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本
書
は
、
中
国
「
中
古
」
学
術
史
の
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
、
東

京
大
学
の
学
位
論
文
を
も
と
に
後
漢
～
子
代
の
学
術
史
に
関
す
る
論
考
を
大

幅
に
増
補
し
、
二
〇
〇
六
年
に
一
冊
の
本
と
し
て
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。

評
者
が
著
者
よ
り
本
書
の
書
評
の
依
頼
を
受
け
た
の
は
既
に
四
年
前
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
が
今
に
至
る
ま
で
延
び
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
評
者

の
怠
惰
に
よ
る
。
中
国
思
想
史
の
分
野
に
つ
い
て
全
く
の
素
入
で
あ
る
評
者

は
、
最
初
そ
の
依
頼
を
受
け
か
ね
た
が
、
門
外
漢
の
立
場
か
ら
評
す
る
所
に

著
者
の
意
向
が
あ
る
か
と
考
え
、
敢
え
て
引
き
受
け
た
次
第
で
あ
る
。
読
み

進
め
つ
つ
、
本
書
の
示
唆
に
富
む
手
堅
く
密
度
の
高
い
叙
述
に
多
々
啓
発
を

受
け
る
と
と
も
に
、
本
書
の
成
果
を
客
観
的
に
判
定
す
る
資
格
が
評
者
に
は

な
い
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
っ
た
。
書
評
と
は
本
来
、
対
象
著
書
が
ス
テ
ー

ジ
と
す
る
研
究
分
野
の
研
究
史
と
現
況
、
そ
の
中
で
の
著
書
の
位
置
づ
け
を

把
握
し
た
上
で
、
そ
の
学
術
的
到
達
点
と
価
値
、
問
題
を
自
身
の
立
場
か
ら

論
ず
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
右
記
の
次
第
で
、
本
文
は
そ
の

責
め
を
ふ
さ
ぎ
得
な
い
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
序
論
に
従
っ
て
著
者
の
意
図
と
構
想
を
紹
介
す
る
。
本
書
の
表
題

の
「
中
古
」
と
い
う
時
代
呼
称
に
つ
い
て
、
序
論
で
著
者
は
世
界
史
的
な
含

意
を
強
く
持
つ
「
中
世
」
で
は
な
く
、
敢
え
て
漢
語
圏
で
の
伝
統
的
称
謂
に

倣
う
と
し
つ
つ
、
本
書
の
対
象
と
す
る
後
漢
宋
か
ら
唐
ま
で
の
時
代
を
、
そ

の
前
後
と
は
区
別
さ
れ
た
、
一
つ
の
個
性
あ
る
時
代
と
把
握
し
よ
う
と
す
る
。

ま
た
著
者
は
思
想
史
と
学
術
史
を
区
別
し
、
思
想
内
容
と
そ
の
系
譜
を
考
究

す
る
思
想
史
に
対
し
、
思
想
を
成
り
立
た
せ
る
学
問
の
場
に
注
目
す
る
学
術

史
を
、
本
書
は
関
心
の
中
心
に
置
く
と
す
る
。
著
者
は
こ
う
し
た
学
術
史
研

究
の
先
駆
的
業
績
と
し
て
陳
寅
恪
、
牟
潤
孫
両
氏
の
研
究
を
挙
げ
、
そ
れ
ら

の
方
法
を
継
承
し
つ
つ
、
伝
統
的
な
目
録
学
を
活
用
し
て
こ
の
時
代
の
学
術
、

特
に
注
釈
学
の
特
質
と
展
開
を
論
ず
る
。

　
中
古
期
の
学
術
は
往
々
に
し
て
国
家
と
密
着
し
た
環
境
か
ら
生
ま
れ
た
。

こ
れ
に
関
し
、
古
代
の
学
問
が
国
家
と
深
く
関
わ
っ
て
生
ま
れ
た
と
す
る
古

典
的
見
解
を
著
者
は
参
照
に
値
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
つ
つ
、
｝
方
で
、
こ

う
し
た
あ
り
方
を
見
せ
る
中
古
期
の
学
問
が
、
国
家
権
力
の
荘
厳
の
具
と
な

り
果
て
、
学
問
的
生
命
を
失
っ
た
と
す
る
見
解
を
例
に
挙
げ
、
こ
の
よ
う
に

皇
帝
権
力
と
貴
族
を
対
立
的
に
捉
え
る
図
式
を
批
判
す
る
。
そ
う
し
て
「
貴

族
の
合
意
を
母
体
と
し
て
運
営
さ
れ
た
」
国
家
の
関
与
が
、
こ
の
時
代
に
む

し
ろ
学
術
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
展
望
を
序
論
で
述
べ
た
上
で
、
続
く
各
章
で
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、

大
き
く
上
篇
「
中
古
注
釈
学
を
め
ぐ
る
学
術
史
的
背
景
」
と
下
篇
「
中
古
注

釈
書
研
究
」
の
二
部
に
分
か
れ
る
。
上
篇
は
魏
晋
の
注
釈
書
と
南
朝
の
義
疏

お
よ
び
そ
れ
を
生
ん
だ
講
経
を
扱
う
。
下
篇
は
晋
唐
問
の
各
注
釈
書
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
ら
を
生
ん
だ
時
代
状
況
、
学
術
潮
流
に
つ
い
て
論
ず
る
。

　
上
篇
第
｝
章
「
後
漢
魏
晋
注
釈
書
の
序
文
」
は
、
後
漢
意
か
ら
魏
晋
期
に

集
中
的
に
作
ら
れ
る
、
諸
経
書
の
い
わ
ゆ
る
「
古
注
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら

注
釈
の
序
文
の
集
成
・
形
式
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
出
現
の
学
術
史
的
背
景
、

お
よ
び
劉
向
父
子
「
叙
録
」
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
後
漢
以
降
の
経
書
注
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評
多且㌃

国

釈
を
以
前
の
も
の
と
分
け
る
特
徴
は
、
経
文
と
注
文
が
一
書
に
合
併
さ
れ
た

こ
と
、
ま
た
注
釈
家
が
自
身
の
再
任
で
序
文
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

あ
り
、
か
つ
後
漢
魏
晋
の
諸
注
釈
書
序
文
は
互
い
に
似
た
形
式
を
持
つ
。
こ

れ
ら
の
成
立
に
は
劉
向
父
子
の
校
書
が
直
接
の
影
響
を
与
え
た
。
劉
向
ら
の

「
書
手
」
は
、
従
来
の
学
派
内
で
の
師
授
の
枠
を
超
え
、
は
じ
め
て
書
物
を

外
側
か
ら
客
観
的
に
解
説
し
た
。
そ
の
影
響
の
結
果
、
「
叙
録
」
と
漢
魏
注

釈
書
序
文
と
は
内
容
上
、
多
く
の
共
通
点
を
有
し
た
が
、
そ
れ
は
後
漢
の
学

術
環
境
す
な
わ
ち
学
問
の
学
派
外
へ
の
開
放
、
注
釈
書
を
通
じ
て
学
問
を
理

解
す
る
読
者
層
の
増
加
ゆ
え
で
も
あ
っ
た
。
本
文
と
注
の
一
書
へ
の
合
併
も

そ
れ
に
よ
る
。
な
お
劉
向
上
録
以
後
、
経
書
の
注
釈
書
序
文
成
立
に
先
行
す

る
も
の
と
し
て
王
逸
『
楚
辞
画
事
序
を
挙
げ
、
文
学
作
品
で
あ
る
同
書
の
受

容
形
態
が
、
経
書
の
そ
れ
に
先
行
し
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
第
二
章
「
釈
典
学
と
義
疏
学
」
は
、
南
北
朝
期
に
主
流
と
な
っ
た
経
の
注

解
形
態
で
あ
る
義
疏
と
、
そ
の
発
生
に
深
く
関
わ
る
魏
晋
以
来
の
釈
典
礼
を

扱
う
。
義
疏
と
は
単
疏
の
形
を
と
り
、
口
頭
で
の
講
義
に
関
わ
っ
て
、
南
北

朝
か
ら
唐
に
か
け
て
成
立
し
た
注
釈
と
さ
れ
る
。
そ
の
漢
讃
の
注
と
の
大
き

な
違
い
と
し
て
著
者
は
、
目
録
上
、
義
疏
が
単
行
本
と
し
て
扱
わ
れ
る
点
を

指
摘
し
た
上
で
、
改
め
て
牟
潤
孫
氏
の
述
べ
る
、
講
経
と
の
関
係
に
注
目
す

る
。
牟
氏
は
仏
教
の
講
経
・
義
疏
が
儒
教
の
そ
れ
に
先
行
し
た
こ
と
を
強
調

す
る
が
、
著
者
は
、
儒
家
独
自
に
義
疏
を
生
ん
だ
行
事
と
し
て
釈
典
礼
に
注

目
し
、
そ
の
単
孤
以
来
の
黙
思
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
遅
く
と
も
三
世
中

期
に
は
釈
典
に
伴
う
講
経
を
も
と
に
義
疏
が
編
ま
れ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。

　
第
三
章
「
南
斉
の
国
学
と
釈
典
」
は
、
南
斉
永
明
三
年
の
釈
典
の
国
学
・

礼
典
編
纂
事
業
と
の
関
わ
り
、
お
よ
び
梁
の
釈
典
と
二
重
へ
の
継
承
を
論
ず

る
。
蔵
経
の
国
学
は
常
置
さ
れ
た
教
育
機
関
で
は
な
く
、
釈
典
、
皇
太
子
と

密
着
し
て
設
け
ら
れ
た
礼
制
関
連
機
関
で
あ
っ
た
。
南
斉
の
国
学
は
礼
典
編

纂
の
中
心
で
も
あ
り
、
南
斉
に
始
ま
り
梁
代
に
完
成
さ
れ
る
「
五
礼
扁
の
編

纂
に
は
、
南
斉
の
歴
代
の
国
子
祭
酒
が
主
持
者
と
し
て
参
与
し
た
。
国
学
と

礼
典
編
纂
と
の
関
係
は
塗
輿
に
も
継
承
さ
れ
、
国
学
の
五
経
博
士
は
同
時
に

五
礼
編
纂
の
責
任
者
で
も
あ
り
、
か
つ
彼
ら
は
南
斉
以
来
の
礼
学
者
で
あ
っ

た
。
南
斉
か
ら
梁
へ
の
連
続
性
は
、
天
平
八
年
、
昭
明
太
子
の
挙
行
し
た

『
孝
経
口
講
義
と
釈
典
に
も
見
て
取
れ
る
。
こ
の
と
き
各
役
割
を
分
担
し
た

参
加
者
は
み
な
書
籍
永
明
年
間
の
東
宮
職
・
国
学
生
、
な
い
し
斉
初
の
功
臣

の
子
で
、
中
で
も
要
約
に
は
南
斉
と
梁
の
釈
典
を
つ
な
ぐ
役
割
が
期
待
さ
れ

た
。
斉
梁
の
学
術
活
動
と
国
家
機
関
・
行
事
と
の
深
い
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
四
章
「
謡
講
の
再
検
討
」
、
第
五
章
「
高
座
に
つ
い
て
」
は
、
南
北
朝

の
講
経
に
お
け
る
仏
教
の
一
方
的
な
影
響
を
強
調
す
る
牟
稲
孫
説
に
対
す
る

反
論
で
あ
る
。
都
講
と
は
講
経
に
お
い
て
質
問
を
担
当
し
、
問
答
形
式
の
議

論
展
開
を
促
す
者
で
あ
り
、
乱
獲
は
こ
れ
を
仏
教
起
源
と
見
た
。
筆
者
は
牟

氏
を
含
む
六
人
の
説
を
紹
介
し
た
上
で
、
私
見
と
し
て
、
南
北
朝
義
疏
学
に

お
け
る
都
講
が
漢
代
儒
学
に
起
源
を
持
ち
、
そ
れ
が
や
が
て
仏
教
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
次
に
、
順
調
の
場
で
講
師
・
都
講
の
座
す
る
高

座
が
、
仏
教
起
源
で
あ
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
る
。
古
代
の
中
国
で
は
鉢
の

上
に
正
座
を
す
る
脆
と
呼
ば
れ
る
座
法
が
一
般
で
、
魏
晋
衡
北
朝
時
代
に
胡

休
と
腰
掛
け
の
風
習
が
西
方
よ
り
流
入
し
た
。
こ
の
風
習
を
高
座
と
結
び
つ

け
る
牟
氏
に
対
し
著
者
は
、
高
座
を
漢
書
の
豚
の
延
長
上
に
捉
え
、
聴
講
者

の
増
加
と
と
も
に
次
第
に
そ
れ
が
高
く
な
っ
た
も
の
と
し
、
ま
た
こ
う
し
た

座
具
に
法
師
が
腰
掛
け
た
こ
と
の
積
極
的
証
拠
は
な
い
と
す
る
。

　
下
篇
第
～
章
「
郭
象
に
よ
る
『
荘
子
騙
刷
定
」
は
西
晋
・
郭
象
の
『
荘

子
繍
注
と
そ
の
本
文
制
定
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
一
貫
す
る
思
想
を
読
み
取
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る
。
高
山
寺
本
『
荘
子
』
志
野
序
文
に
明
言
さ
れ
る
郭
象
の
『
荘
子
』
制
定

の
意
図
は
、
主
に
外
篇
の
経
世
に
関
わ
ら
ぬ
議
論
へ
の
冷
淡
な
扱
い
、
雑
駁

と
彼
の
目
に
は
映
じ
た
諸
篇
の
剛
除
と
し
て
現
れ
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
彼

は
魍
荘
子
騙
の
思
想
的
一
貫
性
を
純
化
し
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
彼
が
重
ん

じ
た
特
に
内
篇
諸
篇
に
は
、
論
理
の
流
れ
ま
で
示
す
入
念
な
注
を
つ
け
、
篇

題
に
も
彼
の
思
想
を
強
く
投
影
し
た
要
旨
が
付
せ
ら
れ
る
。
ま
た
当
時
流
行

し
た
談
辮
の
影
響
下
、
論
敵
を
設
定
し
た
議
論
の
中
で
は
、
無
用
の
業
を
称

え
、
競
争
を
あ
お
る
「
旧
説
」
「
惑
者
」
が
批
判
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
彼
の

思
想
は
「
斉
物
」
を
鍵
と
し
て
読
み
解
か
れ
る
。
他
か
ら
差
別
さ
れ
た
個
々

の
存
在
は
、
「
申
入
」
の
統
括
す
る
斉
物
的
世
界
の
も
と
で
、
各
自
の
性
に

安
詳
し
つ
つ
斉
一
に
位
置
す
る
。
そ
の
秩
序
を
脅
か
す
の
が
欲
望
と
競
争
心

で
あ
り
、
故
に
各
各
は
そ
れ
を
解
消
す
る
思
想
を
必
要
と
し
た
。
咽
荘
子
螂

を
経
国
の
書
と
し
て
読
み
抜
い
た
彼
の
強
力
な
思
想
操
作
に
よ
り
、
同
書
は

太
古
の
雑
多
さ
を
抜
け
出
し
治
世
へ
の
求
心
力
を
獲
得
し
た
と
著
者
は
結
ぶ
。

　
第
二
章
「
費
大
隠
の
『
老
子
述
義
撫
」
は
、
大
儒
買
公
彦
の
子
、
質
大
隠

の
『
老
子
匝
注
解
を
取
り
上
げ
、
そ
の
唐
代
学
術
界
に
お
け
る
位
置
を
論
ず

る
。
中
国
で
は
早
く
に
散
逸
し
た
『
老
子
述
義
漏
は
、
日
本
の
書
籍
に
多
く

の
侠
文
を
残
す
。
著
者
は
目
録
を
根
拠
に
同
書
を
義
疏
と
判
断
し
、
ま
た
侠

文
を
根
拠
に
河
上
公
注
の
敷
術
と
す
る
。
同
書
に
収
め
て
い
た
河
上
公
本
の

序
文
を
、
日
本
の
諸
写
本
の
引
用
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
序
文
は
、

敦
煤
写
本
な
ど
に
見
え
る
河
上
公
注
序
「
老
子
道
徳
経
序
訣
」
と
は
異
な
る
。

『
述
義
㎏
が
前
者
を
採
っ
た
理
由
と
し
て
、
賢
大
隠
の
拠
っ
た
河
上
公
本
は

儒
家
的
士
大
夫
の
問
に
、
「
序
訣
」
を
付
す
る
テ
キ
ス
ト
は
道
教
界
の
人
々

の
問
に
、
そ
れ
ぞ
れ
流
通
し
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
河
上
古
本
は
唐
初

に
盛
行
し
、
そ
の
引
用
例
は
北
斉
に
ま
で
遡
る
。
北
斉
系
の
学
者
は
階
か
ら

活
初
の
学
界
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
、
買
公
彦
も
そ
の
環
境
の
申
に
学
を
受

け
た
。
彼
ら
の
傾
向
と
し
て
老
荘
の
学
へ
の
理
解
を
指
摘
で
き
、
そ
の
学
的

影
響
の
も
と
、
『
述
義
騙
に
も
儒
家
的
な
注
釈
形
式
の
一
方
で
、
『
老
子
』
学

さ
ら
に
仏
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
孔
穎
達
『
重
出
正
義
騙
に
お
け
る
詩
学

の
影
響
も
、
こ
う
し
た
北
朝
経
学
の
伝
統
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
罵
心
経
聴
玄
宗
注
の
成
立
」
は
、
開
元
九
年
成
立
の
『
孝
経
』

玄
宗
御
漏
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
じ
、
当
時
の
学
界
の
動
向
と
、
そ
こ
に
お
け

る
階
・
劉
骸
の
噌
古
文
孝
慰
撫
注
解
の
影
響
を
述
べ
る
。
開
元
七
年
に
始
ま

る
劉
知
幾
ら
『
古
文
孝
経
騙
の
支
持
派
と
司
馬
貞
ら
『
今
文
孝
経
』
支
持
派

の
対
立
は
、
今
文
を
底
本
と
す
る
御
蓼
の
成
立
に
よ
り
、
今
古
文
両
者
の
注

を
排
除
す
る
形
で
決
着
を
見
た
。
こ
の
開
元
初
注
『
孝
経
』
は
日
本
に
の
み

残
本
が
存
す
る
が
、
そ
の
序
文
に
は
御
注
撰
定
に
関
与
し
た
学
者
と
し
て
劉

知
幾
・
司
馬
貞
の
ほ
か
八
名
が
挙
が
り
、
う
ち
六
名
は
太
子
・
諸
王
付
き
の

侍
読
と
し
て
開
元
七
年
の
歯
冑
礼
（
釈
典
）
で
の
講
義
に
も
参
加
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
諸
訳
が
司
馬
貞
と
と
も
に
劉
知
幾
を
攻
撃
し
た
裏
に
は
、
宰
相
の
宋

環
ら
の
意
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
宋
環
の
下
野
も
背
景
と
し
た
劉
知
幾
の
参

与
の
結
果
、
『
御
母
記
号
』
に
は
『
古
文
孝
経
聴
と
孔
安
国
伝
の
影
響
が
見

ら
れ
、
さ
ら
に
『
御
注
徳
と
疏
に
基
づ
く
『
孝
経
正
義
幽
に
は
、
『
古
文
門

経
馳
を
世
に
知
ら
し
め
た
劉
弦
噸
孝
著
述
義
』
の
説
が
引
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
著
者
は
そ
の
引
用
を
新
た
に
数
か
条
発
見
す
る
。
さ
て
国
宝
年
間
の

重
注
の
際
、
同
書
に
は
新
た
に
御
序
が
冠
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
　
部
は
今
文

を
難
じ
て
古
文
を
持
ち
上
げ
る
劉
弦
咽
述
義
馳
序
を
も
じ
っ
て
逆
に
読
み
替

え
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
御
注
『
孝
経
撫
開
元
初
盤
本
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
日
本
に
の
み

伝
わ
る
『
叢
論
孝
経
申
開
元
初
注
の
諸
本
を
系
統
的
に
紹
介
し
、
前
章
の
論
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評書

を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
重
要
な
写
本
と
し
て
、
京
大
付
属
図
轡
館
蔵
本

か
ら
得
ら
れ
る
知
見
を
述
べ
る
。
一
般
に
開
元
勘
注
本
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

は
古
逸
叢
書
本
な
ど
三
條
西
本
系
の
も
の
が
広
く
用
い
ら
れ
る
が
、
文
字
の

校
訂
に
は
他
系
統
の
も
の
も
参
照
す
る
必
要
が
あ
り
、
特
に
清
家
文
庫
本
系

の
京
大
本
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
優
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
書
き
入
れ
に
高
い
価

値
を
有
す
る
。
著
者
は
和
本
の
書
き
入
れ
に
見
え
る
元
行
沖
疏
を
邪
禽
疏
と

比
較
し
、
後
者
が
前
者
を
基
本
的
に
は
踏
襲
し
つ
つ
も
、
「
孝
道
」
の
語
の

言
い
換
え
な
ど
一
部
に
制
改
の
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
従
来
、
皇
侃
が
初
め

て
『
孝
経
』
章
題
を
冠
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
那
疏
の
脱
字
に
基

づ
く
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
第
五
章
「
韓
愈
の
排
仏
論
と
師
道
論
」
は
、
次
代
へ
の
展
望
を
な
す
章
で

あ
る
。
中
唐
の
思
想
家
、
韓
愈
の
著
名
な
排
仏
論
と
師
道
論
、
こ
の
二
つ
を

著
考
は
、
師
道
論
の
道
統
論
と
の
合
流
を
鍵
と
し
て
、
儒
教
復
興
の
理
念
の

も
と
に
結
び
つ
け
る
。
即
ち
少
童
を
問
わ
ず
道
を
悟
る
先
覚
者
を
師
と
す
べ

き
こ
と
を
彼
は
主
張
し
、
自
身
を
、
孟
子
以
来
衰
微
を
た
ど
る
儒
教
の
道
統

の
宋
に
位
遣
づ
け
る
。
そ
う
し
て
弟
子
と
と
も
に
仏
・
道
の
邪
教
を
排
し
、

正
し
い
道
統
の
復
興
を
志
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
師
弟
論
は
、
当
時

の
一
般
的
な
師
・
弟
子
の
あ
り
方
に
照
ら
し
て
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

て
彼
が
弟
子
と
と
も
に
道
統
の
復
活
を
恋
し
た
な
ら
、
弟
子
た
ち
は
そ
の
期

待
に
ど
う
応
え
た
か
。
五
人
の
弟
子
た
ち
の
言
論
を
検
討
す
れ
ば
、
総
じ
て

彼
ら
の
排
仏
聖
は
韓
愈
の
そ
れ
の
単
な
る
繰
り
返
し
で
、
し
か
も
そ
の
排
仏

の
論
調
に
も
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
た
。
韓
愈
の
構
想
は
、
唐
代
に
あ
っ
て
は
未

だ
受
容
さ
れ
ざ
る
異
端
で
あ
っ
た
。

以
上
、
本
書
の
ご
く
大
ま
か
な
概
要
を
紹
介
し
た
が
、
著
者
の
言
外
の
思

考
的
伏
流
を
把
握
で
き
て
い
る
か
、
お
ぼ
つ
か
な
い
所
で
あ
る
。
ま
た
紙
幅

の
関
係
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
独
創
的
で
魅
力
的
な
創
見
が
本
書
に
は
随
所

に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
知
見
の
挿
入
が
と
き
に
論
理
の
流
れ

を
妨
げ
る
き
ら
い
も
無
く
は
な
い
が
、
こ
れ
は
史
料
と
対
象
に
忠
実
に
向
か

い
合
お
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
独
善
的
に
単
純

な
図
式
を
想
定
し
、
そ
れ
に
沿
っ
た
解
釈
を
進
め
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、

前
近
代
以
来
の
学
的
蓄
積
へ
の
深
い
理
解
の
も
と
、
目
録
学
、
書
誌
学
と
い

っ
た
古
典
的
な
学
術
手
法
を
駆
使
し
つ
つ
、
史
料
を
博
捜
互
証
し
て
情
報
を

正
確
に
く
み
取
っ
て
い
く
。
序
文
で
述
べ
ら
れ
る
、
伝
統
学
術
の
重
厚
な
方

法
と
成
果
の
継
承
に
、
本
書
は
よ
く
成
功
し
て
い
る
と
書
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
先
述
の
よ
う
に
評
者
は
中
国
哲
学
史
の
立
場
か
ら
本
轡
を
評
す
る
資
格
を

持
た
な
い
が
、
評
者
が
本
書
の
書
評
を
委
ね
ら
れ
、
ま
た
㎎
史
林
聴
と
い
う

歴
史
学
雑
誌
上
で
の
論
評
の
機
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
学
術
を
生
む
環
境
を

問
題
意
識
の
焦
点
に
据
え
る
本
書
の
成
果
を
、
敢
え
て
歴
史
学
の
分
野
に
問

お
う
と
す
る
著
者
の
意
向
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
紙
数
は
わ
ず
か
だ
が
、
試
み

に
以
下
、
思
い
つ
く
と
こ
ろ
を
い
さ
さ
か
述
べ
て
み
た
い
。

　
本
書
で
は
後
漢
宋
か
ら
唐
代
に
至
る
広
い
時
代
範
囲
の
中
で
、
い
く
つ
か

の
テ
ー
マ
が
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
成
り
立
た
せ
た

当
時
の
学
的
環
境
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
本
書
の
扱
う
時
代
範
囲
は
い
わ
ゆ
る
貴

族
制
の
時
代
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て
当
時
に
お
け
る
学

的
環
境
の
変
遷
は
貴
族
制
の
盛
衰
と
も
深
く
関
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、

漢
魏
注
釈
書
序
文
を
生
ん
だ
、
学
派
の
枠
を
超
え
た
広
範
な
読
書
人
の
出
現

と
い
う
歴
史
背
景
を
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
か
つ
て
川
勝
義
雄
氏
が
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
知
識
人
層
の
全
国
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
い
っ
た
事
象
と
の
関
連
が
容

易
に
想
起
さ
れ
る
。
お
よ
そ
あ
る
著
作
や
学
的
活
動
の
背
後
に
は
、
当
時
の
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歴
史
的
概
況
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
時
代
精
神
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
強

く
働
い
た
に
違
い
な
い
。
党
鋼
に
き
わ
ま
る
後
漢
士
大
夫
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な

言
論
活
動
と
、
広
汎
な
読
者
に
訴
え
る
注
釈
書
序
文
の
発
生
普
及
と
は
、
決

し
て
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
時
代
的
空
気
は
、
郭
象

が
そ
の
注
釈
の
中
で
浮
華
と
競
争
の
風
潮
を
批
判
し
た
西
晋
時
代
に
は
既
に

変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
両
晋
時
代
に
注
釈
書
序
文
を
記

し
た
学
者
の
中
に
、
杜
預
、
衛
理
、
萢
寧
と
い
っ
た
時
事
批
判
の
文
章
を
残

し
た
人
物
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
象
徴
的
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
一
方
こ
れ
ら
古
注
が
姿
を
消
し
て
い
き
、
入
れ
替
わ
り
に
丁

丁
に
基
づ
く
義
疏
が
盛
行
し
出
す
東
晋
時
代
は
、
門
閥
貴
族
制
の
完
成
し
た

　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

時
代
と
さ
れ
る
。
牟
潤
孫
々
の
指
摘
し
た
談
叢
の
流
行
に
加
え
、
「
王
と
馬
、

天
下
を
共
に
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
政
治
と
国
儀
の
あ
り
方
は
、
国
家
的

行
宮
で
あ
る
講
経
へ
の
貴
族
ら
の
積
極
参
加
、
そ
れ
に
伴
う
学
問
の
活
況
と

も
関
わ
り
を
持
つ
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
更
に
、
釈
典
自
体
は
そ
の

後
も
伝
統
と
し
て
継
承
さ
れ
る
に
せ
よ
、
若
鳥
に
伴
う
義
疏
的
な
学
術
活
動

・
が
唐
代
以
降
衰
退
し
て
い
く
こ
と
の
背
後
に
も
、
文
化
風
潮
と
国
島
上
の
変

化
を
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
貴
族
と
の
合
意
の
も
と
で
運
営
さ
れ
た
当
時
の
国
家
の
関
与
が
、
学
術
を

進
展
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
、
こ
れ
が
本
書
を
貫
く
大
き
な
見
通
し
で
あ

る
。
中
古
期
以
前
に
お
け
る
学
が
宮
廷
と
密
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
～
つ
に
は
即
物
的
に
書
籍
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
吉

　
　
　
　
　
　
　
④

川
忠
夫
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
印
刷
の
普
及
以
前
の
時
代
に
あ
っ
て
、
手
写

に
よ
る
少
数
の
書
籍
は
宮
廷
の
秘
書
と
一
部
の
門
閥
貴
族
に
独
占
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
両
者
を
中
心
と
し
た
学
術
の
興
隆
お
よ
び
両
者
の
接
近
の
契
機

が
蔵
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
際
、
両
者

の
関
わ
り
合
い
を
表
面
的
に
見
る
だ
け
な
ら
、
学
問
は
国
家
の
従
属
物
と
化

し
た
と
す
る
見
解
も
成
り
立
ち
得
よ
う
。
し
か
し
著
者
は
門
閥
貴
族
の
中
に

連
綿
と
流
れ
る
強
固
な
文
化
的
伝
統
　
　
北
朝
か
ら
階
唐
へ
の
学
問
系
譜
の

連
続
性
、
ま
た
南
斉
と
梁
の
礼
学
の
連
続
性
に
そ
れ
は
具
体
的
に
現
れ
て
い

る
　
　
を
、
同
時
代
の
学
問
の
基
盤
の
一
つ
と
見
た
上
で
、
こ
れ
が
皇
室
を

中
心
と
す
る
国
家
行
事
の
場
を
触
媒
に
発
現
す
る
、
と
考
え
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
貴
族
に
あ
る
と
も
縫
え
よ
う
（
但
し
著
者
が

皇
帝
権
力
と
貴
族
勢
力
と
を
二
項
対
立
的
に
捉
え
る
図
式
を
強
く
否
定
す
る

こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
り
、
評
者
も
そ
れ
に
同
意
す
る
）
。
そ
れ
で
は
、

彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
の
下
、
ど
の
よ
う
な
立
場
、
意
識
を
以
て
国

家
的
事
業
に
参
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
後
漢
の
一
群
の
学
者
た

ち
が
王
朝
へ
の
強
い
思
念
の
中
で
馬
術
活
動
を
展
開
し
た
こ
と
を
、
評
者
は

以
前
に
駄
文
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
書
で
も
郭
象
の
構
想
の
中
に
あ
る

強
い
経
世
へ
の
念
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
沈
約
、
な
い
し
劉
知
幾
ら
に
も
、
時

代
性
ゆ
え
の
色
合
い
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
に
類
す
る
意
識
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
特
に
下
篇
で
買
大
隠
や
韓
愈
ら
に

関
わ
っ
て
触
れ
ら
れ
る
、
北
方
士
大
夫
に
お
け
る
質
実
な
儒
家
的
伝
統
も
、

彼
ら
の
国
家
的
な
学
術
活
動
・
雷
論
へ
の
参
与
の
、
一
つ
の
動
因
と
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
こ
う
し
た
北
方
士
大
夫
の
伝
統
が
国

家
理
念
に
ま
で
昇
華
さ
れ
た
例
と
し
て
、
か
つ
て
谷
川
道
雄
氏
は
西
魏
・
蘇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

練
の
「
六
条
詔
書
」
を
論
じ
、
か
つ
そ
れ
へ
の
批
判
と
し
て
渡
辺
信
一
郎
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
、
そ
の
士
族
倫
理
を
「
皇
帝
権
力
と
と
も
に
あ
る
も
の
」
と
し
た
。
こ
と

北
朝
に
於
け
る
、
士
人
の
伝
統
的
理
念
と
国
家
と
の
強
い
接
近
が
、
当
時
の

学
術
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
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評畜氏

日

　
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
が
魏
晋
南
朝
と
唐
を
主
に
扱
い
、
北
朝
期
に
関
す

る
専
論
の
な
い
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
点
晴
を
欠
く
感
を
与
え
る
。
北
朝
で
は

東
中
南
朝
と
並
ん
で
漢
代
以
来
の
学
術
を
継
承
発
展
さ
せ
つ
つ
、
北
方
士
大

挙
の
伝
統
と
北
下
的
な
強
力
な
国
家
権
力
の
も
と
に
、
階
唐
に
つ
な
が
る
新

た
な
展
開
が
見
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
例
え
ば
科

挙
の
成
立
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
朝
的
義

疏
か
ら
唐
代
の
疏
へ
の
質
的
転
換
も
、
科
挙
の
実
施
と
も
関
わ
る
、
国
家
的

統
一
見
解
の
必
要
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
近
年
、
日
本
の
東
洋
史
学
界
、
こ
と
に
中
古
時
期
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

中
国
思
想
史
と
の
学
際
的
研
究
・
活
動
が
盛
ん
で
あ
る
。
特
に
、
両
漢
期
の

い
わ
ゆ
る
「
儒
教
国
教
化
」
論
争
の
監
獄
ま
た
魏
晋
南
北
鶏
の
貴
族
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
思
想
文
化
に
関
す
る
議
論
な
ど
に
、
そ
う
し
た
気
運
が
顕
著
で
あ
り
、
そ

れ
ら
学
際
的
活
動
を
通
じ
て
論
争
の
活
発
化
と
研
究
の
盛
況
が
も
た
ら
さ
れ

る
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
東
洋
史
の
側
に
即
し
て
訪
え
ば
、
従
来
、

政
治
史
さ
ら
に
は
制
度
史
と
い
っ
た
多
分
に
文
化
史
の
領
域
と
接
点
を
持
つ

は
ず
の
分
野
か
ら
も
往
々
、
そ
う
し
た
視
点
が
意
図
的
に
か
捨
象
さ
れ
て
き

た
こ
と
へ
の
、
こ
れ
ら
は
｝
つ
の
反
省
で
も
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
た
だ
思

う
に
、
元
来
同
じ
伝
統
学
問
を
母
胎
の
一
つ
と
す
る
東
洋
史
と
中
国
思
想
史

と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
問
題
意
識
と
手
法
を
有
す
る
の
も
確
か
で
、
分
野

と
三
見
の
異
な
る
議
論
の
安
易
・
無
批
判
な
接
合
、
あ
る
い
は
自
説
に
都
合

の
よ
い
論
点
の
「
つ
ま
み
食
い
」
に
は
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
著
者
が
序
文
で
批
判
す
る
、
皇
帝
権
力
と
知
識
人
と
の
対
立
関
係

の
中
で
儒
教
を
捉
え
よ
う
と
す
る
思
想
史
家
の
見
解
は
、
権
力
、
対
抗
と
い

っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
ゆ
え
に
、
現
実
の
政
治
と
体
制
の
説
明
に
も
援
用
さ
れ
や

す
い
。
し
か
し
思
想
内
容
と
現
実
政
治
と
は
常
に
直
結
す
る
訳
で
も
な
く
、

一
方
が
一
方
を
規
定
す
る
も
の
で
は
一
層
な
い
。
そ
の
点
、
思
想
を
成
り
立

た
せ
る
学
的
環
境
に
注
目
す
る
本
書
の
成
果
は
、
い
わ
ば
中
国
思
想
史
の
側

か
ら
の
、
歴
史
学
と
の
協
働
の
古
く
も
新
し
い
試
み
と
い
．
え
よ
う
。
中
国
思

想
史
と
東
洋
史
学
と
の
間
の
、
皮
栢
な
相
互
利
用
に
と
ど
ま
ら
ぬ
よ
り
深
い

挙
際
的
理
解
の
進
展
の
た
め
に
も
、
本
書
が
歴
史
分
野
の
衝
究
者
に
広
く
読

ま
れ
る
こ
と
を
願
う
。
そ
の
｝
助
と
し
て
拙
文
が
さ
さ
や
か
な
が
ら
寄
与
し

う
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

①
川
勝
義
雄
「
貴
族
政
治
の
成
立
」
（
同
氏
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
岩
波

　
誉
店
、
一
九
八
二
年
所
載
、
初
出
　
九
五
〇
年
）

②
田
余
慶
糟
東
雲
門
閥
政
治
㎞
（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）

③
謹
書
孫
「
論
重
鎖
以
来
之
崇
尚
談
辮
翠
雲
影
響
」
（
同
氏
門
注
史
斎
叢
稿
㎞
上
、

　
中
華
葉
叢
、
一
九
八
七
年
所
載
）

④
吉
川
忠
夫
「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
生
活
」
（
同
氏
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋

　
舎
、
一
九
八
四
年
所
載
、
初
出
一
九
七
〇
年
）

⑤
谷
川
道
雄
門
西
夏
『
六
条
詔
轡
』
に
お
け
る
士
大
夫
倫
理
」
（
同
氏
鞠
中
国
中

　
世
社
会
と
共
同
体
h
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
所
載
、
初
出
　
九
六
六
年
）

⑥
渡
辺
信
一
郎
『
天
空
の
玉
座
』
（
粕
書
房
、
一
九
九
六
年
）
第
五
章
第
二
節
三

　
「
蘇
緯
「
六
条
詔
書
」
の
民
衆
・
国
家
観
－
中
国
古
代
国
家
の
成
り
立
ち
」

⑦
保
科
季
子
「
近
年
の
二
代
「
儒
教
の
国
教
化
一
論
争
に
つ
い
て
」
（
噛
歴
史
評

　
論
』
六
九
九
、
二
〇
〇
八
年
）

⑧
第
五
四
回
国
際
東
方
学
者
会
議
（
二
〇
〇
九
年
）
第
W
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
漢
魏
交

　
替
期
に
お
け
る
社
会
と
文
化
」
な
ど
。

（
A
5
判
　
四
～
五
頁
、索
引
一
九
頁
　
二
〇
〇
六
年
十
一
月

　
研
文
出
版
　
八
五
〇
〇
円
＋
税
）

　
　
　
　
（
関
西
学
院
大
学
教
授
）
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