
剣
を
浴
び
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
強
い
批
剣
を
承
け
、
著
者
は
「
東
方
宗
数
」
第
六
一
践
に
、
「
津

田
左
右
吉
博
土
と
道
教
l
|福
井
文
雅
氏
の
書
評
『
道
教
と
日
本
文
化
』
に
答

え
て
|
|
」
と
題
す
る
反
論
を
愛
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

津
田
史
闘
争
が
中
園

思
想
に
射
し
、
軽
侮
と
も
取
れ
る
冷
淡
な
態
度
を
示
す
こ
と
へ
の
批
剣
を
軸

に
、
福
井
氏
の
批
剣
黙
に
逐
一
論
駁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
封
し
て
は
福
井
氏
も
、
コ
踊
永
数
授
の
反
論
に
つ
い
て
」

〈
「
東
方
宗

教
」
第
六
二
挽
)
と
題
し
て
、
再
度
の
批
剣
を
展
開
し
た
。
そ
の
論
旨
は
、
著

者
の
津
田
史
拳
批
剣
は
的
は
ず
れ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

著
者
が
道

教
研
究
に
際
し
、
先
皐
の
諸
説
に
一
切
言
及
せ
ず
、
す
べ
て
が
自
己
の
創
見
で

あ
る
か
の
態
度
を
示
す
こ
と
や
、

著
者
に
よ
る
道
教
の
定
義
が
単
な
る
同
義
反

覆
に
焔
っ
て
い
る
黙
な
ど
を
、
重
ね
て
指
揮
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
論
争
に
封
し
、
い
ず
れ
の
側
に
軍
配
を
上
げ
る
か
は
、
人
に
よ
り
見
解

を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
う
し
た
次
元
と
は
別
に
、

筆
者
の
胸
に
去
来

← 125ー
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し
た
の
は
、
著
者
は
書
物
の
渡
表
順
を
逆
に
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
の

感
想
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
著
者
は
日
本
文
化
へ
の
道
教
影
響
論
を
出
版
さ
れ

る
前
に
、
ま
ず
中
園
に
お
け
る
這
敬
形
成
史
を
論
じ
て
き
た
一
連
の
研
究
成
果

を
、
一
加
の
研
究
書
に
ま
と
め
て
斯
皐
に
問
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
の

想
い
で
あ
る
。

こ
れ
は
無
皐
な
筆
者
の
誤
解
に
過
ぎ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
が
、
明
確
な
激
闘
組

織
を
伴
っ
て
道
敬
が
日
本
に
渡
来
し
た
形
跡
が
皆
無
で
あ
る
以
上
、
道
教
と
日

本
文
化
の
関
係
を
究
明
す
る
に
は
、
か
な
り
周
到
な
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
た
と
え
「
道
教
と
は

。道
の
不
滅
。
と
一
慢
に
な
る
こ
と
を
究
極
の

理
想
と
す
る
中
園
民
族
〔
漢
民
族
〕
の
土
着
問
、
俸
統
的
な
宗
数
で
あ
る
」
と

の
、
著
者
自
身
の
道
教
の
定
義
に
照
ら
し
て
も
、
現
時
貼
で
は
至
難
の
業
だ
と

思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
問
題
の
『
道
教
と
日
本
文
化
』
は
、
そ
の
大
牢
が

一
般

向
け
の
講
演
や
月
報
か
ら
成
る
も
の
で
、
前
記
の
課
題
を
系
統
的
に
追
究
す
る

に
は
、
い
か
に
も
態
勢
不
充
分
で
あ
る
と
の
印
象
を
拭
い
難
い
。

こ
う
し
た
本
格
的
な
研
究
書
で
は
な
い
、
言
わ
ば
笹
蒙
書
に
毛
の
生
え
た
程

度
の
不
備
な
著
作
が
、
上
述
の
論
争
を
招
く
直
接
の
火
種
と
な
っ
た
こ
と
は
、

わ
が
圏
に
お
け
る
道
敬
研
究
の
設
展
と
い
っ
た
親
黙
よ
り
す
れ
ば
、
大
繁
不
幸

な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
一
繭
井
氏
や
宮
川
氏
の
論
調
を
察
す
る
に
、
そ

れ
が
皐
に
『
道
数
と
日
本
文
化
』
へ
の
批
剣
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

著
者

の
道
数
研
究
の
在
り
方
全
鐙
へ
の
批
剣
を
、
根
底
に
秘
め
て
い
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
そ
う
し
た
根
本
的
な
批
剣
が
、
直
接
そ
れ
を
ぶ
つ
け
る
べ
き
針
象
を

見
出
せ
ず
に
、

『
道
数
と
日
本
文
化
』
へ
の
批
剣
に
上
乗
せ
す
る
形
で
噴
出
す

る
事
態
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

筆
者
が
斯
皐
に
期
待
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
言
わ
ば
土
俵
外
の
相
撲
で
は
な

く
、
著
者
が
自
己
の
道
数
研
究
の
員
髄
を
本
格
的
な
研
究
書
と
し
て
刊
行
し
、

そ
れ
に
封
し
て
道
教
研
究
の
老
舗
が
真
向
か
ら
批
剣
を
加
え
て
、
横
綱
同
土
が

土
俵
上
で
四
つ
に
組
む
形
で
の
生
産
的
な
論
戦
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
意
味

で
、
著
者
が
積
年
の
道
敬
研
究
の
精
粋
を

『道
教
思
想
史
研
究
』
と
銘
打
っ

て
、
庚
く
江
湖
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
、
改
め
て
順
序
が
逆
で
あ
っ
た
ら
と
惜
し

ま
れ
る
も
の
の
、

待
望
久
し
い
皐
界
の
慶
事
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『道
敬
思
想
史
研
究
』
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
ま
ず
本
書
の
目
次
の
大
綱
を

掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
盛
的
構
成
を
示
し
て
置
き
た
い
。

1 

這
教
に
お
け
る
鏡
と
剣
ー
ー
そ
の
思
想
の
源
流
|
|

道
教
に
お
け
る
天
神
の
降
臨
授
誠
ー
ー
そ
の
思
想
と
信
仰
の
源
流
|
l

美
天
上
帯
と
天
皇
大
帝
と
元
始
天
傘
|
|
儒
数
の
最
高
紳
と
道
教
の
最

高
紳
|

|

中
閣
に
お
け
る
天
地
崩
壊
の
思
想
|
|
院
籍
の
「
大
人
先
生
歌
」

と
社

甫
の
「
登
慈
恩
寺
塔
詩
」
に
よ
せ
て
|
|

墨
子
の
思
想
と
道
数

1
|中
園
古
代
思
想
に
お
け
る
有
紳
論
の
系
譜
|

封
調
設
の
形
成
|
|
封
稲
の
祭
杷
と
神
仙
思
想
|
|

『
大
人
賦
』
の
思
想
的
系
譜
|
|
僻
賦
の
文
準
と
老
妊
の
哲
拳
|
|

劉
向
と
神
仙
|
|
前
漢
末
期
に
お
け
る
紳
仙
這
激
的
世
界
|
|

玉
義
之
の
思
想
と
生
活

顔
員
卿
の
書
套
術
と
道
数

儒
道
悌
三
数
交
渉
に
お
け
る
「
気
」
の
思
想

北
宋
の
太
宗
の
『
御
製
造
逢
詠
』
に
お
け
る
「
道
」
の
数

天
皇
と
紫
宮
と
岡
県
人
|
|
中
園
古
代
の
神
道
|
|
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鬼
道
と
紳
道
と
県
道
と
聖
道
|
|
道
教
の
思
想
史
的
研
究
|
|

自
~一
道
数
と
は
何
か

尚
道
教
に
つ
い
て
|
|
再
び
「
道
数
と
ーは
何
か
」
の
聞
い
に
苓
え
る
1
|

〈
附
〉
道
教
思
想
史
研
究
究
書

あ
と
が
き
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そ
れ
で
は
最
初
に
、
本
書
に
見
ら
れ
る
著
者
の
道
教
研
究
の
特
色
を
述
べ
て

み
よ
う
。
必
ず
し
も
章
立
て
の
順
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
思
想
史
的
展
開
に
沿
っ
た

形
で
紹
介
す
る
と
、
著
者
は
遁
数
成
立
の
淵
源
を
思
想
史
的
に
辿
ろ
う
と
す
る

意
圃
か
ら
、
ま
ず
古
代
中
園
に
お
け
る
有
紳
論
の
系
譜
を
湖
及
せ
ん
と
す
る

(第
5
章
〉
。
績
い
て
著
者
は
、
道
教
科
皐
に
梅
要
な
地
位
を
占
め
る
各
種
紳

格
の
原
型
を
、
言
わ
ば
神
様
の
戸
籍
調
べ
の
手
法
で
、
や
は
り
思
想
史
的
に
探

究
せ
ん
と
す
る
(
第
2

・
3
-m章
)
。
さ
ら
に
僑
併
と
の
交
渉
関
係
を
踏
ま

え
つ
つ
(
第
U

・
ロ
章
)
、
各
種
の
思
想
を
重
層
的
に
堆
積
さ
せ
る
道
教
紳
纂

の
内
部
構
造
を
多
方
面
か
ら
解
明
し
て
(
第
1
・
4
・
6
・
7
・
8
章
〉
、
道

歩
神
皐
が
本
格
的
に
形
成
さ
れ
て
行
く
過
程
を
開
示
す
る
(
第
M
章)。

こ
う

し
た
膨
大
な
作
業
を
通
し
て
、
著
者
は
道
教
全
種
を
E
親
的
に
把
握
し
、

思
想

哲
撃
と
し
て
の
道
教
と
は
何
か
、
と
の
批
大
な
問
い
に
、
自
ら
の
解
答
を
提
示

せ
ん
と
す
る
(
第
日
・
日
章
〉
。

翻
っ
て
従
来
の
道
数
研
究
は
、
も
と
よ
り
研
究
者
の
個
性
に
よ
り
、

多
様
な

手
法
が
騒
使
さ
れ
て
き
て
は
い
る
が
、
総
じ
て
近
年
は
、
個
々
の
経
典
の
作
者

及
び
成
立
時
期
に
関
す
る
考
詮
、
特
定
宗
汲
の
教
義
に
胤
到
す
る
部
分
的
考
察
、

個
々
の
道
士
の
俸
記
調
べ
、
一
宗
源
の
活
動
の
遺
跡
-
道
教
に
関
わ
る
儀
薩

・

風
習
の
報
告
・
紹
介
か
ら
、
果
て
は
遁
観
探
訪
記
の
類
に
至
る
ま
で
、
個
別
の

事
象
に
的
を
絞
っ
た
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

こ
う
し
た
個
別
研
究
の
蓄
積
は
ブ
そ
の
竪
寅
さ
を
許
債
で
き
る
反
面
、
や
や

も
す
れ
ば
微
視
的
に
過
ぎ
て
、
道
教
の
全
憧
像
を
E
観
的
に
把
握
し
、
道
教
を

中
園
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
ゐ
と
す
る
勇
気
や
意
欲
、
大
幅
腐
な
構
想
力
な
ど
に

紋
け
る
憾
み
も
無
し
と
し
な
い
。
た
し
か
に
着
賞
な
個
別
研
究
は
、

基
礎
的
な

寅
設
作
業
と
し
て
貴
重
で
害
る
が
、
『
道
蔵
』
中
の
経
典
の
成
立
事
情
を
例
広

寧
げ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
成
立
時
期
比
定
の
基
準
と
す
べ
き
文
献
が
乏
し
い
た

め
、
同
一
の
経
典
の
成
立
時
代
が
、

論
者
に
よ
っ
て
上
は
漢
代
か
ら
下
は
宋
・

元
あ
た
り
ま
で
揺
れ
る
始
末
で
、
所
詮
は
大
ま
か
な
推
測
の
域
を
脱
し
難
い
性

格
安
}
宿
す
。

し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
個
別
研
究
だ
け
で
は
、
そ
の
多
彩
に
し
て
豊
か
な
蓄

積
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
を
見
て
森
を
見
ず
と
の
嘗
え
の
如
く
、

道
激
の
全
鐙

像
が
一
向
に
見
え
て
こ
な
い
も
ど
か
し
き
を
禁
じ
得
な
い
。

論
文
な
ら
ま
だ
し

も
、
い
か
に
も
道
教
全
慢
を
扱
っ
て
い
る
か
の
書
名
に
魅
か
れ
て
讃
ん
で
み
る

と
、
話
が
突
如
六
朝
あ
た
り
か
ら
始
ま
り
、

結
局
は
特
定
の
文
献
や
道
士
の
研

究
に
の
み
終
始
す
る
内
容
で
あ
っ
た
り
し
て
、
い
た
く
落
謄
さ
せ
ら
れ
た
と
き

な
ど
は
、
と
り
わ
け
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
全
僅
と
し
て
道
教
と
は
何
で
あ
る

の
か
、
と
の
理
論
的
鍾
系
化
と
、
個
別
研
究
の
積
み
重
ね
と
は
、

道
教
研
究
を

前
進
さ
せ
る
草
の
爾
輪
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
す
れ
ば
従
来
は
、
座
談

・
討
論
の

類
は
別
と
し
て
、
前
者
の
側
が
貧
弱
で
あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

筆
者
の
偏

見
に
よ
れ
ば
、
い
か
に
狭
い
範
園
を
扱
う
個
別
研
究
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
背

後
に
は
、
研
究
劉
象
は
全
鐙
と
し
て
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
の
問
題
意
識
が
存

在
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
そ
う
し
た
戟
略
的
愛
想
が
ほ
と
ん
ど
窺
え
ぬ
及
び

腰
の
研
究
が
、

結
構
自
に
つ
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
吠
に
封
し
、
著
者
が
先
に
紹
介
し
た
雄
大
な
構
想
の
下
に
、
道

教
科
皐
の
形
成
過
程
を
線
合
的
に
考
察
し、

道
敷
金
偉
の
本
質
を
巨
視
的
に
把
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握
す
る
濁
自
の
理
論
を
慢
系
化
し
て
、
道
教
を
中
園
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
ん

と
す
る
大
著
を
公
け
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
問
題
意
識
と
方
法
論
の
特
色
に

お
い
て
、
貨
に
劃
期
的
な
業
績
で
あ
り
、
道
教
研
究
に
新
風
を
吹
き
込
む
妊
撃

と
し
て
、
高
く
評
債
し
た
い
。
著
者
の
こ
の
大
勝
な
試
み
に
綱
渡
・
刺
戟
さ
れ

て
、
規
模
と
し
て
こ
れ
に
相
封
崎
し
得
る
だ
け
の
-
反
論
が
績
々
と
提
起
さ
れ
る

な
ら
ば
、
今
後
の
道
数
研
究
に
多
大
の
進
展
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

疑
い
を
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
繍
い
て
、
本
書
に
示
さ
れ
る
著
者
の
道
数
理
解
の
中
か
ら
、
筆
者

が
関
心
を
抱
く
い
く
つ
か
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
、
合
わ
せ
て
そ
れ
に

封
す
る
筆
者
の
感
想
を
も
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
第
5
章
の
「
墨
子
の
思
想
と
道
数
|
|
中
園
古
代
に
お
け
る

賓
一
柳
論
の
系
譜
|
|
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
著
者
は
道
教
の
淵
源
を
中
園
古

代
の
有
神
論
に
求
め
、
そ
の
系
譜
を
湖
ら
ん
と
す
る
。
そ
の
場
合
著
者
は
、
儒

家
と
道
家
を
無
紳
論
の
系
列
に
、
墨
家
を
『
詩
経
』
『
書
経
』
以
来
の
上
帝
・

鬼
紳
信
仰
を
承
け
継
ぐ
有
紳
論
の
系
譜
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
し
た
上
で
、

道
数

の
遥
か
な
源
流
を
墨
家
思
想
に
措
定
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
古
代
の
儒
家
思
想
全
盛
を
、
果
た
し
て
無
紳
論
と
規
定
し

て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
至
誠
の
道
は
以
て
前
知
す
べ
し
。
閣
家
絡
に
輿

ら
ん
と
す
れ
ば
、
必
ず
頑
鮮
有
り
。
園
家
絡
に
亡
ば
ん
と
す
れ
ば
、
必
ず
妖
撃

有
り
」
「
鬼
神
の
徳
震
る
や
、
其
れ
盛
ん
な
る
か
な
」
「
諸
を
鬼
紳
に
質
し
て

疑
い
無
き
は
、
天
を
知
れ
ば
な
り
」
と
い
っ
た

『
中
庸
』
の
言
や
、
「
五
百
年

に
し
て
必
ず
王
者
の
興
る
こ
と
有
り
」
「
其
の
心
を
存
し
、
其
の
性
を
養
う

は
、
天
に
事
う
る
所
以
な
り
」
と
の

『
孟
子
』
の
言
、

「
其
の
冠
を
弟
佑
に

し
、
其
の
鮮
を
紳
穏
に
し
、
馬
行
し
て
舜
趨
」

(
『
萄
子
』
非
十
二
子
篇〉

し
た

「子
張
氏
の
賎
儒
」
〈
同
)
の
存
在
、
あ
る
い
は
秦

・
漢
に
お
け
る
儒
生
と
方

術
と
の
関
連
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
儒
家
全
鐙
を
無
神
論
と
規
定
で
き
ぬ
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

「
幽
際
に
し
て
設
無
く
、
閉
約
に
し
て
解
無
し
」
(
非
十
二
子
篇
〉
と
の
萄

子
の
激
し
い
非
難
が
如
貧
に
示
す
如
く
、
子
思

・
孟
朝
系
統
の
儒
皐
は
、
強
烈

な
神
秘
主
義

・
有
紳
論
の
立
場
を
取
る
。
そ
し
て
こ
の
系
統
こ
そ
が
、
本
流
と

し
て
漢
代
の
儒
拳
に
継
承
さ
れ
、
「
天
人
の
徴
は
古
今
の
道
な
り
」

「
春
秋
の

議
る
所
は
、
災
害
の
加
う
る
所
な
り
。
春
秩
の
悪
む
所
は
、
怪
異
の
施
す
所
な

り
」
〈
『漢
書
』
董
仲
野
俸
)
と
、

天
人
相
関

・
紳
秘
主
義
を
桂
と
す
る
、
董

仲
径
の
公
羊
皐
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
後
漢
に
お
け
る
緯
書
の
盛
行
を
も

視
野
に
含
め
れ
ば
、
著
者
の
よ
う
に
古
代
儒
皐
全
慢
を
無
神
論
と
総
括
す
る
こ

と
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
道
教
と
経
皐
儒
教
の
密
接
な
関
連
を
示
す
例
と
し

て、

『
詩
経
』
『
書
経
』
の
上
帝
信
仰
を
翠
げ
た
り
、
「
正
一
盟
威
の
道
」
の

租
型
を

『
書
経
』
や

『
易
経
』
に
求
め
た
り
す
る
第
M
草
の
記
述
と
も
、
重
大

な
矛
盾
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
。

ま
た
道
家
思
想
を
無
紳
論
と
規
定
す
る
結
論
も
、
同
様
に
成
立
し
難
い
で
あ

ろ
う
。
著
者
が
道
家
を
無
神
論
と
規
定
す
る
の
は
、
道
家
卸
老
妊
と
し
か
捉
え

な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
誤
解
と
思
わ
れ
る
。
道
教
に
先
行
す
る
道
家
思
想

は
、
前
漢
に
大
流
行
し
た
責
老
道
で
あ
り
、

馬
王
堆
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
寅
一帝

あ
え

書
の
内
容
か
ら
は
、

「
逆
節
果
て
成
さ
ば
、
天
は
絡
に
其
の
命
を
盈
た
さ
ず
し

み
ち
び

て
、
其
の
刑
を
重
く
せ
ん
と
す
」
(『
経
法
』
亡
論
篇
〉
「
上
帝
未
だ
先
か
ざ
る

に
、
而
も
纏
ま
ま
に
兵
を
興
す
は
、
蛍
尤
を
観
よ
」
(『十
六
絞』

正
飢
篇
〉

「
昔
、
皇
天
は
鳳
を
下
に
使
わ
し
、
道

二亘
一口
に
し
て
止
む
」
(
同
・
成
法
篇
〉

「
宮
室
度
を
過
ぐ
る
は
、
上
需
の
悪
む
所
な
り
」
(『稽
』
)
な
ど
と
、

責
老
道
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が
強
烈
な
紳
秘
主
義
・
有
紳
論
の
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
剣
明
す
る
。

し
か
も
、
「
宮
中
に
責
老
・
浮
屠
の
澗
を
立
つ
」
〈
『
後
漢
書
』
裏
権
停
)

「
楚
王
は
責
老
の
微
言
を
請
し
、
浮
屠
の
仁
洞
を
向
ぴ
て
、
契
粛
す
る
こ
と
一
一
一

月
、
紳
と
誓
を
震
す
」
(
同
・
楚
王
英
列
俸
)
と
の
記
録
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、
神
仙
術
と
の
結
合
や
併
数
の
停
播
に
影
響
さ
れ
た
、
責
帝
・
老
子
の
神
格

化
と
そ
れ
へ
の
宗
教
的
祭
紀
は
、
遺
品
似
の
成
立
と
極
め
て
深
い
関
連
を
持
つ
。

因
み
に
賞
一
帝
は
、
老
子
に
は
出
し
抜
か
れ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
道
教
の
重

要
な
神
格
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
家
を
無
神
論
の
側
に
分
類
し

て
、
道
教
を
形
成
す
る
費
一
柳
論
の
系
譜
を
辿
る
際
、
責
老
道
を
完
全
に
無
視
し

た
の
は
、
本
書
の
重
大
な
鉄
賂
で
あ
ろ
う
。

天
志
・
明
鬼
を
誘
く
望
家
思
想
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
確
か
に
有
神
論

で
あ
る
。
し
か
し
墨
家
以
外
に
も
、
責
老
道
を
始
め
、
『
園
語
』
に
見
ら
れ
る

史
官
の
天
道
思
想
、
子
恩
・
孟
刺
系
統
の
儒
家
や
春
秩
公
羊
摩
、
陰
陽
五
行
思

想
、
紳
仙
・
養
生
思
想
等
、
他
に
い
く
ら
で
も
有
紳
論
が
存
在
す
る
以
上
、
強

い
て
墨
家
思
想
に
の
み
淵
源
を
求
め
る
べ
き
必
然
性
は
何
ら
存
在
せ
ず
、
「
道

教
」
の
語
が
『
墨
子
』
に
初
出
す
る
と
か
、
茅
山
道
教
で
墨
子
が
一
神
仙
と
さ
れ

た
と
か
を
論
援
に
、
墨
家
と
道
教
を
接
合
せ
ん
と
す
る
著
者
の
立
論
は
、
い
さ

さ
か
牽
強
附
禽
の
感
を
菟
れ
沿
い
。
著
者
の
力
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
園
芸
品
と

道
教
を
繋
ぐ
直
接
的
誼
嬢
は
一
向
に
見
嘗
ら
ず
、
「
糞
老
に
奉
事
し
」
た
太
卒

道
の
首
領
・
張
角
が
、
「
蒼
天
己
に
死
し
、
責
天
嘗
に
立
つ
ベ
し
」
(
『
後
漢

書
』
皇
甫
嵩
惇
〉
と
ロ
貌
し
て
摩
兵
し
た
例
な
ど
、
責
老
道
と
道
数
と
の
直
接

的
連
績
性
の
側
が
、
よ
り
目
立
っ
て
し
ま
う
。
も
と
よ
り
墨
家
と
遁
敬
の
聞
に

も
、
何
が
し
か
の
繋
が
り
は
存
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
著
者
の
設
く
ほ
ど

に
決
定
的
な
比
重
を
占
め
て
い
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

道
敷
中
に
は
陰
陽
五
行
思
想
が
大
量
に
流
入
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
墨
家

思
想
に
は
、
陰
陽
五
行
思
想
の
根
幹
た
る
、
天
の
理
法
ハ
天
道
〉
と
気
の
循
潰

論
の
隻
方
が
至
っ
て
稀
薄
で
あ
り
、
i

こ
の
鮎
で
も
墨
家
と
道
数
と
は
直
接
に
遠

績
し
難
い
面
を
持
つ
。
一
方
の
責
老
道
を
見
る
と
、
責
一
帝
書
の
側
に
は
、
上
帝一

の
賞
罰
、
天
道
の
理
法
、
陰
陽
商
節
の
循
環
論
の
三
者
が
具
備
し
て
い
る
他
、

し
た
が

「
聖
人
の
事
を
穆
ぐ
る
や
、
天
地
に
合
わ
せ
て
、
民
に
順
い
、
出
処
紳
に
鮮
う
」

「
此
の
道
を
知
ら
ば
、
地
に
し
て
且
つ
天
、
鬼
に
し
て
且
つ
人
」
(『十
六
経
』

前
道
篇
)
と
、
墨
家
と
似
通
っ
た
鬼
紳
論
や
向
賢
論
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た

『
老
子
』
の
側
に
は
、
字
宙
の
根
源
た
る
道
、
気
の
生
成
論
、

天
道
の
加
護
な

ど
の
要
素
が
揃
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
傍
数
を
理
、
道
教
を
気
に
お
い
て

捉
え
る
著
者
の
考
え
方
(
第
日
章
〉
か
ら
し
て
も
、
墨
家
よ
り
は
責
老
道
の
方

が
、
道
品
訟
の
母
胎
と
な
り
得
る
諸
要
素
を
迄
か
に
多
く
備
え
て
い
た
こ
と
は
、

動
か
し
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
近
年
は
、
馬
王
堆
漢
墓
そ
の
他
か
ら
、
大
量
の
腎
書
が
出
土
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
験
園
期
か
ら
養
生
術
が
盛
行
し
て
い
た
情
況
が
、

具
陸
的
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
養
生
術
は
、
錬
業
・
服
気
・
導
引
な
ど

の
手
段
に
関
し
て
は
、
方
衡
と
通
ず
る
面
を
持
ち
、
不
老
長
生
と
い
っ
た
目
的

に
関
し
て
は
、
一
柳
仙
術
と
重
な
る
面
を
持
つ
。
さ
ら
に
民
衆
の
聞
に
は
、

一必
術

が
依
然
と
し
て
居
間
然
た
る
勢
力
を
保
っ
て
い
た
事
貨
も
、
忘
れ
る
わ
け
に
は
行

か
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
取
り
立
て
て
何
皐
波
の
哲
皐
・
思
想
と
稽
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
が
、
道
敬
の
形
成
を
論
ず
る
上
で
は
、
や
は
り
無
視
で
き
ぬ
要
素
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
古
代
中
園
の
有
神
論
の
系
譜
を
、
唯
一
塁

家
に
の
み
認
め
、
そ
こ
に
道
教
の
淵
源
を
措
定
せ
ん
と
す
る
著
者
の
結
論
に

は
、
強
い
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
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つ
ぎ
に
本
書
の
第
3
章
、
「
美
天
上
脅
と
天
皇
大
一
帝
と
元
始
天
傘
|
|
儒
乱
訟

の
最
高
紳
と
道
教
の
最
高
紳
|
|
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
こ
の
一
語
で
著
者

は
、
道
数
の
最
高
一柳
た
る
元
始
天
象
が
、
い
か
な
る
思
想
史
的
経
緯
を
踏
ま
え

て
出
現
し
た
の
か
を
、

奏
天
上
帝
を
始
め
と
す
る
各
種
紳
格
と
の
関
係
か
ら
考

察
す
る
。
著
者
が
展
開
す
る
論
旨
は
、
概
ね
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

古
代
祭
犯
に
お
け
る
最
高
神
で
あ
っ
た
美
天
上
帝
は
、
後
漢
の
鄭
玄
に
よ
り

紫
微
宮
の
天
皇
大
一
帝
〈
北
辰
星
)
と
同
一
視
さ
れ
た
が
、
節
玄
は
同
時
に
六
天

設
を
も
唱
え
た
た
め
、
唐
代
に
入
り
、
天
皇
大
脅
は
天
の
一
部
に
過
ぎ
ぬ
と
の

批
剣
が
出
て
く
る
。
ま
た
天
皇
大
-
帝
一
と
並
行
す
る
形
で
、
三
皇
中
の
天
皇
が
上

昇
し
て
く
る
が
、
や
は
り
こ
れ
も
、
地
皇
・
人
皇
と
の
相
針
的
な
地
位
を
占
め

る
に
止
ま
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
相
街
性
を
超
克
す
る
必
要
上
、
新
た
に
元

始
天
王
が
出
現
し
た
。
一
方
老
子
の
道
は
、
董
仲
野
に
よ
る
『
春
秋
』
の

「元
」

と
の
一
種
化
や
、
院
籍
・
王
弼
ら
に
よ
る
『
易
』
の
「
紳
」
に
よ
る
神
霊
化
を

経
て
、
再
び
紳
格
化
さ
れ
る
気
運
に
あ
り
、
こ
れ
が
後
に
老
子
の
道
自
鐙
の
紳

格
化
た
る
元
始
天
王
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
元
始
天
王
が
、
や
が
て
傍
教

の
影
響
を
受
け
、
道
教
の
最
高
紳
・
元
始
天
傘
と
し
て
出
現
す
る
。

以
上
が
著
者
の
所
設
の
概
略
で
あ
る
。
上
は
西
周
か
ら
下
は
唐
に
亙
る
、
貨

に
雄
大
な
構
成
を
持
つ
論
考
で
あ
る
が
、
筆
者
に
は
幾
つ
か
の
疑
念
も
残
っ

た
。
著
者
の
結
論
に
従
え
ば
、
天
皇
大
帝
H
実
天
上
帝
の
波
落
は
、
貞
観
櫨
へ

の
批
判
か
ら
閲
元
躍
が
採
用
さ
れ
た
中
唐
(
八
世
紀
)
以
降
と
な
ろ
う
。
著
者

は
こ
の
美
天
上
帝
の
淡
落
に
よ
り
、
元
始
天
王
H

元
始
天
傘
が
道
教
の
最
高
一
柳

と
し
て
浮
上
し
て
き
た
と
す
る
が
、
元
始
天
王
H
元
始
天
隼
を
道
敬
の
最
高
紳

と
す
る
思
考
の
愛
生
白
鐙
は
、
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
古
く
、
北
周
の
天
和
五
年

(
五
七

O
年
)
に
甑
鴛
が
『
笑
道
論
』
を
著
し
て
、
道
数
を
激
し
く
非
難
し
た

時
貼
を
さ
ら
に
籾
る
か
ら
、
こ
れ
は
有
数
な
設
明
に
な
り
得
て
い
な
い
。
ま
た

著
者
も
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、
唐
代
以
降
も
園
家
祭
紀
の
最
高
一
柳
は
依
然
と
し

て
美
天
上
一
帝
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
実
天
上
帝
が
常
に
天
皇
大
帯
と
一
蓮
托
生
的

に
盛
衰
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
著
者
の
設
明
は
ま
す
ま
す
説
得
力
を
歓
く

こ
と
と
な
る
。

ま
た
天
皇
が
相
劉
性
を
超
克
す
ベ
く
元
始
天
王
に
上
昇
し
た
と
す
る
黙
も
、

天
皇
が
地
皇
・
人
皇
に
封
す
る
相
封
的
優
位
を
占
め
た
ま
ま
で
は
、
い
か
な
る

不
都
合
が
あ
っ
た
の
か
、
何
故
に
紹
制
間
性
獲
得
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
か
、
そ
の
必
然
性
の
説
明
及
び
資
料
的
裏
付
け
が
至
っ
て
薄
弱
で
あ
る
。

同
様
に
、

著
者
が
元
始
天
王
は
後
に
紳
格
化
し
た
老
子
の
這
と
同
一
視
さ
れ

た
と
す
る
黙
も
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
そ
も
そ
も
「
員
書
」
中
の
元
始
天
王

は
、
老
子
の
道
と
の
関
係
が
全
く
稀
薄
で
あ
り
、
「
員
室
百
」
以
外
の
諸
資
料
を

含
め
て
探
し
て
み
て
も
、
著
者
の
説
く
元
始
天
王
U

老
子
の
道
と
の
園
式
を
透

明
す
る
に
足
る
確
誼
は
、
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
元
始
天

傘
・
太
上
道
君
・

古向
上
老
子
は
、

態
読
は
異
な
る
と
雄
も
、
本
源
は
殊
な
ら

ず
」
(
『
妙
門
由
起
』
序
)
と
の
史
崇
の
言
も
、
遥
か
後
に
加
え
ら
れ
た

一
つ

の
解
懇
に
過
ぎ
ず
、
道
数
内
に
お
い
て
、
元
始
天
王
の
質
種
は
老
子
の
道
で
あ

る
と
の
共
通
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
を
、
直
接
に
設
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

総
じ
て
著
者
の
立
論
に
は
、
西
周
か
ら
唐
に
至
る
穫
祭
や
園
家
祭
犯
の
繍
再
選

を
軸
に
し
て
、

道
数
に
お
け
る
最
高
紳
の
成
立
を
説
明
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
強

い
。
だ
が
道
家
な
い
し
道
数
の
側
が
、
常
に
躍
皐
や
園
家
祭
犯
の
慶
化
と
軌
を

一
に
し
て
、

自
己
の
数
義

・
紳
皐
を
幾
更
し
て
行
っ
た
と
の
影
響
関
係
が
寅
詮

さ
れ
ぬ
限
り
、
こ
う
し
た
詮
明
方
法
は
閲
接
的
推
測
に
止
ま
る
。

筆
者
も
道
教

紳
皐
と
圏
家
の
祭
杷
儀
雄
と
の
聞
に
存
在
す
る
、
複
雑
な
影
響
関
係
を
認
め
る

の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
ま
ず
何
よ
り
も
、

道
家

・
道
教
内

部
に
お
け
る
最
上
位
者
の
繁
化
を
追
跡
す
る
形
で
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
う
す
れ
ば
、
老
子
の
道
を
榊
格
化
す
る
動
き
は
、
董
仲
揖
削
や
貌
耳
目
の
易
皐

を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
『
経
法
』
『
道
原
』
等
の
糞
脅
書
、
『
韓
非
子
』
解
老

篇
、
『
鶴
冠
子
』
、
『
准
南
子
』
原
道
訓
、
『
太
卒
経
』
、
『
老
子
想
爾
注
』、

『
抱
朴
子
』
暢
玄
篇
な
ど
、
道
家

・
道
数
内
で
着
々
と
進
行
し
て
い
た
情
況
が

判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
太
卒
経
』
に
お
い
て
最
も
頻
繁
に
最
高
神
と
し

て
登
場
す
る
、
「
皇
天
」
「
天
君
」
「
天
の
上
皇
」
等
の
神
格
を
考
察
し
、
そ

れ
を
『
笑
道
論
』
や
「
員
書
」
に
現
わ
れ
る
元
始
天
王
の
性
格
と
比
較
す
る
な

ら
ば
、
元
始
天
王
が
老
子
の
道
を
人
格
神
化
し
た
一
利
格
で
は
な
く
、
西
局
以
来

の
美
天
上
-
帝
一
の
性
格
を
引
き
縫
ぐ
一
神
格
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
確
に
な
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
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で
は
最
後
に
、
本
書
の
第
M
章
「
鬼
道
と
紳
道
と
倶
道
と
聖
道
」
や
、
第
間
以

章
「
道
教
と
は
何
か
」
、
第
印
章
「
道
教
に
つ
い
て
」
の
三
章
に
述
べ
ら
れ
る
、

著
者
の
道
敬
に
封
す
る
嫡
総
合
的
理
解
を
取
り
摩
げ
て
み
る
。

第
M
章
で
著
者
は
、
『
業
報
因
縁
経
』
や
『
遁
門
経
法
相
承
次
序
』
の
記
述

に
依
援
し
つ
つ
、
「
鬼
道
↓
紳
道
↓
員
道
↓
聖
道
」
、
「
太
上
老
君
↓
太
上
道

君
↓
元
始
天
象
」
、
「
洞
紳
↓
洞
玄
↓
洞
員
」
、
「
太
清
天
↓
上
清
天
↓
玉
清

天
」
の
四
種
の
思
想
史
的
商
式
を
提
示
し
、
さ
ら
に
太
上
老
君
|
太
清
天
J
洞

紳
部
の
道
経
|
神
道
、
太
上
道
君
1

上
清
天
|
洞
玄
部
の
道
経
|
県
道
、
元
始

天
隼
|
玉
清
天
|
洞
興
部
の
道
経
|
聖
道
、
と
の
劉
態
関
係
の
存
在
を
提
起
す

る。
『
圏
諸
』
や
『
豊
子
』
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
鬼
這
と
紳
道
の
聞
に
著
者
が

設
定
す
る
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
か
否
か
は
再
考
の
品
跡
地
が
あ
ろ
う
し
、

「紳

人
・
員
人
、
天
君
の
僻
を
得
る
」
(
『
太
卒
経
』
九
君
太
上
親
訣
)
「
天
上
に

常
に
神
聖
の
要
語
有
り
」
(
同
・
一
静
観
文
訣
)
「
一
は
一柳
入
居
周
り
。
二
は
岡
県
人

篤
り
。
三
は
仙
人
篤
り
。
四
は
道
入
信
用
り
。
五
は
聖
人
盛
岡
り
。
六
は
賢
人
魚

り
。
此
れ
ら
は
皆
な
天
の
治
を
助
く
る
も
の
な
り
」
(
同
・
致
善
除
邪
令
人
受

道
誠
〉
等
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
紳
道
と
員
道
と
聖
道
の
聞
の
序
列
も
、
そ
れ

ほ
ど
裁
然
と
し
て
い
た
か
否
か
は
、
や
は
り
疑
義
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
『
太
卒
経
』
に
は
、
冒
頭
の
補
筆
と
恩
わ
れ
る
箇
所
を
除
い
て
は
、
老
子

に
関
す
る
記
神
地
か
皆
無
で
あ
る
一
方
、
す
で
に
老
子
の
道
を
人
格
神
化
す
る
傾

向
が
見
え
る
黙
よ
り
す
れ
ば
、
太
上
老
君
↓
太
上
道
君
の
順
序
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
べ
き
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。

も
っ
と
も
著
者
が
提
出
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
道
数
紳
摩
の
重
層
的
展
開
を

術
敵
す
る
た
め
の
大
粋
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
文
献
内
容
す
べ
て
が
、
こ
れ
に

き
っ
ち
り
と
該
嘗
し
な
く
て
も
、
一
向
に
差
し
支
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
た

だ
細
部
に
亙
る
現
象
は
一
路
措
く
と
し
て
も
、

筆
者
に
は
な
お
基
本
的
に
諒
解

し
か
ね
る
黙
が
存
在
す
る
。
著
者
の
持
論
に
よ
れ
ば
、
太
上
道
君
と
元
始
天
傘

の
貧
質
は
と
も
に
老
子
の
道
で
あ
る
か
ら
、
=
一清
設
の
如
く
共
時
的
に
見
た
場

合
も
、
本
章
の
如
く
遁
時
間
に
見
た
場
合
も
、
結
局
こ
の
二
神
は
全
く
同

一の

紳
格
だ
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
に
太
上
道
君
と
は

別
に
元
始
天
象
が
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
し
か
も
何
故
に
太
上
道
君
を

凌
い
で
元
始
天
舎
が
最
高
神
と
し
て
君
臨
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
筆
者
に

は
ま
る
で
理
解
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
最
も
根
本
的
な
疑
問
に
明
快
な
解

答
を
提
示
し
て
頂
か
ぬ
限
り
、
折
角
著
者
が
提
起
さ
れ
た
上
記
四
種
の
封
磨
関

係
も
、
基
本
的
に
そ
の
意
義
を
剣
断
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。

今
一
度
「
鬼
道
↓
紳
道
↓
県
道
↓
聖
道
」
な
る
著
者
の
園
式
を
考
え
て
み
る

に
、
著
者
は
古
代
の
呪
術
的
鬼
神
信
仰
か
ら
鬼
道
を
、
『
易
』
か
ら
一柳
道
を、

『
荘
子
』
か
ら
田
県
道
を
、
傍
数
か
ら
聖
道
を
、
そ
れ
ぞ
れ
抽
出
し
、

道
教
は
こ

れ
ら
四
種
の
道
を
時
代
を
追
っ
て
加
上
的
に
堆
積
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
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の
数
義
を
形
成
し
た
と
説
く
。
と
す
れ
ば
道
教
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
『易
』

と

『荘
子
』
と
併
数
と
い
っ
た
、
か
な
り
異
質
な
要
素
に
よ
っ
て
混
成
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
重
層
的
堆
積
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か、

そ

れ
と
も
あ
る
共
通
し
た
基
底
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
上
に
逐
衣
堆
積
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
相
互
の
脈
絡
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
時
流
に
乗
っ
て
そ
の

都
度
雑
多
な
道
を
取
り
込
ん
だ
と
す
る
方
が
、
い
か
に
も
道
敬
ら
し
く
て
良
い

と
の
見
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
は
、
い
か
に
道
教
で
も
、
木
に
竹
を
縫

ぐ
よ
う
な
御
都
合
主
義
ば
か
り
を
く
り
返
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え

極
め
て
大
ま
か
な
形
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
あ
る
一
定
し
た
世
界
観
が
通
底
し
て

い
た
と
す
る
見
方
も
成
立
し
得
ょ
う
。

『
墨
子
』
明
鬼
論
に
よ
れ
ば
、
鬼
と
は
天
に
錫
し
た
死
者
の
震
で
あ
り
、
紳

と
は
上
喬
一
の
命
を
受
け
て
天
上
界
よ
り
下
土
に
降
臨
す
る
天
神
で
あ
る
。
ま
た

俗
に
封
す
る
員
と
は
、
著
者
の
指
摘
の
如
く

『荘
子
』
に
-
初
出
す
る
語
で
、

「天
に
蔽
わ
れ
て
人
を
知
ら
ざ
る
」
(『萄
子
』
解
蔽
篇
〉
妊
周
が
、
天
の
在
り

方
を
鐙
得
し
た
至
人
・
神
人
に
用
い
た
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
と
は
、
現
象

を
目
視
す
る
以
前
に
、
上
天
の
珠
告
を
耳
で
聞
く
こ
と
の
で
き
る
特
殊
能
力

(
聴
)
を
意
味
し
、
「
大
な
る
か
な
聖
人
の
道
、
洋
洋
乎
と
し
て
蔦
物
を
夜
育

し、

峻
き
こ
と
天
に
極
る
」

「萄
く
も
固
よ
り
聴
明
聖
知
に
し
て
、

天
徳
に
逮

す
る
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
れ
執
か
能
く
之
れ
を
知
ら
ん
や
」
(『中
庸
』)

「
聖
の
天
道
に
於
け
る
や
、
命
な
り
」
(『
孟
子
』
謹
心
下
篇
)
と
、
天
と
は
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
概
念
で
あ
る
。

以
上
概
観
し
た
如
く
、
著
者
が
皐
げ
る
鬼
・
紳
・
員
・
聖
の
四
種
は
、
い
ず

れ
も
天
と
密
接
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
道
教
の
基
底
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
道
教
と
儒
数
を
比
較
す
る
際
、
雨

者
の
共
通
性
の
第
一
に
上
脅
信
仰
を
翠
げ
、
上
一一帝
信
仰
な
い
し
賞
罰
の
思
想

は
、
三
世
紀
以
後
の
道
数
で
は
、

数
理
組
平
の
中
植
を
成
す
に
至
る
と
述
、
へ
る
。

し
か
る
に
鬼
這
↓
一神
道
↓
員
道
↓
要
道
の
図
式
を
展
開
す
る
く
だ
り
に
な
る

と
、
上
帯
信
仰
は
ど
こ
か
へ
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

も
し
道
教
の
基
底
を
天
に
措
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
不
整
合
を
解
消
で

き
る
と
と
も
に
、
太
上
道
君
や
太
上
老
若
と
は
別
に
、
何
故
に
元
始
天
傘
が
道

教
の
最
高
紳
に
据
え
ら
れ
た
の
か
、
と
の
疑
問
に
も
解
答
が
得
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
無
論
、
元
始
天
象
と
太
上
道
君
の
貧
質
を
と
も
に
老
子
の
這
と

す
る
不
自
然
さ
も
、
同
時
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
張
角

が
「
天
公
賂
箪
」
を
m
僻
し
た
り
、

張
道
陵
が

「天
師
」
を
稽
し
た
り
し
た
現
象

ゃ、

著
者
が
本
書
第
2
章
で
扱
っ
た
、
太
上
老
若
が
天
一
仰
と
し
て
地
上
に
降
臨

授
該
す
る
信
仰
や
、
第
6
章
で
扱
っ
た
、
君
主
が
山
頂
に
壇
を
築
い
て
天
を
祭

る
封
調
の
儀
躍
な
ど
も
、
よ
り
系
統
的
に
組
み
込
め
る
こ
と
も
橡
想
さ
れ
よ

aソ。
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こ
れ
は
ま
た
、
著
者
の
道
教
に
劃
す
る
定
義
と
も
絡
ん
で
く
る
問
題
で
あ

る
。
第
日
章
に
お
い
て
、
著
者
は
道
教
を
鬼
道

・
紳
道
・

員
選
・
聖
道
の
四
種

の
「
道
の
数
」
が
混
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
、
績
く
第
回
章
で
は
、
道
教

に
到
し
て
次
の
如
き
定
義
を
示
し
て
い
る
。

道
教
と
は
中
園
古
来
の
亙
術
も
し
く
は
鬼
道
の
数
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
上

部
に
墨
家
の
上
帯
鬼
紳
の
思
想
信
仰
、
儒
家
の
紳
道
と
祭
躍
の
哲
盟
午
、
老
妊

道
家
の
「
玄
」
と

「
員
」
の
形
而
上
風
午、
さ
ら
に
は
中
園
傍
数
の
業
報
輪
廻

と
解
脱
な
い
し
は
衆
生
揖
何
度
の
数
理
儀
躍
な
ど
を
重
層
的
・
複
合
的
に
採
り

入
れ
、
陪
唐
五
代
の
時
期
に
宗
教
教
副
と
し
て
の
組
織
と
儀
謹
と
紳
皐
数
理

と
を
い
ち
お
う
完
成
す
る
に
至
っ
た

「道」

|
|
宇
宙
と
人
生
の
根
源
的
な

民
連
も
し
く
は
員
賞
在
の
世
界
|
|
の
不
滅
と
一
慢
に
な
る
こ
と
を
究
極
の
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理
想
と
す
る
漢
民
族
〔
中
園
民
族
〕
の
土
着
闘
停
統
的
な
宗
数
で
あ
る
。

著
者
は
前
章
で
は
道
数
を
四
つ
の
「
道
の
数
」
の
混
成
で
あ
る
と
総
括
し
な
が

ら
、
後
の
定
義
の
方
で
は
、
道
教
の
構
成
要
素
を
五
つ
摩
げ
て
お
り
、

一
見
教

が
合
わ
ぬ
よ
う
で
も
あ
る
が
、
筆
者
な
り
に
著
者
の
意
図
を
推
し
測
っ
て
ま
と

め
て
み
る
に
、
道
の
数
の
第
一
一
は
亙
術
な
い
し
鬼
道
を
、
第
二
は
墨
家
の
よ
脅

鬼
神
信
仰
と
儒
家
の
紳
道
を
、
第
三
は
老
延
道
家
の
「
玄
」
と
「
員
」
の
形
而

上
拳
を
、
第
四
は
中
園
傍
数
の
聖
道
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
指
し
て
い
る
ら
し
い
。

こ
う
し
た
道
数
の
定
義
を
前
に
し
て
気
附
く
の
は
、
老
子
が
顔
を
出
す
の
は

第
三
の
「
虞
道
」
の
内
誇
で
あ
る
「
玄
」
と
「
輿
」
の
中
、
「
玄
」
の
側
だ
け

だ
と
い
う
勲
で
あ
る
。
し
か
も
老
子
が
措
賞
す
る
「
玄
」
は
、
結
局
妊
子
が
纏

嘗
す
る
「
員
」
の
下
に
「
同
県
道
」
と
し
て
包
揺
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
者

の
道
教
の
定
義
に
お
い
て
は
、
老
子
は
き
し
て
重
大
な
役
割
を
背
負
っ
て
は
い

な
い
と
言
え
る
。
あ
ま
つ
さ
え
著
者
は
、
老
子
の
形
而
上
皐
を
「
玄
」
と
把
復

す
る
の
で
、
な
お
さ
ら
「
道
の
数
」
の
「
道
」
は
、
老
子
の
道
で
あ
る
必
然
性

'
an 

を
喪
失
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
著
者
も
、
「
道
」
と
ル
ピ
を
附
し
た
上
、

「
宇
宙
と
人
生
の
根
源
的
な
員
理
も
し
く
は
員
貧
在
の
世
界
」
と
の
設
明
を
補

足
し
て
、
「
道
」
の
内
貨
に
前
記
四
種
の
道
す
べ
て
を
包
掻
で
き
る
だ
け
の
普

遍
性
を
輿
え
、
狭
義
の
老
子
の
道
と
理
解
さ
れ
る
危
険
を
回
避
せ
ん
と
す
る
、

慎
重
な
配
慮
を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
う
で
あ
れ
ば
、
何
故
に
著
者
は
第
3
章
に
お
い
て
、
元
始
天
象
の
賃

値
を
太
上
道
君
と
全
く
同
一
に
、
老
子
の
道
の
神
格
化
し
た
も
の
だ
と
規
定
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
道
数
の
最
高
紳
た
る
元
始
天
象
を
老
子
の
這
と

同
一
だ
と
す
る
考
え
に
執
着
さ
れ
、
三
清
す
べ
て
を
老
子
一
人
に
濁
占
さ
せ
て

置
き
な
が
ら
、
道
数
に
定
義
を
下
す
段
に
な
る
と
、
と
た
ん
に
老
子
の
姿
が
か

す
み
始
め
る
の
は
、
筆
者
に
は
重
大
な
矛
盾
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
如
何
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
の
私
見
で
は
、
宇
宙
の
本
鐙
・
高
物
の
根
源
と
し
て
『
老
子
』
に
よ
り

創
出
さ
れ
た
「
道
」
と
、
俸
統
的
な
最
高
紳
た
る
麦
天
上
-
帝
と
の
序
列
を
い
か

に
調
整
す
べ
き
か
は
、
古
代
中
園
思
想
史
上
の
難
問
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
や

が
て
道
数
に
お
い
て
は
、
「
道
と
は
、
乃
ち
皇
天
の
師
に
し
て
、
天
の
重
賓
・

珍
物
な
り
」
「
天
は
乃
ち
無
上
に
し
て
、
道
も
復
た
之
れ
を
倫
ぶ
」
(
『
太
卒

経
』
天
径
四
人
辱
道
誠
一
〉
と
い
っ
た
思
考
に
よ
っ
て
、
先
行
す
る

「天
，道
」

と

混
清
し
、
庚
く
天
観
念
の
中
に
包
掻
す
る
形
で
解
決
が
圃
ら
れ
た
と
考
え
て
い

る
。
元
始
天
骨
骨
が
太
上
道
若
や
太
上
老
若
を
凌
い
で
、
道
教
の
最
高
紳
の
地
位

を
占
め
る
構
圃
は
、
そ
う
し
た
思
想
史
的
経
緯
の
反
映
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
で
あ

ろ
う
か
。

タ
オ

ま
た
「
道
」
の
内
貧
を
著
者
の
よ
う
に
規
定
し
た
場
合
、
成
立
過
程
を
述
べ

る
定
義
の
前
半
部
分
を
捨
象
し
て
、
道
教
を
共
時
性
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら

ば
、
道
教
と
は
「
宇
宙
と
人
生
の
根
源
的
な
員
理
も
し
く
は
員
貧
在
の
世
界
」

と
一
種
に
な
る
こ
と
を
究
極
の
理
想
と
す
る
宗
数
だ
と
定
義
で
き
よ
う
が
、

そ

れ
は
他
の
多
く
の
宗
教
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
そ
う
な
普
遍
的
内
容
で
あ
っ

て
、
は
た
し
て
こ
れ
で
道
教
が
「
漢
民
族
〔
中
園
民
族
〕
の
土
着
的
・
博
統
的

な
宗
数
で
あ
る
」
こ
と
を
読
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
信
仰
の
劉

象
た
る
固
有
の
紳
格
名
を
全
く
含
め
ぬ
抽
象
的
な
形
で
、
あ
る
特
定
の
宗
教
の

定
義
づ
け
を
行
う
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

古
来
日
本
人
は
、
中
園
文
明
の
屋
倒
的
影
響
を
受
け
、
各
種
の
中
園
文
化
を

貧
欲
に
掻
取
し
績
け
て
き
た
の
だ
が
、
中
園
的
世
界
観
の
根
本
を
成
す
上
脅
信

仰
だ
け
は
、
決
し
て
受
容
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
め
に
江
戸
の
儒
者
連

中
も
、
上
天
な
き
世
界
に
経
書
を
講
ず
る
喜
劇
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
道
教
が
漢
民
族
・
中
園
民
族
の
土
着
的

・
停
統
的
宗
教
で
あ
る
と
説
く
場

-133ー
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合
、
こ
う
し
た
硯
黙
か
ら
、
逆
に
道
教
の
持
つ
民
族
性
を
照
射
す
る
こ
と
も
必

要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

以
上
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
一
摘
、氷
氏
の
大
著
へ
の
拙
い
感
想
を
書
き
綴
っ
て
き

た
。
本
書
は
十
六
篇
の
論
文
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
が
、
道
教
へ
の
思
索
が
進
展

す
る
に
伴
い
、
著
者
の
内
部
に
は
力
黙
の
移
行
や
所
設
の
繁
更
が
生
じ
た
ら
し

く
、
相
互
の
論
述
の
聞
に
は
か
な
り
の
矛
盾
や
飽
師
闘
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
蓄

を
完
成
さ
せ
る
に
際
し
、
最
終
的
理
解
の
線
に
揃
え
る
形
で
修
改
を
加
え
、
一

番
と
し
て
の
整
合
性
を
維
持
し
て
欲
し
か
っ
た
気
が
す
る
。
ま
た
、
す
で
に
批

判
を
受
け
た
先
行
の
諸
設
に
鍋
れ
ぬ
姿
勢
に
関
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
の
笹
裁
を

継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
黙
に
削
到
す
る
著
者
の
見
解
も
、
是
非
提
示
し
て
頂

き
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

上
述
の
如
く
、
著
者
が
本
書
に
明
示
さ
れ
た
這
致
研
究
の
姿
勢
や
、
濁
自
の

方
法
論
に
封
し
、

筆
者
は
深
く
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
著
者
が
誘
く
道
教
形
成
史
の
骨
格
に
射
し
て
は
、
首
肯
し
難
い
面
が
多

々
存
す
る
こ
と
も
事
寅
で
あ
る
。
も
と
よ
り

『道
臓
』
を
逼
讃
し
た
こ
と
す
ら

な
い
山
外
の
俗
人
の
批
評
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、
著
者
の
深
遠
な
意
圃
を
譲
み
取
れ

な
か
っ
た
が
故
の
誤
り
も
数
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ひ
た
す
ら
脆
奔
叩
頭
し

て
、
天
師
・
岡
県
人
の
御
寛
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

一
九
八
七
年
九
月
東
京
岩
波
書
庖

A
5
判

五

O
七
頁
七
八

O
O園

岡
崎
敬
著

中
国
の
考
古
摩
|
陪
唐
篇
l

愛

，.._ 
王宝

フじ

本
書
は、

著
者
の
三
十
年
来
に
亙
る
幅
庚
い
研
究
活
動
の
う
ち
、
惰
唐
時
代

に
関
す
る
諸
論
考
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
一
加
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全

て
四
部
か
ら
成
り
、
第
l
部
「
惰
唐
考
古
皐
の
諸
問
題
」
は
、
解
放
後
比
較
的

早
い
時
期
の
階
唐
時
代
に
関
す
る
中
園
考
古
皐
上
の
成
果
を
紹
介
し
つ
つ
、
幾

つ
か
の
斬
新
な
知
見
を
提
示
さ
れ
た
十
篤
か
ら
成
り
、
評
者
に
と
っ
て
最
も
興

味
深
く
、
同
時
に
か
な
り
手
厳
し
い
こ
と
を
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
篇

で
も
あ
る
。
第
E
部
「
中
園
文
化
と
そ
の
周
透
」
は
、
東
北
ア
ジ
ア
及
び
モ
ン

ゴ
リ
ア
方
面
に
関
す
る
六
篇
の
論
考
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
皿
部

「日
中

交
流
の
考
古
皐
」
は
、
「
唐
代
壁
蜜
墓
か
ら
み
た
高
松
塚
古
墳
に
つ
い
て
」
及

び
コ
渦
岡
市
(
博
多
)
聖
古
胸
中
守
護
見
の
遺
物
に
つ
い
て
」
の
二
篇
を
除
き
、
他

の
四
篇
は
、
園
銭
解
題
や
全
集
月
報
な
ど
の

一
般
向
け
の
解
読
書
を
枚
録
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
第
W
部
「
階
唐
の
文
化
と
陶
磁
」
は
、
唐
代
を
中
心
に
、
前

後
の
階
代
や
五
代
期
に
及
ぶ
陶
磁
器
を
論
じ
た
二
論
考
か
ら
成
る
。
本
書
に
ま

と
め
る
に
嘗
っ
て
、
著
者
は
執
筆
後
に
出
た
関
連
す
る
設
掘
報
告
の
類
を
新
た

に
い
く
つ
か
注
記
、
な
い
し
表
の
増
補
と
し
て
加
え
ら
れ
、
本
書
刊
行
時
に
お

け
る
中
園
考
古
皐
上
の
塑
富
な
情
報
蓄
積
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
も
つ

ば
ら
第
i
部
を
封
象
と
し
た
紹
介
と
-評
を
記
す
こ
と
に
し
た
い。

第
l
部
第
一
章
「
洛
陽
考
古
見
聞
記
」
は
、
一
九
七
四
年
に
お
け
る
著
者
の
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