
で
き
よ
う
。
私
自
身
、
研
究
分
野
の
一
つ
と
し
て
い
る
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
近
世

史
の
分
野
に
限
っ
て
も
、
氏
の
所
論
に
は
史
料
操
作
上
、
あ
る
い
は
歴
史
の
大

局
抱
渥
上
の
重
大
な
難
黙
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
強
い
て
不
足

の
黙
を
あ
.
け
れ
ば
、
社
舎
、
経
済
、
生
産
、
地
域
性
、
少
数
民
族
問
題
に
関
す

る
叙
述
が
や
や
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
て
二
気
づ
い
た
黙
を

あ
げ
る
と
、
一
九
頁
の
骨
玄
島
。
自
主
個
目
。
は

F
O
忽凶

Z
S
E
E
5と
、

二
五
頁
の
歪
思
は
歪
思
と
そ
れ
ぞ
れ
譲
む
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
三
六
頁
の
モ
ス

l
ル
・
ダ
l
パ
ン
は
モ
ス
ル
・
ダ
パ

1
ン
と
讃
む
べ
き
か
。

わ
が
園
の
東
洋
史
皐
界
で
は
中
央
ア
ジ
ア
史
に
闘
す
る
論
文
は
多
い
が
、
専

門
研
究
書
(
単
行
書
)
は
比
較
的
乏
し
い
。
そ
の
意
味
で
、
羽
田
明
著

『
中
央

ア
ジ
ア
史
研
究
』
は
き
わ
め
て
重
要
か
つ
有
意
義
な
文
献
で
あ
り
、
皐
界
の
貴

重
な
財
産
で
あ
る
。
私
は
本
書
を
逼
讃
し
て
、
沼
田
明
氏
の
中
央
ア
ジ
ア
史
筆

研
究
上
の
貢
献
が
紹
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
と
と
も
に
、
氏
の
研

究
活
動
と
本
書
の
刊
行
に
劉
し
、
心
か
ら
の
敬
意
を
表
す
る
。

一
九
八
二
年
六
月
京
都

A
5
版

鈴

木

中

正

編

千
年
王
国
的
民
衆
運
動
の
研
究

大

津

臨
川
書
広

五

O
七
頁

願

浩
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一
盤
、
「
邪
数
」
と
は
定
義
さ
れ
う
る
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
邪

教
」
と
は
前
近
代
中
閣
の
支
配
の
論
理
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
如
何
な
る
祉
舎
で
も
そ
の
支
配
の
正
嘗
化
の
論
理
は
必
要
と
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、

p
-
L
・パ

l
ガ

1
の
い
う
よ
う
に
、
歴
史
的
に
み
て
宗
激
的
な
世
界

の
正
賞
化
が
最
も
確
寅
で
永
績
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ

ば
、
聖
と
俗
が
裁
然
と
区
分
さ
れ
な
い
社
禽
で
は
異
端
運
動
は
ま
さ
し
く
正
統

性
に
直
結
す
る
重
大
な
問
題
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
濁
自
の
正
統
性
を
主
張

す
る
「
邪
教
」
の
活
動
が
常
に
政
治
性
を
も
っ
て
針
廃
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
も

こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
教
的
反
甑
こ
そ
こ
う
し
た
正
1

邪
の
封
立
を

最
も
鮮
明
に
浮
彫
り
に
す
る
場
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
宗
教
運
動
を
研
究
す
る
意

味
の
一
つ
は
こ
こ
に
存
在
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
民
衆
宗
敬
遠
動
の

研
究
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
分
野
の
一
つ
に
明
清
時
代
が
あ
る
が
、
近

年
の
そ
の
研
究
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
方
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ

は
太
卒
天
園
・
義
和
風
運
動
へ
の
関
連
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
宗
教
的

反
飢
の
果
し
た
民
衆
の
繁
革
主
慢
形
成
の
過
程
を
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
千
年
王
閣
信
仰

(
B
E
E
R
-
2
2日
)
と
い
う
概
念
を
援
用
す
る

立
場
に
代
表
さ
れ
、
ま
ず
個
々
の
具
鐙
的
事
例
を
封
照
さ
せ
る
べ
き
理
念
型
の

設
定
を
は
か
ろ
う
と
い
う
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
雨
者
の
立
場
は
決
し

て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
相
補
完
す
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

千
年
王
閣
信
仰
に
基
づ
く
民
衆
運
動
と
中
園
に
お
け
る
白
蓮
教
な
ど
の
宗
教

運
動
と
の
類
似
性
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
寅
際
に
研
究
函
で
の
比

較
釣
照
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ホ
プ
ズ
ポ
l
ム
の
著
何
が
紹
介
さ

れ
て
か
ら
の
こ
は
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
後
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
コ

l
ン
の
研
究

の
翻
誇
が
出
さ
れ
、
中
園
史
に
関
し
て
も
太
卒
道
や
太
卒
天
圏
、
情
代
の
宗
教

運
動
等
を
千
年
王
園
信
仰
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
研
究
が
現
わ
れ
て
千
年
王
園

論
は
民
衆
運
動
の
研
究
に
一
つ
の
場
を
輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
傾
向
に
刺
激
を
輿
え
た
ホ
プ
ズ
ポ
l
ム
の
見
解
の
中
心
は
、
千

年
玉
圏
主
義
の
運
動
を
前
近
代
的
な
抵
抗
運
動
が
近
代
的
な
革
命
運
動
へ
と
つ

-155ー
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な
が
っ
て
い
く
一
例
と
し
て
と
ら
え
「
近
代
化
に
た
い
し
て
基
本
的
な
構
造
的

障
害
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
鈴
木
中
正
氏

は
、
千
年
王
園
運
動
が
傍
染
病
的
に
展
開
し
全
園
的
な
反
抗
を
惹
起
す
る
と
い

う
ホ
ブ
ズ
ポ

l
ム
の
指
摘
に
注
目
し
、
こ
れ
が
王
朝
末
期
に
易
姓
革
命
の
初
衰

の
契
機
と
し
て
宗
教
的
反
飢
が
作
用
す
る
と
い
う
想
定
に
射
し
て
示
唆
的
で
あ

る
と
認
め
、
ま
た
氏
の
示
さ
れ
た
民
間
武
力
汲
と
直
前
数
組
織
と
の
共
闘
に
よ
る

一
稿
用
反
枇
と
い
う
闘
式
を
ホ
プ
ズ
ボ

1
ム
の
匪
賊
と
千
年
王
園
信
仰
と
の
結
合

に
関
す
る
観
測
に
よ
り
補
強
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
鈴
木
氏
の
千
年

王
園
運
動
へ
の
関
心
が
結
貧
し
た
の
が
氏
自
身
の
編
に
な
る

『
千
年
主
図
的
民

衆
運
動
の
研
究
』
で
あ
り
、
今
春
長
逝
さ
れ
た
氏
の
遣
さ
れ
た
最
後
の
ま
と
ま

っ
た
論
と
い
え
よ
う
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
え
が
き

第

一

部

線

論

|

|

千

年

王

図

運

動

の

位

界

史

的

展

開

鈴

木

中

正

序

言

第
一
節
千
年
王
園
信
仰
の
ル
l
ツ

第
二
節
西
洋
千
年
王
図
信
仰
の
原
勲

第
三
節
西
洋
中
世
千
年
王
闘
運
動
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

第
四
節
イ
ラ
ン
千
年
王
園
運
動
の
展
開

第
五
節
イ
ラ
ン
的
信
仰
と
併
教
と
の
出
曾
い

第
六
節
中
園
に
お
け
る
千
年
王
園
運
動
の
展
開

第
二
部
各
論
t
|
|
中
園

第
一
章
明
末
清
初
に
お
け
る
千
年
王
圏
論
的
宗
敬
遠

動

野

口

銭

郎

第
三
章
清
朝
中
期
に
お
け
る
民
間
宗
敬
結
祉
と
そ
の
千
年
王
闘
運
動
へ

の

傾

斜

鈴

木

中

正

若
干
の
激
備
的
考
察

清
中
期
に
お
け
る
白
紙
数
の
展
開

直
隷
昌
駒
常
豚
石
油
開
口
王
氏
の
数
源

山
東
単
勝
劉
佐
臣
の
創
唱
し
た
数
源

潅
正
年
間
に
摘
夜
さ
れ
た
諸
数
汲

乾
隆
初
期
(
元

I
一
九
年
〉
に
摘
鼓
さ
れ
た
諸
数
汲

雲
南
張
保
太
の
無
篤
敬

E

乾
隆
十
七
年
馬
朝
柱
の
反
清
運
動

第
七
節
乾
隆
中
期
(
二

0
1三
九
年
〉
の
台
市
議
運
動

第
八
節
乾
隆
後
期
〈
四

O
J六
O
年
)
の
宗
教
運
動

第

九

節

結

語

第

三

章

明

清

時

代

に

お

け

る

聞

香

教

と

清

茶

門

教

浅

井

第
三
部
各
論
|
|
東
南
ア
ジ
ア

第
一
章
上
座
部
併
数
文
化
閣
に
お
け
る

〈
千
年
王
園
運
動
〉
研
究
序
説

石
井
米
雄

池
端
雪
浦

関
本
照
夫

鈴
木
中
正

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

車己

一 156ー

第
二
章

第
三
章

総
括事

項
紫
引

人
名
索
引

+
ン
"
ホ
セ
信
徒
閣
の
反
飢

サ
ウ
ィ
ト
事
件
の
文
化
論
的
考
察

(
本
文
五
七
三
頁
・
索
引
十
七
頁
)

こ
う
し
た
構
成
を
備
え
た
本
書
は
、
鈴
木
氏
と
い
う
組
織
者
を
得
て
初
め
て
成

っ
た
中
園
・
東
南
ア
ジ
ア
の
民
衆
運
動
を
千
年
王
図
運
動
と
い
う
概
念
で
照
ら

し
出
そ
う
と
し
た
最
初
の
本
格
的
な
研
究
書
と
い
え
る
。
千
年
玉
園
信
仰
と
は

原
来
キ
リ
ス
ト
教
に
特
有
の
も
の
で
ト
マ
ス
・
ミ
ユ
ン
ツ
ア
ー
や
ボ
ヘ
ミ
ア
の



タ
ボ

1
ル
黛
な
ど
に
み
ら
れ
る
例
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
近
年
類
似

し
た
信
仰
に
も
と
づ
く
運
動
は
世
界
各
地
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
た
こ
と
が
関
心

を
呼
び
、
千
年
王
圏
運
動
と
い
う
概
念
が
非
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
運
動
に
も
適

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
こ
こ
で
は
詳
し
く
燭
れ
得
な
い
が
コ

l
ン
や
ウ
ィ

ル
ソ
ン
の
規
定
が
康
く
用
い
ら
れ
て
い
る
〉
。
氏
自
身
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

「
廉
く
世
界
に
分
布
す
る
類
似
の
運
動
と
の
比
較
封
照
」
(
ま
え
が
き
〉
と
い

う
貼
で
千
年
王
園
運
動
が
考
察
の
封
象
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
本
書
は

氏
の
『
中
園
史
に
お
け
る
革
命
と
宗
教
』
の
延
長
上
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
即

ち
、
氏
自
身
の
言
を
借
り
れ
ば
「
橡
じ
め
宗
教
信
仰
及
び
集
園
組
織
に
関
す
る

理
念
型
を
立
て
て
お
き
、
具
鐘
例
を
こ
れ
に
照
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
性
格
を

剣
定
す
る
こ
と
」
(
一
五
一
頁
)
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
氏
は
宗
教
運
動
研
究

の
困
難
打
開
の
方
途
を
理
今
担
古
設
定
に
求
め
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
黙
に
本
書
の
濁
自
的
な
債
値
が
あ
り
、
氏
の
努
力
も
こ
こ
に
向
け
ら
れ
た

と
い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
理
今
却
壱
主
と
し
て
以
下
に
紹
介
を
加
え
た
い
。
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第
一
部
線
論
は
千
年
王
闘
運
動
の
遁
世
界
性
・
通
人
類
性
を
強
調
す
べ
く
、

そ
の
世
界
史
的
展
開
を
先
行
す
る
研
究
成
果
を
と
り
入
れ
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
即
ち
イ
ラ
ン
思
想
(
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
数
〉
に
そ
の
起
源
を
求
め
(
第
一

節
)
、
西
方
の
ユ
ダ
ヤ
数
・
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
通
じ
る
系
譜
(
第
二
・
三
節
)

と
イ
ラ
γ
自
身
の
マ
ニ
数
や
イ
ス
ラ
ム
教
シ
l
ア
恨
の
メ
シ
ア
信
仰
へ
と
つ
な

が
る
流
れ
(
第
四
節
)
と
、
東
方
の
併
教
に
影
響
を
輿
え
て
生
じ
た
菊
勤
下
生

信
仰
を
説
明
し
(
第
五
節
)
、
最
後
に
中
園
に
お
け
る
千
年
王
園
運
動
の
展
開

を
略
述
す
る
(
第
六
節
)
。
そ
し
て
、
中
園
の
千
年
王
園
運
動
の
中
核
的
原
動

力
と
な
っ
た
の
は
瀬
勤
下
生
信
仰
が
中
園
土
着
の
千
年
王
園
的
信
仰
要
素
と
習

合
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
、
例
数
停
来
以
前
の
運
動
、
併
数
的
道
教

的
千
年
王
園
論
の
形
成
、
末
法
思
想
の
成
立
と
い
う
よ
う
に
簡
潔
に
要
黙
を
述

べ
、
最
後
に
「
王
朝
革
命
期
民
衆
反
乱
の
枇
舎
皐
」
と
し
て
先
に
翠
げ
た
王
朝

革
命
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
た
だ
少
し
附
け
加
え
れ
ば
、
研
究
史
の
上
か
ら

も
近
代
的
革
命
運
動
へ
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
ホ
プ
ズ
ポ
l
ム
の
観
黙
か
ら

も
太
卒
天
閣
の
運
動
な
ど
は
燭
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
恩
わ
れ

る。
第
二
部
は
明
清
時
代
の
事
例
を
と
り
あ
げ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
構
成
は
民

衆
宗
教
運
動
研
究
の
現
状
の
反
映
と
も
い
え
る
。
千
年
王
薗
論
が
ま
ず
白
蓮
数

運
動
理
解
の
手
が
か
り
と
し
て
導
入
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
方
向
は
白
蓮
数
の
活

動
の
盛
ん
で
あ
っ
た
明
清
時
代
を
中
心
と
し
て
準
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
一
章
は
明
末
清
初
江
西
南
讃
府
で
起
っ
た
密
敬
(
ま
た
は
密
密
敬
〉
の
事

件
に
従
来
の
現
世
救
済
的
な
も
の
と
は
異
な
っ
た
宗
激
的
内
容
を
見
出
し
、
自

ら
の
意
志
に
よ
る
殉
数
へ
の
喜
び
ゃ
願
い
の
淵
源
を
問
い
か
け
、
民
衆
の
意
識

第
草
の
過
程
野
口
氏
の
つ
ね
づ
ね
い
う
秘
密
的
民
衆
宗
教
結
社
史
の
時
代
医

分
へ
と
つ
な
ぐ
こ
と
を
闇
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
主
と
し
て
『
康
照
龍
南
勝

志
』
の
記
載
に
よ
り
事
件
の
経
過
を
丹
念
に
お
い
、
富
貴
の
獲
得
や
卒
等
の
主

張
と
い
う
現
世
的
異
議
申
し
立
て
が
何
ら
見
ら
れ
な
い
黙
を
特
徴
と
み
な
さ
れ

る
。
し
か
し
現
世
否
定
の
主
張
は
メ
シ
ア
信
仰
の
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
現

世
否
定
を
と
も
な
わ
な
い
宗
教
運
動
を
千
年
王
園
的
と
記
述
で
き
る
だ
ろ
う
か

と
も
思
わ
れ
る
。
氏
が
殉
教
の
喜
び
と
し
て
強
調
さ
れ
る
「
有
婦
女
赴
曾
散

婦
、
投
調
樹
上
、
及
白
湯
水
中
者
、
不
知
凡
幾
」
と
い
う
記
載
に
関
し
て
連
想

さ
れ
た
の
は
、
孫
恩
・
虚
循
の
胤
に
み
ら
れ
た
「
水
仙
」
や
「
登
仙
堂
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
封
照
と
な
る
黙
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
氏
の
目
指
す
時
代

匡
分
に
つ
い
て
は
宗
教
性
の
内
容
だ
け
で
な
く
組
織
形
態
も
鰯
れ
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
鈴
木
氏
の
類
型
で
も
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
信
仰
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内
容
と
組
織
は
関
係
が
深
い
と
い
え
る
し
宗
教
結
吐
自
程
が
一
つ
の
共
同
盟
創

出
運
動
と
し
て
の
音
中
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
亙
術
に

封
す
る
園
家
の
態
度
の
繁
化
や
六
議
・
社
民
干
の
よ
う
な
民
衆
に
射
す
る
態
度
な

ど
、
併
せ
て
園
家
の
支
配
の
在
り
方
を
覗
野
に
入
れ
ら
れ
れ
ば
ま
た
新
た
な
園

家
と
民
衆
の
在
り
方
が
浮
び
上
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
章
は
清
中
期
の
民
衆
宗
教
運
動
に
つ
い
て
の
最
も
ま
と
ま
っ
た
論
考
と

い
え
る
。
鈴
木
氏
は
数
多
く
の
宗
教
結
祉
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
検
索
的

手
段
と
し
て
類
型
を
設
定
さ
れ
た
。
一
つ
は
宗
数
信
仰
面
に
お
い
て
で
あ
り
、

ω呪
術
信
仰

ω安
心
立
命
型
信
仰
(
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
調
と
浄
土
信
仰
に
代
表

さ
れ
る
紳
秘
主
義
的
な
も
の
と
救
済
信
仰
的
な
も
の
の
二
者
に
分
け
ら
れ
る
)

ω千
年
主
因
信
仰
と
い
う
三
つ
の
分
類
を
提
示
さ
れ
た
。
も
う
一
黙
は
集
闘
の

人
的
結
合
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
入
閣
の
際
の
儀
式
的
手
績
き
に
よ
っ
て

ω

奔
師
入
数

ω入
信
(
叉
は
入
数
)
式

ω献
血
訂
盟
同
割
旗
受
領
の
四
つ
に
分
類

し
て
い
る
。

ωは
特
定
の
個
人
を
師
と
し
て
入
敬
す
る
も
の
で
、
こ
の
父
子
関

係
に
も
擬
さ
れ
る
一
針
一
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
結
合
が
扱
大
さ
れ
て
集
闘
が
形
成

さ
れ
る
。

ωで
は
個
人
は
紳
に
射
し
同
じ
誓
約
を
立
て
た
曾
衆
(
多
数
者
)
と

結
び
つ
く
。

ωは
飲
血
が
兄
弟
関
係
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の
。

ωは
入
国
希

望
者
が
集
圃
の
指
導
者
か
ら
割
符
や
旗
を
受
領
し
入
園
す
る
も
の
で
軍
事
的
政

治
的
色
彩
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
類
型
化
に
よ
っ
て
、
賓
際
の
薙
正
・
乾
隆
期

の
結
社
活
動
に
分
析
を
加
え
て
い
っ
た
の
が
第
二
節
以
下
で
あ
る
。
氏
は
こ
の

時
期
を
官
憲
の
封
勝
と
反
清
運
動
の
高
ま
り
に
よ
り
、
潅
正
年
開
、
乾
隆
初

期
、
問
中
期
、
間
後
期
の
四
期
に
区
分
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
年
王

園
信
仰
と
し
て
明
確
に
と
ら
え
き
れ
な
い
も
の
も
あ
り
柳
か
「
千
年
王
園
信

仰
」
と
い
う
語
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
と
こ
ろ
も
み
ら

れ
、
検
索
的
手
段
の
提
示
は
さ
れ
た
が
貧
際
上
の
活
用
と
い
う
黙
で
は
不
充
分

な
感
も
あ
る
。
結
語
に
み
ら
れ
る
鈴
木
氏
の
見
解
に
封
し
て
は
後
に
総
括
の
部

分
と
併
せ
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
三
章
は
『
清
代
橋
案
史
料
叢
編
』
第
三
輯
と
岳
和
撃
の
『
餐
微
子
集
』

『
檎
妖
始
末
』
を
中
心
的
史
料
と
し
て
、
漢
州
石
油
開
口
王
氏
の
清
茶
門
教
を
針

象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
浅
井
氏
は
清
初
か
ら
嘉
慶
年
聞
に
摘
震
を
受
け
て
壊

滅
す
る
ま
で
の
王
氏
の
活
動
を
時
代
を
お
っ
て
述
べ
、
一
貫
し
て
湊
わ
ら
な
い

数
義
と
し
て
蒲
勤
下
生
信
仰
と
阿
禰
陀
信
仰
を
指
摘
し
現
世
的
教
済
の
教
義
と

彼
岸
的
救
済
の
教
義
と
し
て
解
律
し
て
い
る
。
ま
た
王
氏
一
族
は
菊
勤
仰
の
降

生
す
る
紳
聖
な
家
と
し
て
飼
依
の
封
象
と
な
り
、
一
方
で
王
氏
の
租
先
が
掌
盤

す
る
入
数
者
が
死
後
往
生
す
る
と
さ
れ
る
褒
仙
宮
が
西
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
氏
は
王
氏
一
族
は
地
上
と
天
上
の
救
済
を
一
身
に
鍾
現
す

る
存
在
と
な
り
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
は
絹
針
的
で
王
氏
一
族
の
家
父
長
的

権
威
主
義
健
制
と
い
う
歴
史
的
制
約
を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
た
だ
、

氏
は
「
王
氏
一
族
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
を
頂
黙
に
置
く
家
父
長
的
権
威
主
義
睡

制
」
の
限
界
性
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
一
面
で
は
数
回
の
安
定
化
、
長
期
に
わ
た

る
持
績
の
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
「
カ
リ
ス
マ
的
権
威
」
よ
り
も
む
し
ろ
カ
リ
ス
マ

の
停
統
化
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
阿
蒲
陀
信
仰
に
つ
い
て
は

第
二
章
で
鈴
木
氏
が
「
菊
陀
」
は
「
調
動
L

の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る

黙
は
卿
か
不
統
一
の
感
を
克
れ
な
い
。

第
三
部
は
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
千
年
王
園
的
運
動
の
研
究
で
あ
る
。
正
し

く
評
債
す
る
こ
と
は
評
者
の
能
力
を
超
え
て
お
り
到
底
そ
の
任
で
は
な
い
が
、

気
づ
い
た
黙
を
簡
車
に
記
す
こ
と
で
責
を
塞
ぎ
た
い
。
別
に
然
る
べ
き
方
の
専

評
を
期
待
し
た
い
。

第
一
章
は
俳
激
的
千
年
王
園
運
動
を
比
較
検
討
し
、
諸
特
徴
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
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ス
ト
提
供
を
目
的
と
す
る
。

ωス
リ
ラ
ン
カ
の
「
大
反
鋭
」

ωピ
ル
マ
の
「
サ

ヤ

l
H
サ
γ
の
反
枇
」
帥
タ
イ
の
「
ピ
ー
へ
フ
ン
の
飢
」
を
と
り
あ
げ
、
上
座

部品
W
数
文
化
圏
の
〈
千
年
王
園
運
動
V

の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。

「
併
激
的
政
治
鐙
制
」
の
危
機
に
お
い
て
褒
生
し
て
い
る
こ
と
。
こ
と
に
ス
リ

ラ
γ
カ
で
は
一
種
の
選
民
恩
想
が
そ
の
僅
制
回
復
の
運
動
の
起
動
力
と
な
っ
て

い
る
こ
と
。
描
時
輪
聖
主
な
い
し
ミ
ロ
ク
の
下
生
の
観
念
が
中
核
と
な
っ
て
〈
千

年
王
園
論
〉
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
カ
リ
ス
マ
的
リ
ー
ダ
ー
の
行
な
う
呪

術
的
行
震
は
あ
く
ま
で
併
激
的
文
脈
の
中
の
も
の
で
あ
り
、
参
加
者
は
例
数

的
に
み
て
正
統
性
を
も
っ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
。
特
に
石
井
氏
の
い
わ
れ
る

「
術
」
を
正
統
性
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
黙
は
興
味
深
い
。

第
二
章
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
一
八
四
一
年
の
サ
ン
H

ホ
セ
信
徒
圏
の
反
乱
を

フ
ィ
リ
ピ
ン
社
曾
の
文
化
背
景
と
の
関
連
で
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
新
動
向
に

沿
っ
た
試
論
。
池
端
氏
の
言
を
借
り
れ
ば
、
「
サ
ン
"
ホ
セ
信
徒
圏
の
運
動

は
、
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
下
で
慢
性
的
な
被
奪
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
南

タ
ガ
ロ
グ
地
方
の
民
衆
が
パ
シ
ョ
ン
を
中
核
と
す
る
カ
ソ
リ
シ
ズ
ム
の
文
化
停

統
の
な
か
で
創
出
し
た
、
現
寅
か
ら
の
自
己
救
済
運
動
」
で
あ
っ
た
。
氏
は
ヴ

ィ
タ
タ
l

・タ
l
ナ
ー
や
竹
内
芳
郎
の
概
念
に
依
援
し
信
徒
圏
の
運
動
を
コ
ム

エ
タ
ス
追
求
の
運
動
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
る
。

第
三
章
は
、
現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
祉
舎
に
お
け
る
政
治
の
位
置
を
一
九
七
六

年
の
サ
ウ
ィ
ト
事
件
と
い
う
一
政
治
劇
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
考

察
。
関
本
氏
は
、
政
治
を
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
支
配
の
正
嘗
性
の
次
元
と

日
常
的
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
次
元
と
に
分
離
し
て
立
論
さ
れ
、
前
者
の
次
元

を
文
化
の
問
題
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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最
後
に
な
っ
た
が
鈴
木
氏
の
論
を
整
理
し
て
、
第
二
部
第
二
章
の
結
語
と
総

括
の
紹
介
に
代
え
た
い
。
鈴
木
氏
は
、
千
年
王
園
運
動
に
二
つ
の
黙
で
閥
心
を

も
た
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
線
論
第
六
節
末
尾
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た

よ
う
な
王
朝
革
命
モ
デ
ル
と
関
連
し
た
関
心
で
あ
り
、
他
は
第
二
部
第
二
章
預

備
的
考
察
や
総
括
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
中
園
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
千
年
王

園
的
民
衆
運
動
の
理
解
へ
と
つ
な
が
る
関
心
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
南
者
は
不
可
分
に
存
在
し
て
お
り
千
年
王
圏
運
動
の
褒
生
に
つ
い

て
の
見
解
な
ど
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
危
機
と
危
機
意
識
の
も
つ

意
味
を
預
言
者
の
カ
リ
ス
マ
性
と
闘
連
さ
せ
非
常
に
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
の
危

機
的
状
況
に
は
外
盤
、
迫
害
、
大
衆
的
危
機
と
い
う
一
三

J

が
考
え
ら
れ
て
い

る
。
民
族
又
は
園
家
に
射
す
る
危
機
に
よ
り
集
圏
全
躍
が
千
年
王
園
信
仰
を
抱

く
場
合
、
宗
致
集
圏
が
権
力
側
に
よ
り
迫
害
さ
れ
信
者
の
生
活
が
危
機
に
立
た

さ
れ
る
場
合
、
民
衆
一
般
が
悪
政
や
災
害
・
外
来
勢
力
に
よ
り
生
活
の
危
機
に

立
た
さ
れ
る
場
合
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
場
合
に
は
中
核
と
な
る
千

年
王
園
信
仰
の
信
者
に
多
数
の
俄
か
信
者
が
同
調
し
運
動
は
大
き
な
績
が
り
を

示
す
と
い
い
、
中
園
の
王
朝
革
命
期
の
大
規
模
な
宗
教
反
鋭
は
こ
の
範
幡
に
入

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
は
清
中
期
の
民
関
数
波
の
欣
況
を
自
記
し

て
、
激
減
の
大
部
分
が
専
門
の
僧
職
者
を
も
た
ず
、
叉
政
府
に
公
認
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
に
、
信
仰
の
燈
系
化
、
宗
教
思
想
の
深
化
が
阻
害
さ
れ
、
民
衆
の
俗

信
に
迎
合
し
そ
れ
を
利
用
す
る
数
波
指
導
者
の
乱
立
と
な
っ
た
と
概
設
し
、
次

い
で
千
年
王
園
信
仰
の
主
要
な
三
要
素
メ
シ
ア
信
仰
と
そ
の
時
開
論
、
鴎
換
期

の
災
厄
と
入
数
者
菟
禍
の
信
仰
に
働
れ
、
幼
災
到
来
の
預
言
と
入
数
者
菟
繭
の

訟
の
背
景
に
は
王
朝
革
命
期
に
民
衆
を
窮
乏
と
破
壊
の
極
限
朕
況
に
陥
れ
る
大

災
害
と
い
う
歴
史
的
事
賓
が
存
在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
や
や
細
か

い
黙
に
わ
た
る
が
李
開
花
に
つ
い
て
附
け
加
え
た
い
。
明
代
に
も
金
盆
李
氏
の

よ
う
に
李
姓
が
宗
教
的
意
味
を
も
っ
て
唱
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
も
あ
り
、
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明
末
に
は
「
十
八
子
主
紳
器
」
や
「
李
総
朱
者
」
と
い
う
識
が
唱
え
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
と
い
針
。
李
姓
を
強
調
す
る
こ
と
は
以
前
か
ら
濁
自
の
意
味
を
も

っ
て
お
り
、
清
代
に
入
り
明
簡
に
代
置
さ
れ
る
べ
く
案
出
さ
れ
た
だ
け
の
も
の

と
も
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
こ
れ
を
所
謂
「
白
蓮
教
の
貴
径
信
仰
ー
一
と
即
断
す
る

こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
線
括
で
鈴
木
氏
は
、
中
園
・
東
南
ア
ジ
ア
の
例
か
ら
千
年
王
図
運
動

に
射
す
る
新
し
い
見
解
を
一
不
さ
れ
た
。
ま
ず
、
千
年
王
園
信
仰
は
停
播
と
務
容

と
い
う
粘
か
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
創
唱
宗
教
の

信
仰
要
素
を
と
り
入
れ
て
補
強
さ
れ
盟
系
化
さ
れ
た
成
熟
型
あ
る
い
は
中
心
部

的
な
も
の
と
、
民
族
固
有
の
宗
教
文
化
に
含
ま
れ
る
千
年
王
園
信
仰
の
要
素
が

幼
稚
で
微
弱
な
形
に
と
ど
ま
る
未
成
熱
型
あ
る
い
は
周
逸
部
的
な
も
の
と
の
こ

者
で
あ
る
と
い
う
。
次
い
で
、
現
賓
と
隔
絶
し
た
超
越
紳
と
人
間
的
属
性
を
も

っ
た
英
雄
と
い
う
二
種
の
メ
シ
ア
の
概
念
と
関
連
さ
せ
、
千
年
王
園
運
動
の
全

て
が
現
寅
と
は
完
全
に
異
質
の
世
界
を
追
及
し
た
と
い
う
理
解
に
訂
正
を
迫

る
。
こ
れ
は
近
代
的
革
命
や
出
現
革
運
動
へ
と
向
う
道
を
千
年
王
薗
運
動
が
も
っ

て
い
た
と
す
る
理
解
と
も
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
超
自
然
者
の
救
済

は
未
来
に
お
け
る
地
上
の
新
し
い
世
界
の
建
設
(
即
ち
集
閥
的
救
済
)
と
個
々

の
信
者
に
針
す
る
今
世
及
び
後
世
(
彼
岸
)
に
お
け
る
鍵
的
救
済
を
も
約
束
す

る
と
い
う
形
で
菊
勅
下
生
信
仰
の
救
済
の
二
議
性
を
説
明
し
、
こ
の
此
岸
的
救

済
と
彼
岸
的
救
済
と
の
不
可
分
離
性
を
カ

1
マ
傍
数
と
ネ
ハ
ン
併
数
の
関
係
の

反
映
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
千
年
王

園
の
寅
現
の
た
め
に
と
る
行
動
を
儀
躍
、
移
住
、
挑
戦
の
三
つ
に
分
け
ら
れ

る
。
第
一
は
龍
華
禽
の
よ
う
な
宗
教
的
儀
櫨
(
儀
式
)
で
あ
り
、
第
二
は
明
代

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
コ
ロ
ニ
ー
建
設
の
よ
う
な
生
活
領
成
外
へ
の
移
住
に
よ

る
理
想
世
界
建
設
、
第
三
は
既
存
勢
力
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
世
界

の
貸
現
を
め
ざ
す
運
動
と
い
う
ふ
う
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
見
解

は
、
西
洋
の
事
例
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
ま
さ
し
く
中
園
・
東
南
ア
ジ
ア
の

諸
例
を
比
破
封
照
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う

3

全
世
を
遁
観
し
て
受
け
る
印
象
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
の
事
例
が
園
家
と
宗
教

あ
る
い
は
民
衆
運
動
を
統
一
的
な
場
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
黙
に
封
し

て
、
中
閣
に
闘
す
る
考
察
は
史
料
的
精
微
さ
に
お
わ
れ
る
あ
ま
り
な
の
か
園
家

を
射
程
に
含
ん
だ
論
を
た
て
ら
れ
え
な
い
黙
で
あ
る
。
こ
の
熱
、
初
め
に
企
図

さ
れ
た
比
較
針
照
と
い
う
.
プ
ロ
セ
ス
ば
未
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
惑
が
あ
る
。

鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
千
年
王
圏
信
仰
を
数
波
に
受
容
さ
せ
反
起
さ
せ
る
の
は
官

憲
の
弼
墜
に
射
す
る
数
源
側
の
念
怒
と
復
讐
心
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
官
の
郵
墜
を
重
視
す
る
理
解
な
ら
ば
、
な
ぜ
園
家
が
民
衆
宗
教
運
動

に
針
し
て
「
邪
」
と
い
い
「
妖
」
と
い
い
不
断
に
禁
摩
一策
を
と
っ
た
の
か
、
と

い
う
問
題
を
突
き
つ
め
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
に
反
飢
と
い

う
現
象
か
ら
出
裂
し
た
た
め
等
関
観
さ
れ
て
い
る
感
も
あ
る
。
天
命
観
念
に
基

づ
い
た
君
主
の
支
配
と
い
う
と
き
、
王
朝
側
の
正
統
性
の
論
理
構
造
を
見
る
親

黙
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
明
の
太
租
の
域
限
に
削
到
す
る
政
策
に
つ
い
て

「
民
閣
宗
教
に
新
た
に
改
造
を
加
え
て
園
数
と
し
統
一
と
調
整
を
進
め
行
政
官

吏
に
蛍
地
の
宗
教
儀
式
を
主
持
さ
せ
る
等
の
手
段
を
遁
じ
て
、
宗
教
の
具
え
て

い
る
自
治
井
と
数
百
回
性
を
破
癒
し
専
制
濁
裁
を
寅
現
す
る
道
具
と
襲
え
る
こ
と

を
企
図
し
た
」
と
す
る
評
債
も
あ
る
。
た
だ
天
命
と
い
う
表
現
で
終
る
こ
と
な

く
、
王
朝
自
身
の
依
っ
て
立
つ
理
念
と
い
う
方
面
の
研
究
も
民
衆
自
身
の
意
識

を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
封
比
さ
せ
る
上
で
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
。
千
年

王
図
論
と
い
う
民
衆
の
側
か
ら
の
理
念
の
表
明
理
想
世
界
の
追
求
を
封
象
と

し
な
が
ら
、
制
到
薗
家
と
い
う
離
に
関
し
て
は
も
う
一
つ
鮮
明
で
な
い
の
は
こ
の
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た
め
か
と
も
思
わ
れ
る
。
民
衆
反
飢
と
い
う
一
見
動
態
的
な
場
で
民
衆
運
動
を

と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
危
機
と
い
う
外
在
的
要
因
が
直
接
的
契
機
と
し

て
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
運
動
を
生
み
だ
す
構
造
の
本
質
に
は
迫
り
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
拳
と
し
て
千
年
王
園
運
動
を
と
ら
え
宗
数
運
動

の
類
型
化
を
い
う
な
ら
ば
、
車
に
王
朝
革
命
期
に
お
け
る
運
動
に
注
目
す
る
だ

け
で
な
く
各
時
代
相
に
即
し
た
類
型
化
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
る
種
の
時
代
医
分

が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
超
歴
史
的
な
運

動
類
型
の
把
擾
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
ろ
う
。
よ
り
園
家
の
成
立

の
本
源
に
ね
ざ
し
た
正
統
性
の
観
念
を
謝
象
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
民
衆

の
運
動
か
ら
園
家
支
配
の
在
り
方
へ
と
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
邪
教
」
の
研
究
の
本
義
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
民
衆
運
動
の
時
代
医
分
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
千
年
王
園
論
の
獲

革
へ
の
志
向
が
近
代
革
命
運
動
へ
輿
え
た
影
響
は
封
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
宗
教
運
動
の
世
俗
化
と
い
う
範
鴎
で
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
、
特
に

「
千
年
王
園
信
仰
の
世
俗
化
の
過
程
に
関
す
る
理
念
型
構
成
」
の
試
論
を
掲
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
(
一
五
五
頁
〉
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

理
念
型
の
設
定
は
、
必
ず
し
も
全
て
を
包
括
す
る
も
の
で
は
な
く
叉
逆
に
必

ず
切
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
存
す
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
は
記

憶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
鈴
木
氏
の
理
念
型
の
把
握
に
到
る
ま
で
の

努
力
は
不
蛍
手
許
領
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
本
文
中
に
み
ら
れ
る
叙
述
も
決

し
て
貧
鐙
性
を
敏
い
た
慮
に
成
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
各
章
末
尾
に
附
さ

れ
た
網
羅
的
な
資
料
・
研
究
類
の
詳
細
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
例
え

ば
、
欧
米
の
研
究
紹
介
や
ジ
Z

ス
イ
ッ
ト
舎
の
宣
教
師
報
告
の
利
用
な
ど
は
他

に
み
ら
れ
ぬ
特
長
で
あ
り
、
後
周
干
の
者
に
禅
盆
す
る
所
も
大
で
あ
ろ
う
。

紙
幅
の
関
係
で
十
分
に
網
れ
得
な
か
っ
た
黙
も
多
岐
に
わ
た
り
、
非
穫
を
顧

り
み
ず
妄
言
を
展
ベ
た
所
も
多
々
あ
り
、
泉
下
の
編
者
の
叱
正
も
求
め
ら
れ
ぬ

今
は
果
し
て
正
し
く
讃
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
不
安
が
残
る
。
民
衆
宗
数
運

動
の
研
究
は
未
だ
若
い
分
野
で
あ
り
、
鈴
木
氏
は
一
つ
の
方
向
を
示
さ
れ
た
が

な
お
も
活
躍
さ
れ
る
べ
き
場
は
多
か
っ
た
。
氏
の
遁
さ
れ
た
課
題
は
重
い
。
我

我
に
は
、
こ
れ
を
継
承
し
設
展
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
責
が
あ
ろ
う
。

ω
パ
l
ガ
l

『
聖
な
る
天
蓋
』

一
九
七
九
新
曜
吐

ω
ホ
プ
ズ
ボ

l
ム
『
反
抗
の
原
初
形
態
』

一
九
七
一
中
公
新
書
、

『
匠

賊
の
枇
曾
史
』
一
九
七
二
み
す
ず
書
房

ω
ウ
ィ

ル
ソ
ン
「
千
年
王
園
の
ヴ
ィ
ジ
三
ン
」
(
『
思
想
』
六
二
一
一
九

七
六
〉
、
コ

1
ン
『
千
年
王
園
の
追
求
』
一
九
七
八
紀
伊
園
屋
書
庖

ω
潰
林
正
夫
「
E
・
I
-
ホ
プ
ズ
ポ

l
ム
に
お
け
る
民
衆
史
の
問
題
」

(
『
歴
史
評
論
』
一
九
七
七
|
一
〉

ω
鈴
木
中
正
「
中
園
王
朝
革
命
の
モ
デ
ル
補
誘
」
(
『
ア
ジ
ア
研
究
』
一
一
一
一

ー
一
一
九
七
五
)

例
沈
定
卒
「
関
子
卒
均
主
義
評
債
的
幾
筒
問
題
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九

八
二
|
四
)

仰
羅
梅
思
・
戴
融
市
(
↓

a-o『
)
「
明
太
祖
奥
城
陸
」
〔
法
歎
爾

(E『
自
ゆ
る

「
明
王
朝
初
期
的
政
箆
褒
展
」
『
明
清
史
園
際
血
中
術
討
論
曾
論
文
集
』
所

収
〈
一
九
八
二
、
天
津
人
民
出
版
社
)
に
よ
る
。
原
載

ε
玄
冒
同

ωZEOM--
品

一
九
七
七
春
〕

同
鈴
木
中
正
「
米
園
に
お
け
る
最
近
の
白
蓮
教
研
究
」
(
コ
近
代
中
園
』
四

一
九
七
八
)

附
記
な
お
本
書
に
は
、
他
に
『
史
皐
雑
誌
』
九
二
|
二
に
岡
田
英
弘
氏
の

書
評
が
あ
る
。

一
九
八
二
年
二
月

東
京

東
京
大
祭
出
版
曾
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