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解　
題

 

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
（Alphonsus Vagnoni
）
は
、
一
五
六
六
年
に
イ
タ

リ
ア
の
ト
リ
ノ
に
生
ま
れ
、
十
八
歳
の
時
に
イ
エ
ズ
ス
会
に
入
会
し
、
一

六
〇
三
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
後
に
し
、
一
六
〇
五
年
に
マ
カ
オ
に
着
き
、

そ
の
年
に
南
京
に
赴
き
、
南
京
伝
道
に
従
事
し
た
。
万
暦
四
十
四
年
（
一

六
一
六
年
）
に
沈
紙
に
よ
り
教
難
が
起
き
る
と
、
捕
え
ら
れ
マ
カ
オ
に
護

送
さ
れ
た
。
天
啓
四
年
（
一
六
二
四
年
）
に
教
難
が
沈
静
化
す
る
と
、
山

西
省
の
絳
州
に
入
り
、
そ
の
地
で
伝
道
に
従
事
し
た
。
崇
禎
十
三
年
（
一

六
四
〇
年
）
に
帰
天
し
た
（
以
上
は
、
徐
宗
澤
『
明
清
間
耶
穌
会
士
訳
著

提
要
』
巻
九
「
訳
著
者
伝
略
」
の
中
の
「
高
一
志
」
に
つ
い
て
の
記
述
に

従
っ
た
。）

 

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
万
暦
四
十
四
年
（
一
六
一
六
年
）
の
教
難
を
境
目
と

し
て
中
国
の
二
つ
の
地
方
で
伝
道
に
尽
力
し
た
わ
け
で
あ
る
。『
天
主
教

要
解
略
』
は
教
難
の
前
年
の
万
暦
四
十
三
年
（
一
六
一
五
年
）
に
南
京
教

会
で
伝
道
活
動
に
勤
し
ん
で
い
た
と
き
に
書
か
れ
た
。
方
豪
の
『
中
国
天

主
教
史
人
物
伝
』
第
一
冊
の
中
の
「
高
一
志
即
王
豊
粛
、
王
一
元
」
に
よ

れ
ば
、
十
六
、
七
世
紀
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
‶Doctrina 

Christiana

"
と
呼
ば
れ
る
教
義
入
門
書
が
作
成
さ
れ
た
。
中
国
に
お
い

て
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
も
の
が
、
ル
ッ
ジ
ェ
ー
リ
の
『
天
主
実
録
』（
一

五
八
四
年
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
十
年
後
に
や
は
り
漢
文
の
教
義
入
門
書

と
し
て
リ
ッ
チ
の
『
天
主
実
義
』（
一
六
〇
四
年
）
が
出
た
。
し
か
し
ヴ
ァ

ニ
ョ
ー
ニ
の
『
天
主
教
要
解
略
』
は
ル
ッ
ジ
ェ
ー
リ
や
リ
ッ
チ
の
教
義
入

門
書
と
系
統
を
異
に
す
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
南
京
教
会
で
伝
道
活
動
に
従

事
し
徐
光
啓
に
洗
礼
を
施
し
た
ロ
ー
チ
ャ
の
著
わ
し
た『
天
主
聖
教
啓
蒙
』

の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
方
豪
は
ロ
ー
チ
ャ
の
書
に
伝
本
な
し
と

し
て
い
る
が
（
一
五
二
頁
）、
パ
リ
国
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
漢

籍
六
八
六
一
番
）。

 

も
と
も
と
『
天
主
教
要
解
略
』
の
前
に
『
天
主
教
要
』
が
出
て
お
り
、

翻
訳

『
天
主
教
要
解
略
』（
一
）

Ａ
・
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ　
　

著

葛　

谷　
　
　

登　
　

訳
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ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
そ
れ
に
決
し
て
簡
略
と
は
言
え
な
い
解
説
を
施
し
た
わ

け
で
あ
る
。『
天
主
教
要
』
と
は
主
祷
文
や
聖
母
祝
詞
、
使
徒
信
経
、
十

戒
等
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
生
活
に
不
可
欠
の
信
条
等
を
漢
文
に
訳
し
て

そ
れ
ら
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
『
明
清
間
耶
穌
会
士
訳
著
提
要
』

一
六
一
、
二
頁
）。

 

わ
た
く
し
は
こ
れ
ま
で
秘
か
に
ア
レ
ニ
の
『
聖
体
要
理
』
と
『
弥
撒
祭

義
』
の
訳
出
を
試
み
た
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
『
天
主
教
要
解
略
』
は
そ
の

三
番
め
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
公
け
に
す
る
の
を
憚
か
っ
た
。
こ
れ
ら

の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
よ
る
漢
文
著
作
の
翻
訳
は
現
代
に
お
い
て
も
カ

ト
リ
ッ
ク
の
神
学
や
歴
史
に
詳
し
い
修
道
者
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
べ
き

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
に
至
る
も
そ
の
協
働
者
は
与
え
ら

れ
て
は
い
な
い
。
わ
た
く
し
は
現
時
点
で
不
完
全
な
が
ら
も
こ
れ
ら
三
つ

の
著
作
を
翻
訳
し
世
に
公
け
に
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
明
末
中
国
に
お

け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
の
本
質
的
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
信
じ
願
う

の
で
、
敢
て
暴
虎
馮
河
の
勇
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
翻
訳
に
は
パ
リ
国

立
図
書
館
蔵
の
漢
籍
第
六
八
五
五
番
の
『
天
主
教
要
解
略
』
を
使
用
し
た
。

 

訳
出
に
当
た
っ
て
、
本
文
と
関
連
す
る
聖
書
の
箇
所
を
適
宜
表
示
す
る

よ
う
に
心
が
け
た
。
そ
の
際
、
ラ
テ
ン
語
ヴ
ル
ガ
タ
聖
書
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
訳
新
約
聖
書
、
新
共
同
訳
聖
書
、
代
表
訳
聖
書
、
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン―

カ
ル
バ
ー
ト
ソ
ン
訳
聖
書
を
併
記
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
の
心
の
筐
底
に
は
ラ
テ
ン
語
聖
書
が
蔵
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
ラ
テ
ン
語
聖
書
か
ら
翻
訳
し
た
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
公
認
の
日
本
語
聖
書
は
な
い
。
こ
の
点
は
現
在
創
文
社
か
ら

刊
行
中
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
の
翻
訳
シ
リ
ー
ズ
に

も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
読
ん
で
い
た
聖
書
も
ラ
テ
ン
語

聖
書
で
あ
っ
た
が
、
翻
訳
の
『
神
学
大
全
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
聖
書
の

文
章
は
聖
書
協
会
の
新
共
同
訳
聖
書
に
従
っ
て
い
る
。
こ
の
新
共
同
訳
聖

書
の
テ
キ
ス
ト
は
旧
約
が
ヘ
ブ
ル
語
、
新
約
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
。
ラ

テ
ン
語
聖
書
と
は
異
な
る
部
分
が
多
い
し
、
基
本
的
に
は
こ
れ
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
で
用
い
る
聖
書
で
あ
る
。
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
改
革

よ
り
三
百
年
前
に
生
き
た
ト
マ
ス
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
を
用
い
て

議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
の
聖
書
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
共
同
し
て
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の

口
語
訳
聖
書
に
比
べ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
書
学
者
の
見
解
が
よ
り
反
映
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
の
新
約
聖
書
も

ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖

書
学
者
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
新
約
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

会
訳
の
文
章
を
、
旧
約
は
新
共
同
訳
の
文
章
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
。

 

中
国
語
訳
聖
書
も
ま
た
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
の
来
華
後
二
百
年
余
り
し
て
再
び
来
華
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣

教
師
も
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
を
よ
り
正
確
に
表
わ
そ
う
と
し
て
、
よ
り
的

確
な
中
国
語
を
模
索
し
て
結
実
し
た
も
の
が
漢
訳
聖
書
だ
か
ら
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
に
よ
る
聖
書
の
漢
訳
と
い
う
営
み
は
イ
エ
ズ
ス

会
宣
教
師
に
よ
る
漢
文
著
作
の
執
筆
に
内
的
に
重
な
る
。

 

中
国
語
訳
聖
書
の
内
、
代
表
訳
と
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン―

カ
ル
バ
ー
ト
ソ
ン

訳
（
以
下
Ｂ
Ｃ
訳
と
記
す
）
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
聖
書
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『天主教要解略』（一）
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は
初
期
の
部
類
に
属
し
、
個
人
で
な
く
複
数
の
人
間
が
共
同
し
て
訳
し
た

も
の
で
あ
り
、「
代
表
訳
：
は
中
国
語
文
と
し
て
の
優
秀
さ
を
、：
（
Ｂ
Ｃ
）

訳
：
は
原
典
へ
の
忠
実
さ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
と
す
る
。」（
川
島
第
二
郎
・

土
岐
健
治
「
初
期
日
本
語
訳
聖
書
と
中
国
語
訳
聖
書
」、『
聖
書
の
世
界
』
自
由
国

民
社
、
四
四
六
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
文
章
の
美
し
さ
と
文
意
の
正
確
さ
の
両

者
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
は
翻
訳
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

同
様
の
問
い
は
十
六
、
七
世
紀
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
も
時
代
と
教
派
を
超
え

て
共
有
し
て
い
よ
う
。

 

ま
た
訳
出
上
、
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
に
言
葉
を
補
っ
た
箇
所
は
括

弧
（ 

）
を
用
い
て
示
す
よ
う
に
し
た
が
、
括
弧
の
使
用
は
最
小
限
に
と

ど
め
た
。
簡
潔
を
旨
と
す
る
漢
文
の
翻
訳
は
言
葉
を
補
う
作
業
を
内
実
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。

 

拙
訳
は
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
不
完
全
の
譏
り
を
免
れ
な
い
。
天
上
の

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
師
に
衷
心
よ
り
許
し
を
請
う
。

序

 

道
と
い
う
も
の
は
天
と
地
及
び
人
と
物
が
生
ず
る
の
と
共
に
生
じ
ま
し

た
。
こ
れ
は
（『
中
庸
』
に
）
言
う
と
こ
ろ
の
「
性
に
率
（
し
た
が
）
う

と
こ
ろ
の
道（
一
）」
な
の
で
す
。
こ
の
道
は
た
だ
一
つ
で
す
。

 

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
正
し
い
こ
と
と
邪
な
こ
と
が
区
別
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人
間
の
本（
二
）性に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
考
察
を
加

え
る
に
つ
れ
、
人
々
は
自
分
の
思（
三
）惑に
従
っ
て
（
諸
子
百
家
の
）
さ
ま
ざ

ま
な
思
想
の
流
派
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、最
初
に
あ
っ
た（
本

来
の
）
道
が
害
わ
れ
ま
し
た
。
人
々
は
そ
こ
で
古
の
（
孔
子
や
孟
子
の
）

聖
人
や
賢
者
に
拠
り
頼
み
ま
し
た
。
聖
人
や
賢
者
は
そ
れ
に
応
え
て
す
ぐ

さ
ま
指
針
と
な
る
教
え
を
伝
え
て
こ
の
弊
害
を
是
正
し
て
く
れ
ま
し（
四
）た
。

（『
中
庸
』
に
）
言
う
「
道
を
修
め
る
と
こ
ろ
の
教
え（
五
）」
が
そ
れ
で
す
。
こ

れ
以
後
、
正
し
い
道
と
邪
な
道
が
識
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

と
こ
ろ
が
後
の
世
に
な
る
と
、
習
慣
の
力
が
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
ま
で

及
び
、
本
性
は
習
慣
力
に
包
み
隠
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し（
六
）た。
人
々
は
実
際

に
は
邪
な
道
を
喜
び
楽
し
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
言
い
繕

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
無
理
無
体
に
自
分
の
思
惑
を
い
ろ
い

ろ
飾
り
立
て
た
う
え
に
理
論
と
な
る
も
の
を
く
っ
つ
け
て
、
自
分
の
学
派

を
堅
く
守
っ
て
一
家
を
な
す
こ
と
（
＝
諸
子
百
家
の
時
代
）
が
始
ま
り
ま

し（
七
）た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
無
知
な
民
衆
も
ま
た
そ
れ
ら
の
教
え
に

靡
き
、
付
き
従
い
ま
し（
八
）た
。
そ
の
結
果
、
邪
な
道
が
栄
え
正
し
い
道
が
廃

れ
た
の
で
す
。
あ
ろ
う
こ
と
か
、
邪
な
道
が
正
し
い
道
の
座
を
奪
い
、
正

し
い
こ
と
と
邪
な
こ
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

 

主
な
る
神（
九
）様は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
お
憐
れ
み
に
な
り
、
今
か
ら
千
六

百
年
余
り
前
、
漢
の
哀
帝
の
元
寿
二（
一
〇
）年に
大
い
な
る
憐
れ
み
を
垂
れ
給
い

て
、
御
自
ら
こ
の
世
に
お
降
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
主
は
わ
た
し
た
ち
が

も
と
も
と
有
し
て
い
た
本
性
を
身
に
帯
び
ら（
一
一
）れ、
わ
た
し
た
ち
を
後
の
世

に
陥
っ
た
迷
い
か
ら
導
き
出
し
て
く
だ
さ
い
ま
し（
一
二
）た。
主
は
最
高
の
教
え

を
打
ち
建
て
経
典
を
作
成
し
、
身
を
も
っ
て
御
教
え
を
実
践
し
民
衆
を
教

化
さ
れ
た
の
で
す
。
当
時
、
主
が
施
さ
れ
た
御
恵
み
と
主
が
行
な
わ
れ
た
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奇
跡
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
い
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
ど
ん
な
に
愚
か

で
鈍
い
人
も
ま
た
こ
れ
ら
の
多
く
の
御
恵
み
や
奇
跡
を
目
の
当
た
り
に
し

て
主
を
聖
な
る
お
方
と
し
て
信
じ
尊
び
ま
し（
一
三
）た。
こ
う
し
て
大
勢
の
人
々

が
主
を
信
じ
従
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

主
は
更
に
そ
れ
ら
の
人
々
の
中
か
ら
御
自
ら
十
二
使
徒
を
選
ん
で
、
彼

ら
に
特
別
に
聖
な
る
能
力
を
お
授
け
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
彼
ら
が

学
ば
ず
し
て
他
国
の
言
葉
に
通
じ
、
全
世
界
に
出
向
い
て
人
々
に
正
し
い

教
え
を
伝
え
る
た
め
で
し（
一
四
）た。
こ
れ
以
後
、（
主
の
御
教
え
を
奉
ず
る
）

聖
人
や
賢
者
が
続
々
と
現
わ
れ
て
伝
道
し
、
御
教
え
は
益
々
栄
え
て
行
き

ま
し
た
。
真
の
主
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
違
っ
た
枝
道
の
教
え
か
ら

離
れ
た
人
々
は
、
思
う
に
わ
が
人
類
全
体
の
四
分
の
三
に
及
ぶ
こ
と
で

し
ょ（
一
五
）う。

 

た
だ
中
華
の
地
だ
け
は
真
の
主
を
信
じ
る
人
々
の
住
む
西
洋
の
地
か
ら

水
陸
を
遠
く
隔
て
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
中
華
の
地
に
お
い
て

も
天
の
神（
一
六
）様を
信
じ
奉
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
伝
え
ら
れ
て
随
分
久
し
い

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
並
び
に
、「
主
な
る
神
様
が
御
自
ら
こ

の
世
に
お
降
り
に
な
っ
て
人
々
を
お
救
い
に
な
ら
れ
る
」
と
い
う
大
い
な

る
御
旨
は
い
ま
だ
告
げ
知
ら
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
聡
明
英

知
が
溢
れ
る
ほ
ど
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
に
帰
依
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、

そ
れ
ら
の
英
知
を
ふ
り
向
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
そ
の
聡
明

英
知
再
び
枝
葉
の
意
見
や
邪
な
説
に
振
り
向
け
、
そ
れ
ら
を
追
い
か
け
、

そ
の
教
え
の
要
諦
を
学
び
取
る
の
で（
一
七
）す。

 

今
わ
た
し
た
ち
が
見
て
い
る
よ
う
な
高
邁
な
見
識
と
す
ぐ
れ
た
能
力
の

持
ち
主
は
中
華
の
地
の
周
囲
の
国
に
は
お
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
優
秀
な

彼
ら
が
学
問
を
始
め
て
間
も
な
く
誤
り
に
陥
り
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
聖

人
の
学
問
（
＝
儒
教
）
を
日
常
的
で
近
づ
き
や
す
い
こ
と
か
ら
軽
蔑
し
、

荒
唐
無
稽
な
こ
と
が
ら
（
＝
仏
教
）
を
奥
深
い
も
の
と
し
て
掲
げ
て
い

ま（
一
八
）す。
有
害
無
益
と
は
百
も
承
知
で
馴
れ
親
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
（
仏
教
と
の
）
関
係
を
続
け
、
成
り
行
き
任
せ
に
一
時
し
の
ぎ
を
す
る

よ
う
な
（
愚
か
な
）
者
も
ま
た
中
華
の
周
囲
の
国
に
は
い
な
い
の
で（
一
九
）す。

中
華
に
よ
っ
て
中
華
を
誤
ら
す
計
り
ご
と
の
害
毒
の
う
ち
こ
れ
よ
り
ひ
ど

い
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

 

わ
た
く
し
の
二
三
の
友
は
大
い
な
る
西
洋
か
ら
八
万
里
の
道
程
を
経
て

こ
の
中
華
の
地
に
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
「
才
知
や
能
力
に
乏

し
く
教
養
に
欠
け
て
お
り
ま
す
」
と
申
し
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
彼
ら

が
自
ら
固
く
信
ず
る
と
こ
ろ
は
正
し
い
道
の
大
本
は
東
西
を
貫
く
共
通
の

基
準
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
で（
二
〇
）す。
従
っ
て
彼
ら
は
た
め
ら
う

こ
と
な
く
全
身
全
霊
を
傾
け
て
（
中
華
の
地
の
）
偉
大
な
有
徳
の
士
と
分

か
ち
合
う
と
こ
ろ
の
真
理
を
確
認
し
、
他
方
ま
た
（
自
分
た
ち
が
奉
ず
る

と
こ
ろ
の
御
教
え
に
し
か
な
い
）
独
自
の
真
理
を
（
中
華
の
地
に
）
高
く

掲
げ
る
の
で（
二
一
）す。

 

幸
い
に
も
主
な
る
神
様
は
こ
の
道
の
縁
に
連
な
る
わ
た
く
し
を
啓
示
を

も
っ
て
助
け
導（
二
二
）き、
蔑
み
給
う
こ
と
な
く
『
天
主
教
要（
二
三
）』に
記
さ
れ
て
い

る
教
え
を
学
ば
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
日
夜
こ
こ
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
を
懸
命
に
研
究
致
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
努
力
を
積
み
重

ね
た
結
果
、
書
き
付
け
が
本
箱
に
溢
れ
る
ほ
ど
多
く
出
来
上
が
り
ま

― 181 ―



『天主教要解略』（一）

（ 5 ）

し（
二
四
）た。

 
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
の
書
き
付
け
は
西
洋
に
あ
っ
て
千
百
と
数
多
い

こ
の
道
に
つ
い
て
の
解
説
の
書
と
比
較
す
れ
ば
、
僅
か
に
そ
の
一
つ
、
二

つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
を
上
梓
し
て
速
や
か
に
こ

の
道
を
志
す
仲
間
の
閲
読
に
供
し
た
い
次
第
で
す
。
本
書
を
名
づ
け
て

『
天
主
教
要
解
略
』
と
致
し
ま
す
。
書
物
の
形
に
著
わ
し
て
目
に
触
れ
る

よ
う
に
し
な
い
限
り
、
そ
れ
が
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
耳
に
入
る
よ
う
な
こ

と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
（
西
洋
の
天
主
教
に

関
す
る
書
籍
を
）
す
べ
て
訳
出
す
る
こ
と
、
わ
た
く
し
は
日
々
こ
の
一
事

を
願
う
も
の
で（
二
五
）す
。

 
 

万
暦
四
十
三
年
四
月
吉（
二
六
）日

 

西
海
後
学
王
豊（
二
七
）粛謹
ん
で
序
す

注

（
一
） 

原
文
は
「
所
謂
率
性
之
道
也
。」（「
天
主
教
要
解
略
序
」
一
葉
表
）。
こ
れ
は
、『
中

庸
』
第
一
章
の
「
天
命
之
謂
性
，
率
性

0

0

之
謂
道0

，
脩
道
之
謂
教
。」（
中
華
書
局
新

編
諸
子
集
成　

朱
熹
撰
『
四
書
章
句
集
注
』
十
七
頁
）（
傍
点
筆
者
注
以
下
同
じ
）

に
基
づ
く
。
岩
波
文
庫
の
金
谷
治
訳
『
大
学
・
中
庸
』
で
は
、「
天
が
、
そ
の
命
令

と
し
て
〔
人
間
や
万
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
〕
わ
り
つ
け
て
与
え
た
も
の
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
本
性
で
あ
る
。
そ
の
本
性
の
あ
る
が
ま
ま
に
従
っ
て
い
く
〔
と
そ
こ
に
で
き

あ
が
る
〕
の
が
、〔
人
と
し
て
当
然
に
ふ
み
行
な
う
べ
き
〕
道
で
あ
る
。」（
一
四
三

頁
）
と
訳
す
。
集
注
に
は
、「
命
，
猶
令
也
。
性
，
則
理
也
。
天
以
陰
陽
五
行
化
生

万
物
，
気
以
成
形
，
而
理
亦
賦
焉
，
猶
命
令
也
。
於
是
人
物
之
生
，
因
各
得
其
所0

賦
之
理

0

0

0

，
以
為
健
順
五
常
之
徳
，
所
謂
性0

也
。
率
，
循
也
。
道
，
猶
路
也
。
人
物

各
循
其
性
之
自
然
，
其
日
用
事
物
之
間
，
莫
不
各
有
当
行
之
路
，
是
則
所
謂
道0

也
。」

（
新
編
諸
子
集
成
『
四
書
章
句
集
注
』
十
七
頁
）
と
あ
る
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
序
の

こ
の
部
分
は
集
注
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
が
人
と
物
に
賦
与
し
た
理
が

そ
れ
ぞ
れ
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
性
で
あ
る
。
こ
の
天
賦
の
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の

性
に
即
し
て
生
き
て
行
く
こ
と
が
道
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
） 

原
文
は
「
本
性
」（「
序
」
一
葉
表
）。
後
漢
の
王
充
が
著
わ
し
た
『
論
衡
』
の
中

の
一
篇
に
「
本
性
篇
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
宋
学
以
降
の
儒
学
に
お
い
て
人
間
の
本
性
に
つ

い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
が
、「
本
性
」
と
い
う
語
は
さ
ほ
ど
に
使
用

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
『
天
主
教
要
解
略
』
の
著
者
は
宋

学
以
降
の
儒
学
に
お
け
る
人
間
本
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
こ
の
語

を
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
三
） 

原
文
は
「
意
欲
」（「
序
」
一
葉
表
）。
漢
の
劉
安
の
『
淮
南
子
』「
道
応
訓
」
に
「
故

人
主
之
意
欲

0

0

見
於
外
，則
為
人
臣
之
所
制
。」（
新
編
諸
子
集
成『
淮
南
子
集
釈
』（
中
）

八
八
〇
頁
）
と
あ
る
。
平
凡
社
の
中
国
古
典
文
学
大
系
『
淮
南
子　

説
苑
（
抄
）』

で
は
木
山
英
雄
は
「
人
主
の
思
惑

0

0

が
外
に
現
わ
れ
れ
ば
臣
下
に
制
せ
ら
れ
る
。」（
一

六
〇
頁
）
と
訳
す
。
宋
代
の
朱
子
の
手
紙
に
も
、「
今
方
欲
与
朋
友
説
日
用
之
間
常

切
点
検
気
習
偏
処
、
意
欲

0

0

萌
処
，
与
平
日
所
講
相
似
与
不
相
似
，
就
此
痛
著
工
夫
，

庶
幾
有
益
。」（「
答
林
択
之
」、
上
海
古
籍
出
版
社
『
朱
子
全
書
』（
二
十
二
）
一
九

八
三
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。
拙
訳
で
は
木
山
訳
に
従
っ
た
。

（
四
） 

こ
の
部
分
は
内
容
的
に
「『
中
庸
章
句
』
序
」
の
「
若
吾
夫
子
，
則
雖
不
得
其

位
，而
所
以
継
往
聖
、開
来
学
其
功
反
有
賢
於
堯
舜
者
。
然
当
是
時
，見
而
知
之
者
，

惟
顔
氏
、
曽
氏
之
伝
得
其
宗
。
及
曽
氏
之
再
伝
，
而
復
得
夫
子
之
孫
子
思
，
則
去

聖
遠
而
異
端
起
矣
。
子
思
懼
夫
愈
久
而
失
其
真
也
，
於
是
推
本
堯
舜
以
来
相
伝
之

意
，
質
以
平
日
所
聞
父
師
之
言
，
更
互
演
繹
，
作
為
此
書
，
以
詔
後
之
学
者
。」（
新

編
諸
子
集
成
『
四
書
章
句
集
注
』
十
四
、
五
頁
）
に
も
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
な
ら
ば
、「
聖
賢
」
は
孔
子
、
孟
子
と
い
う
よ
り
、
孔
子
の
弟
子
の
曽
子
や
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孔
子
の
孫
の
子
思
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
孔
子
、
孟
子
、
曽
子
、

子
思
な
ど
の
正
統
儒
学
の
建
設
者
の
群
れ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
五
） 

注
（
一
）
参
照
。
岩
波
文
庫
の
金
谷
治
訳
で
は
、「
そ
の
道
を
治
め
と
と
の
え
〔
て

だ
れ
に
も
分
か
り
や
す
く
し
〕
た
の
が
、〔
聖
人
の
〕
教
え
で
あ
る
。」（
一
四
三
頁
）

と
あ
る
。

（
六
） 

原
文
は「
習
深
而
性
隠
」（「
序
」一
葉
表
）。
こ
れ
は『
書
経
』「
大
甲　

上
」の「
茲

乃
不
義
，
習
与
性
成

0

0

0

0

。」（
北
京
大
学
出
版
社
『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』
第
二
冊
、

二
五
〇
頁
）
の
思
考
様
式
に
即
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
注
に
は
、「
言
習0

行
不
義
，

将
成
其
性0

。」（
同
書
同
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
『
論
語
』「
陽
貨
篇
」
の
「
性0

相
近
也
，

習0

相
遠
也
。」（
新
編
諸
子
集
成
『
四
書
章
句
集
注
』
一
七
五
頁
）
と
も
関
連
す
る
。

こ
の
箇
所
の
集
注
に
は
、「
此
所
謂
性0

，
兼
気
質
而
言
者
也
。
気
質
之
性
，
固
有
美

悪
之
不
同
矣
。
然
以
其
初
言
，則
皆
不
甚
相
遠
也
。
但
習
於
善
則
善
，習0

於
悪
則
悪
，

於
是
始
相
遠
耳
。」（
一
七
五
、
六
頁
）
と
あ
る
。
人
間
の
道
徳
本
性
は
悪
し
き
習

慣
の
力
に
よ
っ
て
蝕
ま
れ
る
と
い
う
共
通
理
解
が
根
底
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
七
） 

原
文
は
「
始
曲
文
意
欲
以
傅
理
，
堅
持
流
徑
以
成
戸
。」（「
序
」
一
葉
裏
）。
良

く
分
か
ら
な
い
。

（
八
） 

原
文
は
「
無
知
之
衆
亦
遂
便
而
就
之
。」（「
序
」
一
葉
裏
）。

（
九
） 

原
文
は
「
天
主
」（「
序
」
一
葉
裏
）。
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
の
小
林
珍
雄
編
『
キ
リ

ス
ト
教
百
科
事
典
』
に
は
「Deus

の
訳
語
と
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
中
国

で
明
代
か
ら
用
い
ら
れ
、
十
六
世
紀
末
葉
に
は
日
本
に
も
こ
の
訳
語
が
用
い
ら
れ

て
今
日
に
お
よ
ん
だ
が
、
一
九
五
九
年
四
月
八
日
の
教
区
長
会
議
の
決
議
に
よ
り
、

『
天
主
』
に
代
っ
て
、『
神
』
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。」（
一
一
七
五
、六
頁
）

と
記
す
。
た
だ
海
老
沢
有
道
に
よ
れ
ば
、「
デ
ウ
ス
に
天
主
を
当
て
る
こ
と
は
実
は

日
本
に
始
ま
り
、
…
…
使
節
の
渡
欧
す
る
一
五
八
二
年
ま
で
に
、
す
で
に
『
天
主
』

…
と
い
う
呼
称
が
、
日
本
で
使
用
さ
れ
て
い
た
…
。」（
海
老
沢
・
松
田
『
エ
ヴ
オ

ラ
屏
風
文
書
の
研
究
』
ナ
ツ
メ
社
、
一
九
六
三
年
、
七
十
三
、
四
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、Deus

の
訳
語
と
し
て
の
天
主
は
日
本
の
ほ
う
が
中
国
よ
り
早
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
一
五
八
一
年
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
講
義
筆
録『
入
満
心
得
之
事
』に「
天

主
」
の
用
例
が
二
つ
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
同
書
七
十
二
、
三
頁
）。
中
国
で

は
一
五
八
三
年
に
チ
ン
ニ
コ
ー
と
い
う
中
国
人
求
道
者
に
よ
っ
て
広
東
の
肇
慶
で

初
め
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
１
』
岩

波
書
店
、一
九
八
二
年
、一
七
〇
頁
）。
海
老
沢
の「
天
主
」日
本
起
源
説
に
対
し
て
、

柊
源
一
は
マ
カ
オ
経
由
で
日
本
に
入
っ
た
一
五
八
四
年
の
ル
ッ
ジ
ェ
ー
リ
の
『
天

主
実
録
』
を
通
し
て
「
天
主
」
と
い
う
語
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
す
る
中
国
起
源

説
の
立
場
に
立
つ
（「
吉
利
支
丹
文
献
に
現
れ
た
天
主
な
る
語
を
め
ぐ
っ
て
」、
基

督
教
史
学
、
第
十
一
集
、
一
九
六
〇
年
、
七
、
八
頁
）。『
天
主
教
東
伝
文
献
続
編
㈠
』

（
台
湾
学
生
書
局
）
の
「
影
印
天
主
聖
教
実
録
序
」
の
箇
所
で
方
豪
は
『
天
主
実
録
』

の
初
稿
は
一
五
八
一
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
十
一
月
十
二
日
の
間
に
完
成
し
た
と

す
る
デ
リ
ア
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
（
二
十
五
頁
）。
海
老
沢
説
が
や
や
優
勢
で

あ
る
が
、
決
し
か
ね
る
。
と
も
か
く
因
陀
羅
の
天
帝
釈
と
の
誤
解
を
避
け
る
た
め

に
日
本
で
は「
天
主
」と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
頃
リ
ッ
チ
の『
天

主
実
義
』
が
輸
入
さ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
信
者
を
当
惑
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
（『
屏
風

文
書
の
研
究
』
七
十
五
、
六
頁
）。

 

　
「
天
主
」
と
い
う
語
は
、
仏
教
に
お
い
て
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』（
東
京
堂
）

に
よ
れ
ば
諸
天
の
主
の
帝
釈
（devendra

）
或
い
は
毘
沙
門
天
（
九
八
一
頁
）
を
、

丁
福
保『
仏
学
大
辞
典
』（
文
物
出
版
社
）に
よ
れ
ば
諸
天
の
帝
主（
二
三
四
頁
）を
、

望
月
信
亨
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
）
に
よ
れ
ば
商
羯
羅
主

（śam

4kara

大
自
在
天
の
別
名（
二
五
六
二
頁
））或
い
は
大
自
在
天（m

aheśvara

）

（
三
二
二
九
頁
）
を
指
す
も
の
で
あ
る
（「
天
主
」
と
い
う
語
の
仏
典
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
坪
井
九
馬
三
「
天
主
な
る
名
称
の
出
処
に
就
て
」、
史
学
雑
誌
第
五
編
第

五
号
、
一
八
九
四
年
、
一
頁
〜
二
十
頁
が
詳
し
い
）。
石
田
瑞
磨
『
例
文
仏
教
語
大

辞
典
』（
小
学
館
）
で
は
「
五
戒
を
持
て
る
者
、
死
し
て
天
主
4

4

と
成
て
」
と
い
う
今

昔
物
語
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
七
七
七
頁
）。
日
本
で
は
「
天
主
」
と
い
う

語
は
早
い
時
期
か
ら
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
語
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

　

し
か
し
中
国
で
は
『
史
記
』「
封
禅
書
」
に
「
於
是
始
皇
遂
東
遊
海
上
，
行
祠
名
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山
大
川
及
八
神
，
求
僊
人
羨
門
之
属
。
八
神
将
自
古
而
有
之
，
或
曰
大
公
以
来
作

之
。
…
八
神
‥
一
曰
天
主
4

4

，
祠
天
斉
。」（
中
華
書
局
、
一
三
六
七
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、「
天
主
」は
八
神
の
一
つ
を
指
す
。
熟
語
辞
典
の
性
格
を
有
す
る『
佩
文
韻
府
』

の
「
天
主
」
の
項
に
お
い
て
も
こ
の
『
史
記
』
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。
二
世
紀

の
中
頃
に
安
世
高
等
に
よ
っ
て
仏
典
の
漢
訳
作
業
が
開
始
さ
れ
、
五
世
紀
に
鳩
摩

羅
什
に
よ
っ
て
そ
れ
が
大
々
的
に
展
開
さ
れ
る
は
る
か
昔
の
西
暦
前
九
十
一
年
に

司
馬
遷
は
『
史
記
』
を
完
成
し
て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
「
天
主
」
と
い
う
語
は

漢
訳
仏
典
出
現
以
前
に
儒
教
世
界
の
言
葉
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
も

『
佩
文
韻
府
』
の
用
例
が
暗
示
す
る
よ
う
に
お
も
に
儒
教
用
語
と
し
て
通
用
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。

 

　

加
う
る
に
日
本
と
中
国
は
思
想
風
土
を
異
に
す
る
。
日
本
で
は
仏
教
は
鎮
護
国

家
の
宗
教
と
し
て
早
く
か
ら
体
制
内
に
組
み
込
ま
れ
て
社
会
的
に
高
い
地
位
を
占

め
た
。
他
方
中
国
で
は
仏
教
は
出
世
間
の
宗
教
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
ず
、

王
朝
体
制
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
役
割
を
期
待
さ
れ
た
儒
教
が
国
家
の
宗
教
思
想

体
系
に
お
い
て
中
心
的
位
置
を
付
与
さ
れ
た
。
従
っ
て
仏
教
思
想
の
影
響
の
強
い

日
本
に
お
い
て
仏
教
用
語
で
あ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
「
天
主
」
と
い
う
語
を
忌

避
し
、
儒
教
思
想
を
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
仰
ぐ
中
国
に
お
い
て
儒
教
用
語
の

但
し
輪
郭
の
不
分
明
な
「
天
主
」
と
い
う
語
を
用
い
た
こ
と
は
道
理
の
必
然
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。

 

　

特
に
中
国
に
お
い
て
デ
ウ
ス
の
も
う
一
つ
の
訳
語
で
あ
る
「
上
帝
」
と
い
う
語

が
儒
教
の
経
典
に
頻
出
し
特
殊
中
国
的
な
る
輪
郭
を
有
す
る
た
め
に
普
遍
概
念
の

デ
ウ
ス
の
訳
語
と
し
て
は
問
題
視
す
る
向
き
が
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
内
部
に
も
あ
り
、

や
が
て
典
礼
問
題
と
い
う
形
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
公
式
に
そ
の
使
用
が

批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
実
（
矢
沢
利
彦
『
中
国
と
キ
リ
ス
ト
教
』
近
藤
出
版
社
、

七
十
二
頁
〜
二
三
八
頁
）
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
そ
の
感
は
強
い
。「
天
主
」
と
い

う
語
は
中
国
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
の
発
展
の
お
い
て
数
あ
る
支
柱
の
一
本

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
拙
訳
で
は

「
天
主
」
は
「
主
な
る
神
様
」
と
訳
す
よ
う
に
心
が
け
た
。

（
一
〇
）
西
暦
紀
元
前
一
年
。
哀
帝
は
前
漢
第
十
二
代
の
皇
帝
で
在
位
は
前
七
年
〜
前
一

年
。
哀
帝
の
時
代
は
、「
外
戚
王
氏
が
勢
力
を
蓄
え
簒
奪
を
行
う
素
地
が
で
き
た
。」

（
東
京
創
元
社
京
大
『
新
編　

東
洋
史
事
典
』
一
頁
）
で
も
あ
っ
た
。

（
一
一
）
原
文
は
「
著
我
初
性
」（「
序
」
一
葉
裏
）。「
初
性
」
と
は
耳
馴
れ
な
い
語
で

あ
る
。
神
学
用
語
の
訳
語
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
主
が
人
間
本
性

を
宿
し
た
肉
体
を
伴
っ
て
地
上
に
降
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
そ
の
人
間
性
は
人
祖
ア
ダ
ム
が
原
罪
を
犯
す
以
前
の
原
始
義
（justia 

originalis

）
を
保
っ
た
状
態
の
人
間
性
と
い
う
意
味
合
い
で
「
初
性
」
と
い
う
目

新
し
い
語
を
用
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
は
、
新

約
聖
書
の
フ
ィ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
二
章
六
、
七
節
の
「
キ
リ
ス
ト
は
神
の
身
で
あ

り
な
が
ら
、
神
と
し
て
の
あ
り
方
に
固
執
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
か
え
っ
て
自
分

を
む
な
し
く
し
て
、
し
も
べ
の
身
と
な
り
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
た
。」（
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
）
が
関
連
箇
所
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ル
ガ
タ
で
は
、
‶qui cum

 in 
form

a Dei esset, non rapinam
 arbitratus est esse se aequalem

 Deo: 
sed sem

etipsum
 exinanivit form

am
 servi accipiens, in sim

ilitudinem
 

hom
inum

 factus, et habitu inventus ut hom
o

"
で
あ
る
。
代
表
訳
で
は
、

「
彼
具
体
上
帝
，
即
匹
上
帝
不
為
僭
。
然
猶
虚
己
，
誕
降
為
人
，
以
僕
自
処
。」、
Ｂ

Ｃ
訳
で
は
、「
基
督
具
神
之
体
，
即
匹
神
，
亦
不
為
僭
，
然
猶
虚
己
，
成
人
之
状
，

而
任
僕
之
貌
，」
と
な
っ
て
い
る
。

（
一
二
）
原
文
は
「
開
我
後
迷
」（「
序
」
一
葉
裏
）。「
後
迷
」
と
は
原
罪
を
犯
し
た
以
後

の
人
間
本
性
が
陥
っ
た
状
態
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
神

学
用
語
の
訳
語
だ
ろ
う
か
。

（
一
三
）「
故
雖
至
愚
，亦
神
而
信
之
。」（「
序
」
二
葉
表
）。『
荀
子
』「
非
相
篇
」
に
、「
欣

驩
芬
薌
以
送
之
，
宝
之
珍
之
，
貴
之
神
之

0

0

，
如
是
則
常
無
不
常
。」（
新
編
諸
子
集

成
『
荀
子
集
解
』（
上
）
八
十
六
頁
）
と
あ
る
。
注
に
、「
神
之

0

0

，
謂
自
神
異
其
説
，

不
敢
慢
也
。」（
同
書
同
頁
）
と
記
す
よ
う
に
、「
神
之
」
は
不
可
思
議
な
も
の
と
し

て
尊
ぶ
の
で
あ
る
。
単
に
敬
意
の
程
度
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

（
一
四
）
原
文
は
「
令
不
煩
学
習
，
自
通
方
語
，
以
不
分
游
四
海
，
広
敷
正
訓
。」（「
序
」
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二
葉
表
）。

（
一
五
）
原
文
は
「
凡
我
人
類
之
識
真
主
，
絶
岐
路
者
，
盖
四
分
之
三
矣
。」（「
序
」
二

葉
表
）。

 
 

こ
こ
に
出
て
来
る
「
人
類
」
と
い
う
語
は
、『
荘
子
』「
知
北
遊
篇
」
の
中
の
「
已

而
而
生
，
又
化
而
死
，
生
物
哀
之
，
人
類

0

0

悲
之
。」（
新
編
諸
子
集
成
『
荘
子
集
釈
』

第
三
冊
、
七
四
六
頁
）
に
認
め
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
牽
強
付
会
に
響
く
か

も
知
れ
な
い
が
、『
天
主
教
要
解
略
』
の
著
者
が
『
荘
子
』
を
共
感
を
も
っ
て
読
み

親
し
ん
で
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
荘
子
』
に
は
造

物
の
思
想
が
あ
り
、
明
末
の
天
主
教
伝
道
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
中
国
に
受
容

さ
れ
や
す
い
よ
う
に
『
荘
子
』
の
思
想
を
参
考
に
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
、『
天
主

教
要
解
略
』
の
他
の
箇
所
か
ら
も
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
六
）
原
文
は
「
上
帝
」（「
序
」
二
葉
裏
）。
以
下
「
上
帝
」
は
「
天
の
神
様
」
と
訳

す
よ
う
に
心
が
け
た
。

 
 

「
上
帝
」
と
い
う
語
は
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
等
に
頻
出
す
る
語
で
あ
る
。
赤
塚

忠
に
よ
れ
ば
、「
古
代
の
宗
教
に
お
け
る
最
高
神
。
殷
王
朝
は
多
く
の
神
々
を
あ
る

程
度
統
合
し
、
上
帝
を
最
高
神
と
す
る
国
家
宗
教
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。
上
帝
は
、

天
界
に
朝
廷
を
組
織
し
て
地
上
を
監
視
し
、
禍
福
を
下
す
人
格
神
で
も
あ
り
、
降

雨
・
旱
天
・
風
・
雷
な
ど
を
支
配
す
る
自
然
神
で
も
あ
っ
た
。」（「
上
帝
」、
日
原

利
国
編
『
中
国
思
想
辞
典
』
研
文
出
版
、
一
九
八
四
年
、
二
一
四
頁
）
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

 
 

『
書
経
』
の
中
で
も
「
舜
典
」
の
「
肆
類
于
上
帝

0

0

，
禋
于
六
宗
，
望
于
山
川
，
徧

于
羣
神
。」（
孫
星
衍
撰
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』（
上
）
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、

三
十
八
、
九
頁
）
が
上
帝
の
性
格
を
良
く
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
注
の
箇
所
に
は
、

上
帝
に
つ
い
て
「
馬
融
曰
:
『
上
帝

0

0

，太
乙
神
，在
紫
微
宮
，天
之
最
尊
者
。』」（
三

十
九
頁
）
と
あ
る
。「
紫
微
宮
」
と
は
藤
堂
・
松
本
・
竹
田
編
の
講
談
社
『
漢
字
源
』

に
よ
れ
ば
、「
北
斗
星
の
北
東
に
あ
る
十
五
の
星
の
名
。
中
国
の
伝
説
で
は
、
そ

の
一
つ
が
天
の
軸
に
あ
た
り
天
帝
の
い
る
所
と
さ
れ
る
。」（
九
三
二
頁
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。『
晋
書
』
巻
十
一
「
天
文
志
」（
上
）
に
は
、「
北
極
五
星
，
鉤
陳
六

星
，
皆
在
紫
微

0

0

中
。
…
…
紫
微
垣
十
五
星
，
其
西
蕃
七
、
東
蕃
八
，
在
北
斗
喜
多
。

一
曰
紫
微

0

0

，
大
帝
之
坐
、
天
子
之
常
居
也
，
主
命
主
度
也
。」（
中
華
書
局
『
晋
書
』

第
二
冊
、
二
八
九
、
二
九
〇
頁
）
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

 
 

赤
塚
忠
の
訳
に
な
る
平
凡
社
古
典
文
学
大
系
『
書
経
・
易
経
（
抄
）』
で
は
、
当

該
箇
所
は
「
そ
こ
で
、
祭
典
を
挙
行
し
、
上
帝
に
は
類
祭
し
、
天
地
四
方
の
六
宗

に
は
禋
祭
し
、
山
や
川
の
神
々
に
は
望
祭
し
、
ま
た
そ
の
他
の
も
ろ
も
ろ
の
神
々

も
あ
ま
ね
く
祭
っ
て
、
堯
に
代
わ
っ
て
帝
位
に
つ
く
こ
と
を
お
告
げ
に
な
り
ま
し

た
。」（
二
十
三
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、「
祭
典
を
挙
行
」
と
い
う
箇
所
に
注

が
あ
り
、「
上
帝
は
至
上
神
で
あ
る
が
、
殷
代
の
例
に
よ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
同

日
と
は
限
ら
な
い
が
、
あ
わ
せ
て
祭
ら
れ
る
神
々
の
数
は
夥
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

『
六
宗
』『
山
川
』『
群
神
』
な
ど
は
、そ
れ
を
整
理
し
総
括
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。」

（
三
十
一
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
の
赤
塚
忠
の
「
上
帝
」
の
解
説
と
良
く
符
合

す
る
。

 
 

こ
の
「
上
帝
」
と
い
う
語
は
五
経
の
一
つ
の
『
易
経
』
の
「
豫
」
に
も
「
先
王

以
作
楽
崇
徳
。
殷
薦
之
上
帝

0

0

，以
配
祖
考
。」（『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』
第
一
冊
、

一
〇
一
頁
）（
古
代
の
聖
王
は
こ
の
雷
声
に
の
っ
と
っ
て
音
楽
を
作
り
道
徳
を
発
揚

し
、
ま
た
盛
ん
に
音
楽
を
奏
し
て
上
帝
に
お
す
す
め
し
、
併
せ
て
父
祖
の
霊
を
も

祭
り
慰
め
た
の
で
あ
る
）（
岩
波
文
庫
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
『
易
経
』
上
、
一

八
四
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。

 
 

ま
た
『
詩
経
』「
大
雅
「
文
王
之
什
」
の
「
大
明
」
に
も
「
維
此
文
王
，
小
心
翼

翼
。
昭
事
上
帝

0

0

，聿
懐
多
福
。」（『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』第
六
冊
、一
一
三
五
頁
）

（
こ
れ
こ
の
文
王
は
何
事
に
も
よ
く
つ
つ
し
み
明
ら
か
に
上
帝
に
仕
え
て
数
多
の
福

を
拓
き
給
う
た
」（
平
凡
社
古
典
文
学
大
系　

目
加
田
誠
訳
『
詩
経
・
楚
辞
』
二
〇

九
頁
）
と
あ
る
。
更
に
同
書
「
小
雅
」「
節
南
山
之
什
」
の
「
正
月
」
に
も
「
有
皇

上
帝

0

0

，伊
誰
云
憎
？
」（『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』
第
五
冊
、八
三
一
、二
頁
）（
大

い
な
る
天
帝
は
誰
を
こ
そ
憎
み
た
も
う
か
）（
目
加
田
誠
訳
一
五
四
頁
）
と
あ
る
が
、

冨
山
房
漢
文
大
系
十
二
『
毛
詩　

尚
書
』
に
は
朱
子
の
『
詩
集
伝
』
を
引
い
て
、「
皇

大
也
。
上
帝

0

0

天
之
神
也
。
程
子
曰
、以
其
形
体
謂
之
天
。
以
其
主
宰
謂
之
帝
。」（
巻
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第
十
二
、
七
頁
）
と
す
る
。

 
 

更
に
ま
た
四
書
の
一
つ
の
『
中
庸
』
第
十
九
章
に
も
「
郊
社
之
礼
，
所
以
事
上0

帝0

也
，
宗
廟
之
礼
，
所
以
祭
祀
乎
其
先
也
。」（
新
編
諸
子
集
成
『
四
書
章
句
集
注
』

二
十
七
頁
）（〔
最
高
の
祭
礼
と
さ
れ
る
〕
郊
社
の
祭
礼
は
〔
万
人
万
物
の
祖
と
し

て
の
〕
上
帝
に
お
仕
え
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。）（
岩
波
文
庫
『
大
学
・
中
庸
』

一
八
二
、
三
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。「
上
帝
」
は
前
近
代
の
中
国
知
識
人
に
と
っ

て
古
典
に
頻
出
す
る
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。

 
 

以
上
に
例
示
し
た
こ
の
古
代
中
国
の
最
高
神
を
表
わ
す
「
上
帝
」
と
い
う
語
は

典
礼
問
題
の
原
因
の
一
つ
と
も
な
っ
た
。
マ
ッ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は ‘ Deus’ 

に
当

た
る
中
国
語
と
し
て
「
天
主
」
に
加
え
て
「
上
帝
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。
こ
れ

が
リ
ッ
チ
の
死
後
、
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
中
で
問
題
と
な
り
、
つ
い
で
他
の
修
道

会
か
ら
疑
義
が
提
出
さ
れ
、典
礼
問
題
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
（
矢
沢
利
彦
『
東

西
文
化
交
渉
史
』
中
村
出
版
社
、
一
九
五
七
年
、
一
〇
九
頁
〜
一
二
一
頁
）。

（
一
七
）
原
文
は
「（
…
大
旨
莫
為
報
致
，）
使
有
余
之
聡
智
不
得
帰
依
，
無
所
用
而
復
好

用
支
言
左
説
，
尾
其
後
而
中
其
肓
矣
。」（「
序
」
二
葉
裏
）。

（
一
八
）
原
文
は
「
陋
聖
学
之
庸
近
，
標
誕
事
為
幻
奇
。」（「
序
」
二
葉
裏
）。「
聖
学
」

は
儒
教
を
、「
誕
事
」
は
仏
教
を
指
そ
う
。

（
一
九
）
原
文
は
「
明
知
無
益
有
損
，
而
因
習
為
通
，
与
情
姑
便
者
，
亦
四
国
無
有
。」

（「
序
」
二
葉
裏
、
三
葉
表
）。

 
 

こ
れ
は
明
末
中
国
の
知
識
人
に
禅
な
ど
の
仏
教
が
流
行
し
て
い
た
現
実
を
受
け

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
経
世
済
民
を
使
命
と
す
る
中
国
の
知
識
人
に
と
っ
て
出
家

遁
世
の
仏
教
は
有
害
無
益
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
明
末

中
国
の
知
識
人
が
仏
教
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
拘
ん
で
い
る

と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
仏
教
が
明
末
中
国
の
知
識

人
に
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

（
二
〇
）
原
文
は
「
独
自
信
正
道
大
宗
，
欲
東
西
権
準
。」（「
序
」
三
葉
表
）。

（
二
一
）原
文
は「
因
不
憚
枯
形
竭
神
，与
大
君
子
証
所
同
而
顕
所
独
。」（「
序
」三
葉
表
）。

 
 

こ
れ
は
リ
ッ
チ
を
一
つ
の
典
型
と
す
る
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
が
キ

リ
ス
ト
教
思
想
と
儒
教
思
想
の
共
通
点
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
儒
教

思
想
の
枠
内
に
お
さ
ま
り
得
な
い
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
思
想
を
明
末
中
国
の
社
会

に
生
き
る
人
々
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
如
実
に
教
え
て
く
れ
る
貴
重
な
一
文

で
あ
る
。

（
二
二
）
原
文
は
「
天
主
黙
佑
道
縁
。」（「
序
」
三
葉
表
）。

（
二
三
）
原
文
は
「
教
要
」（「
序
」
三
葉
表
）。

 
 

宗
教
改
革
以
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
で
盛
ん
に
公
教
要
理
が
作
成
さ
れ
た
。
一

五
三
〇
年
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
が
も
っ

と
も
早
い
時
期
の
も
の
に
相
当
す
る
。
一
五
六
六
年
に
は
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に

お
い
て
ロ
ー
マ
公
教
要
理
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
『
天
主
教
要
』

は
そ
れ
ら
の
公
教
要
理
と
は
趣
を
異
に
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
中
核
を
形
成
す

る
信
仰
箇
条
等
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
四
）
原
文
は
「
朝
夕
切
究
之
，
亦
既
積
而
盈
帙
。」（「
序
」
三
葉
表
）。

（
二
五
）
原
文
は
「
倘
不
以
不
経
目
之
事
，
概
為
不
入
耳
之
言
，
則
翻
訳
全
部
，
予
日

望
之
。」（「
序
」
三
葉
裏
）。

（
二
六
）
西
暦
一
六
一
六
年
。
南
京
礼
部
侍
郎
沈
紙
に
よ
る
南
京
教
難
の
前
年
で
あ
る
。

南
京
教
会
の
教
勢
が
力
強
く
上
昇
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

（
二
七
）Alphonsus Vagnoni

（
一
五
六
六
年
〜
一
六
四
〇
年
）。
イ
タ
リ
ア
人
。
一

六
〇
五
年
来
華
。
南
京
伝
道
に
従
事
。
一
六
一
六
年
の
南
京
教
難
の
際
、
セ
メ
ー

ド
と
共
に
マ
カ
オ
に
護
送
さ
れ
た
。
マ
カ
オ
に
二
年
滞
在
し
、
そ
こ
で
は
著
述
と

神
学
教
育
に
務
め
た
。
一
六
二
四
年
に
教
難
が
沈
静
化
し
た
の
を
見
届
け
て
、
高

一
志
と
名
前
を
変
え
、
再
び
中
国
に
入
っ
て
山
西
省
で
伝
道
し
た
。
一
六
三
四
年

に
山
西
で
大
飢
饉
が
発
生
し
た
と
き
、
ま
た
李
自
成
が
騒
乱
を
起
こ
し
た
と
き
、

民
衆
の
救
済
の
た
め
に
奔
走
し
た
（
徐
宗
澤
「
高
一
志
」、『
明
清
間
耶
穌
会
七
訳

著
提
要
』、
三
五
七
、
八
頁
）。

 
 

と
こ
ろ
で
『
天
主
教
要
解
略
』
の
著
者
王
豊
粛
は
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
個
人
の
中
国

名
と
考
え
る
よ
り
、
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
と
彼
に
協
力
し
た
中
国
人
天
主
教
徒
の
執
筆

集
団
の
名
称
と
捉
え
た
ほ
う
が
真
実
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
主
教
信
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仰
の
内
容
を
正
確
で
自
然
な
中
国
語
の
文
章
で
書
き
著
わ
す
た
め
に
は
中
国
人
天

主
教
徒
の
協
力
は
不
可
欠
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

訳
者
補
足

 

『
天
主
教
要
解
略
』
の
「
序
」
に
お
い
て
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
使
徒
パ
ウ

ロ
が
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
で
行
な
っ
た
説
教
（
使
徒
行
録
十
七
章
）
と
似
た
議
論

の
進
め
方
を
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
、「
ア
テ
ネ
の
人
々
よ
、
わ
た
し
は

あ
ら
ゆ
る
点
で
、
あ
な
た
が
た
を
宗
教
心
に
富
ん
で
い
る
か
た
が
た
だ
と

見
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
た
の
拝
む
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
、

つ
ら
つ
ら
眺
め
て
歩
い
て
い
る
と
、『
知
ら
れ
ざ
る
神
に
』
と
刻
ま
れ
た

祭
壇
の
あ
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
が
知
ら
ず
に

拝
ん
で
い
る
も
の
を
、
今
、
告
げ
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。」（
二
十
三
節
）
と

切
り
出
し
て
、
ア
テ
ネ
人
に
説
教
を
始
め
て
い
る
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
に

と
っ
て
、
ア
テ
ネ
人
は
明
末
中
国
の
知
識
人
で
あ
り
、「
知
ら
れ
ざ
る
神
」

と
は
「
上
帝
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 

十
七
世
紀
の
中
葉
に
清
代
中
国
で
典
礼
問
題
が
発
生
し
た
。
天
主
教
徒

が
孔
子
や
祖
先
に
対
す
る
祭
祀
儀
礼
に
参
加
す
る
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
中
で
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
面
、
西
洋
の  

‘Deus’ 

を
中
国
語
に
置
き
換
え
る
う
え
で
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
を
矢
沢
利
彦
の
『
中
国
と
キ
リ
ス
ト
教
〜
典
礼
問
題
〜
』（
近
藤
出
版
社
、

一
九
七
二
年
）
の
一
書
が
詳
述
し
て
く
れ
て
い
る
。
本
書
は
第
一
章
が
「
典

礼
問
題
の
発
生
と
展
開
」、
第
二
章
が
「
康
熙
帝
と
典
礼
問
題
」
で
あ
り
、

両
章
が
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、「
リ
ッ
チ
は
中

国
に
お
い
て
『
天
』
と
か
『
上
帝
』
と
か
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
現
さ
れ

る
存
在
も
、
宇
宙
の
支
配
神
、
造
物
主
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
デ
ウ

ス
を
指
す
た
め
に
使
用
し
て
も
い
い
と
し
た
。
…
…
中
国
の
都
に
は
天
壇

と
称
す
る
祭
壇
が
あ
り
、
冬
至
の
日
に
皇
帝
自
身
が
こ
こ
に
至
っ
て
天
帝

（
上
帝
）
を
祀
る
習
慣
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
文
部
百
官
が
随
行
参
列
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
天
・
上
帝
を
異
端
的
な
も
の
に
す
る
と
、
キ
リ

ス
ト
教
に
帰
依
し
た
役
人
は
こ
の
儀
式
に
参
列
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、

も
し
参
列
し
な
け
れ
ば
役
人
の
社
会
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
そ
う
な
る
と
高
級
官
吏
を
信
者
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と

い
う
配
慮
が
働
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。」（
七
十
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

リ
ッ
チ
は ‘Deus’ 

を
「
上
帝
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
典
礼
問
題
の
事
件
の
と
き
に
、
問
題
視
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
（
例
え
ば
、
同
書
九
十
五
、
九
十
六
、
一
九
二
頁
等
）。

 

し
か
し
そ
れ
よ
り
以
前
、‘Deus’ 

を
リ
ッ
チ
の
よ
う
に
中
国
語
の
「
上

帝
」
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
内
部
で
問
題
に
な
っ
て

い
た
。
問
題
視
し
た
宣
教
師
の
筆
頭
に
い
た
の
は
他
な
ら
ぬ
リ
ッ
チ
の
跡

を
継
い
で
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
管
区
長
に
な
っ
た
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
で
あ

る
。
彼
は
一
六
二
四
年
頃
、『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』（Traité sur 

quelques points de la Religion des Chinois

）
と
い
う
論
文
を
著

わ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
福
島
仁
が
詳
細
で
精
密
な
訳
注
を
作

成
し
て
い
る
（「『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』
訳
注
（
上
）」、
名
古
屋
大
学
文
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学
部
研
究
論
集CII

（
哲
学
）
第
三
十
四
号
、
一
九
八
八
年
、「『
中
国
人
の
宗
教
の

諸
問
題
』訳
注（
中
）」、フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
第
二
十
四
号
、一
九
八
九
年
、

「『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』
訳
注
（
下
）」、
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
第
二

十
五
号
、
一
九
九
〇
年
）。

 

「『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』（
上
）」
の
中
で
福
島
は
、「‘Deus’

、

訳
し
て
天
主
が
『
詩
』『
書
』
に
見
え
る
『
上
帝
』
に
他
な
ら
な
い
と
い

う
『
天
主
即
上
帝
』
の
定
義
は
中
国
人
の
天
主
教
観
を
決
定
的
に
方
向
づ

け
た
と
い
え
よ
う
。
以
後
十
年
に
亙
っ
て
、
リ
ッ
チ
の
方
針
に
法
り
布
教

が
行
わ
れ
、『
天
主
即
上
帝
』
の
表
現
は
中
文
の
天
主
教
書
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。」（
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集CII

（
哲
学
）

第
三
十
四
号
、
一
九
二
頁
）
と
記
す
。

 

し
か
し
そ
の
後
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
内
部
で
、‘Deus’ 

を
中
国
語
の
「
上

帝
」
で
置
き
換
え
る
リ
ッ
チ
の
教
書
解
釈
に
対
し
て
再
検
討
す
る
必
要
が

生
じ
、
二
つ
の
解
決
の
方
向
が
考
え
ら
れ
た
。
福
島
に
よ
れ
ば
「
第
一
の

方
向
は
、
五
経
の
経
文
を
虚
心
に
読
む
と
、
明
ら
か
に
上
帝
は
人
格
神
と

し
て
読
み
と
れ
る
。
従
っ
て
リ
ッ
チ
の
方
針
を
お
し
進
め
て
、
上
帝
を
利

用
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
主
の
性
格
を
そ
れ
に
付
与
し
て
い
く
べ
き
で
あ

る
。
第
二
の
方
向
は
、経
書
の
解
釈
に
は
『
五
経
大
全
』『
四
書
大
全
』『
四

書
集
注
』
な
ど
の
新
注
を
参
照
し
、
そ
の
解
決
に
従
う
べ
き
だ
。
そ
う
し

な
け
れ
ば
、
正
統
的
解
釈
か
ら
は
ず
れ
た
誤
っ
た
解
釈
と
さ
れ
る
。
…
…

従
っ
て
『
上
帝
』
と
天
主
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
天
主

教
の
独
自
性
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。」（
同
論
集
同
頁
）
と
い
う
内
容
の

も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
両
者
の
う
ち
、
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
は
第
二
の
方
向
で

の
解
決
を
模
索
し
た
。「
そ
の
前
段
階
と
し
て
『
上
帝
』『
天
神
』『
霊
魂
』

（
鬼
神
）、
と
り
わ
け
『
上
帝
』
に
つ
い
て
基
本
的
検
討
を
加
え
、
中
国
哲

学
（
宋
学
）
の
根
本
原
理
を
探
求
し
た
の
が
、
こ
の
『
中
国
人
の
宗
教
の

諸
問
題
』
で
あ
る
」（
同
論
集
同
頁
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
と
ロ

ン
ゴ
バ
ル
ド
の
対
照
的
な
解
釈
に
対
し
て
他
の
宣
教
師
は
ど
の
よ
う
な
態

度
を
取
っ
た
の
か
。『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』
の
翻
訳
を
読
む
限
り
、

ウ
ル
シ
ス
は
朱
子
の
新
注
を
重
視
し
た
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
側
に
立
ち
、
パ

ン
ト
ー
ハ
と
『
天
主
教
要
解
略
』
の
著
者
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
リ
ッ
チ
の
立

場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
（
同
論
集
一
九
七
頁
）。

 

と
こ
ろ
で
中
国
文
学
研
究
の
碩
学
吉
川
幸
次
郎
に
よ
れ
ば
、「
正
統
の

文
学
で
あ
る
詩
文
の
文
学
は
『
五
経
』『
四
書
』
の
全
文
を
暗
記
し
て
い

る
作
者
が
、
や
は
り
同
じ
く
『
五
経
』『
四
書
』
の
全
文
を
暗
記
し
て
い

る
読
者
を
予
想
し
て
、
書
い
た
も
の
で
あ
る
。」（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第

十
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
〇
三
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

明
末
中
国
の
知
識
人
に
と
っ
て
も
『
四
書
』『
五
経
』
の
全
文
は
自
家
薬

籠
中
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
『
四
書
』『
五

経
』
中
に
見
ら
れ
る
「
上
帝
」
の
用
例
を
森
本
角
蔵
編
『
四
書
索
引
』（
不

昧
堂
書
店
、
一
九
四
七
年
、
七
六
六
頁
）
と
同
『
増
補
版　

五
経
索
引
』（
第

二
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
五
二
七
頁
〜
五
二
九
頁
）
を
頼
り
に
原
文

す
べ
て
に
当
た
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

 
そ
れ
ら
の
用
例
を
集
積
し
て
み
る
と
、
中
国
語
の
「
上
帝
」
に
は
二
つ

の
側
面
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
『
書
経
』
に
代
表
さ
れ
る

も
の
で
、
例
え
ば
「
君
奭
篇
」
の
「
迪
見
冒
聞
于
上
帝

0

0

，
惟
時
受
有
殷
命
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哉
！
」（『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』
第
三
冊
、
五
二
六
頁
）（
文
王
の
徳
は
上

帝
の
と
こ
ろ
に
顕
ら
か
に
登
り
聞
こ
え
て
、
殷
王
国
に
下
さ
れ
て
い
た
天

命
に
代
わ
っ
て
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。）（
平
凡
社
古
典
文
学
大

系
『
書
経
・
易
経
（
抄
）』
二
七
四
頁
）
の
よ
う
に
、「
上
帝
」
は
も
ろ
も
ろ

の
神
の
世
界
に
絶
対
的
最
高
神
と
し
て
位
置
し
、
人
民
を
統
治
す
る
た
め

に
皇
帝
を
任
命
す
る
存
在
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
『
礼
記
』
に
代
表
さ
れ

る
も
の
で
、
例
え
ば
「
王
制
篇
」
の
「
天
子
将
出
，
類
乎
上
帝

0

0

，
宜
乎
社
，

造
乎
禰
。
諸
侯
将
出
，
宜
乎
禰
。」（『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』
第
十
二
冊
、

四
三
一
頁
）（
天
子
が
旅
行
に
出
る
に
は
、
上
帝
に
類
の
祭
を
し
、
社
（
土

地
の
神
）
に
宜
の
祭
を
し
、
禰
（
父
廟
）
に
造
の
祭
を
す
る
。
諸
侯
が
旅

行
に
出
る
に
は
、
社
に
宜
を
、
禰
に
造
を
行
な
う
。）（
明
治
書
院　

竹
内
照

夫
訳
『
礼
記　

上
』
一
九
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
上
帝
か
ら
天
命
を
託
さ

れ
た
皇
帝
が
独
占
的
に
上
帝
を
祀
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
上
帝
は

天
命
の
授
与
者
で
あ
り
、
天
命
を
授
か
っ
た
皇
帝
は
上
帝
を
祀
る
排
他
的

祭
司
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

次
に
上
帝
と
他
の
神
々
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
と
、『
礼
記
』「
月
令
」

に
は
、「
凡
在
天
下
九
州
之
民
者
，
無
不
咸
献
其
力
，
以
共
皇
天
、
上
帝

0

0

、

社
稷
、
寝
廟
、
山
林
名
川
之
祀
。」（『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』
第
十
三
冊
、

六
五
九
頁
）（
お
よ
そ
天
下
九
州
に
住
む
（
中
国
の
）
人
民
は
、
み
な
そ
の

力
に
応
じ
て
犠
牲
を
供
出
し
、
こ
れ
で
天
帝
・
社
稷
・
宗
廟
・
山
林
・
名

川
な
ど
、
す
べ
て
の
祭
に
供
物
を
し
て
い
る
こ
と
に
、
な
る
わ
け
で
あ

る
。）（
明
治
書
院
『
礼
記　

上
』
二
七
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
上
帝
は
、

土
地
神
、
祖
霊
、
山
川
草
木
の
精
霊
等
で
構
成
さ
れ
る
多
神
教
的
位
階
制

世
界
の
頂
上
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

更
に
天
と
上
帝
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、『
書
経
』「
泰
誓
篇
」（
上
）

に
は
、「
天
佑
下
民
，
作
之
君
，
作
之
師
，
惟
其
克
相
上
帝

0

0

，
寵
綏
四
方
。」

（『
十
三
経
注
疏　

整
理
本
』
第
三
冊
、
三
二
三
頁
）（
天
は
地
上
の
人
民
を
擁

護
す
る
た
め
に
、
君
主
を
立
て
師
長
を
お
い
て
、
よ
く
上
帝
を
助
け
て
四

方
の
人
民
を
愛
養
し
て
安
心
さ
せ
よ
う
と
な
さ
っ
て
い
る
。）（
平
凡
社
『
書

経
・
易
経
（
抄
）』
一
六
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
天
は
上
帝
の
上
に
あ
る
よ

う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
天
を
人
格
的
に
表
現
し
た
形
が
上
帝
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
＝
上
帝
↓
皇
帝
と
い
う
図

式
が
大
体
の
と
こ
ろ
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
注
釈
の

世
界
で
は
、鄭
玄
の
よ
う
に
「
皇
天
」
を
「
天
皇
大
帝
」（
整
理
本
第
十
三
冊
、

六
五
八
頁
）、「
上
帝
」
を
「
大
微
五
帝
」（
同
書
五
九
六
頁
）、「
霊
威
仰
五
帝
」

（
同
書
六
五
八
頁
）
と
す
る
よ
う
に
煩
瑣
な
形
に
分
類
出
来
な
い
わ
け
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
が
、『
書
経
』
全
体
と
し
て
天
と
上
帝
は
ほ
ぼ
等
値
と
し

て
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

そ
れ
は
つ
ま
り
上
帝
は
多
神
教
的
位
階
制
世
界
の
頂
上
に
立
つ
の
だ
け

れ
ど
も
、
他
の
諸
神
や
霊
的
存
在
と
は
隔
絶
し
た
位
置
に
あ
っ
て
超
越
的

で
絶
対
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上

帝
が
多
神
教
的
世
界
の
中
に
あ
っ
て
他
と
は
異
質
の
絶
対
的
な
超
越
神
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を ‘Deus’ 

の
訳
語
と
し
て
当
て
る
こ
と
は
決
し

て
不
当
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
上
帝
を ‘Deus’ 

の
訳
語
と
定
め
た
の
ち
、

キ
リ
ス
ト
教
の ‘Deus’ 

の
概
念
を
中
国
の
天
主
教
徒
に
詳
し
く
解
説
し
、

教
化
の
過
程
で
他
の
諸
神
か
ら
は
神
性
を
剥
ぎ
取
っ
て
行
く
作
業
を
施
せ
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ば
、
一
神
教
的
世
界
観
は
次
第
に
着
実
に
中
国
の
天
主
教
徒
の
内
面
に
形

成
さ
れ
て
行
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
十
七
世
紀
の
半
ば
頃
に

浙
江
省
鄞
県
の
天
主
教
士
人
朱
宗
元
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
た
『
郊
社
之

礼
所
以
事
上
帝
也
』（
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
籍
第
七
一
四
四
番
）
で
も
「
天
上

帝
懸
絶
乎
（
于
？
）
百
神
，其
視
大
臣
之
相
去
于
人
主
，尚
不
啻
千
万
也
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
上
帝
と
諸
神
と
の
関
係
を
皇
帝
と
臣
下
と
の
関
係
に
擬

し
、
上
帝
の
絶
対
的
超
越
性
を
強
調
し
て
い
る
。

 

そ
れ
よ
り
む
し
ろ
問
題
な
の
は
上
帝
の
祭
祀
権
が
皇
帝
に
よ
っ
て
排
他

的
に
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
皇
帝
以
外
の
一
般
民

衆
の
天
主
教
徒
が
上
帝
を
直
接
礼
拝
す
れ
ば
、
そ
れ
は
儒
教
的
な
位
階
制

的
祭
祀
秩
序
を
侵
犯
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
中
国
の
天
主
教
徒
は

信
仰
の
対
象
と
し
て
の
上
帝
を
礼
拝
出
来
な
い
と
い
う
矛
盾
に
陥
る
こ
と

に
な
る
。
先
述
の
朱
宗
元
の
『
郊
社
之
礼
所
以
事
上
帝
也
』
で
は
「
論
生

人
皆
当
事
帝
，
而
天
子
則
以
郊
社
代
人
事
帝
。
太
上
而
降
，
不
得
用
天
子

之
礼
以
事
帝
，
而
各
得
以
其
身
心
事
帝
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
皇
帝
以
外

も
身
と
心
で
上
帝
を
礼
拝
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
け
れ
ど

も
、
果
た
し
て
そ
れ
は
伝
統
的
な
礼
教
秩
序
に
違
背
す
る
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
経
書
に
見
ら
れ
る
上
帝
の
用
例
に
関
し

て
大
略
以
上
の
よ
う
な
感
想
を
抱
い
た
。

 

再
び
わ
た
く
し
は
福
島
仁
の
訳
出
に
な
る
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
『
中
国
人

の
宗
教
の
諸
問
題
』
に
目
を
走
ら
せ
て
み
た
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
そ
の

注
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
が
典
拠
と
す
る
よ
う
な
漢
文
文
献

に
も
可
能
な
限
り
す
べ
て
当
た
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

 

こ
の
『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』
に
関
し
て
は
堀
池
信
夫
も
『
中
国

哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者　

下
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
の
第

五
章
「
西
洋
哲
学
と
中
国
哲
学
の
対
決
」
の
中
の
第
二
節
「
ロ
ン
ゴ
バ
ル

デ
ィ
の
中
国
哲
学
の
無
神
論
説
」
に
お
い
て
専
論
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、「
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
中
国
哲
学
解
釈
の
基
本
的
立
場
は
リ
ッ
チ

と
異
な
り
、『
近
代
哲
学
』、
す
な
わ
ち
朱
子
学
〔
宋
学
〕
を
重
視
す
る
と

い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
の
近
代
哲
学
重
視
の
姿
勢
は
、
：
当
時
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
知
識
人
の
通
念
で
あ
っ
た
所
の
、
古
代
哲
学
の
解
釈
は
〔
そ
の
当

時
の
〕
近
代
哲
学
に
よ
る
注
釈
を
通
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う〔
近
代
重
視
の
〕姿
勢
を
承
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。」（
二
十
七
頁
）、「
ロ

ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
は
、
中
国
人
の
行
う
祭
祀
の
対
象
は
全
て
、
全
然
霊
的
な

も
の
で
は
な
く
、
根
本
的
に
質
料
的
な
も
の
と
見
て
い
た
。
リ
ッ
チ
が
あ

れ
ほ
ど
強
調
し
た『
上
帝
』も
、実
は
全
く
質
料
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ

た
。」（
四
十
九
頁
）、「
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
行
お
う
と
し
た
、
よ
り
根
本

的
な
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
国
家

祭
祀
は
、
真
に
神
格
的
な
も
の
に
対
す
る
信
仰
的
立
場
か
ら
の
も
の
で
は

な
く
、
政
治
的
意
図
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
、
と
。」（
五
十
頁
）
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
福
島
仁
の
「『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問

題
』
訳
注
（
上
）」
の
「
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
は
こ
こ
で
新
注
を
指
用
す
る
立

場
を
表
明
し
て
い
る
。」（
前
掲
哲
学
論
集
一
九
三
頁
）
と
い
う
解
釈
と
符
合

す
る
。

 

ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
は
理
を
「
無
限
の
カ
オ
ス
」（cahos infini

）（
パ
リ
、

一
七
〇
一
年
版
、
三
十
三
頁
）、「
第
一
質
料
」（m

atiere prem
iere

）（
同
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書
同
頁
）
と
捉
え
る
（
福
島
訳
注
（
上
）
二
〇
八
頁
）。
こ
の
「
第
一
質
料
」

と
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
究
の
泰
斗
の
藤
沢
令
夫
に
よ
れ
ば
、「
い
っ
さ
い

の
形
相
や
性
質
・
量
な
ど
に
よ
る
規
定
を
取
り
去
っ
た
究
極
に
考
え
ら
れ

る
純
粋
の
素
材
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、「
純
粋
形
相
＝
完
全
現
実
態
で
あ

る
不
動
の
第
一
動
者
の
対
極
に
位
置
す
る
純
粋
の
可
能
態
で
あ
り
、
い
か

な
る
述
語
的
規
定
を
も
も
た
な
い
完
全
な
論
理
的
抽
象
物
」（
伊
東
・
坂
本
・

山
田
・
村
上
編
『
科
学
史
技
術
史
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
八
三
年
、
五
九
九
頁
）

で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
こ
の
世
界
に
現
実
に
存
在
す
る
も
っ
と
も
単
純
な

質
料
は
、
火
、
空
気
、
水
、
土
の
四
元
素
で
あ
り
、
他
の
事
物
は
す
べ
て

究
極
的
に
は
こ
れ
ら
に
還
元
で
き
る
が
、
四
元
素
自
体
は
第
一
質
料
と
熱

―

冷
、
乾―

湿
、
の
反
対
的
性
質
か
ら
成
立
し
て
い
る
。」（
同
書
同
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
も
こ
の
熱
・
冷
の
二
元
論
を
も
っ

て
中
国
思
想
に
お
け
る
万
物
の
生
成
と
破
壊
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る

（
福
島
訳
注
（
上
）
二
〇
八
頁
）。

 

更
に
藤
沢
に
よ
れ
ば
、「
第
一
質
料
の
思
想
が
明
確
に
現
わ
れ
る
の
は

ス
ト
ア
哲
学
以
降
、
と
く
に
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
で
あ
る
。」（
同

書
同
頁
）
か
ら
、
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
が
「
第
一
質
料
」
と
い
う
術
語
を
用
い

た
こ
と
は
、
彼
が
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル

の
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
の
自
然
学
教
科
書
（
福
島
訳
注
（
上
）
二
〇
四
頁
）（la 

Physique de Conim
bre

）（
パ
リ
、
一
七
〇
一
年
版
、
二
十
二
頁
）
や
哲

学
教
科
書
（
同
二
一
一
頁
）（la Philosophie de Conim

bre

）（
同
書
、

四
十
一
頁
）
の
内
容
が
一
部
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
は
一
五

九
六
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
リ
ス
ボ
ン
を
発
っ
て
い
る
。
出
港
前
に
コ
イ
ン

ブ
ラ
に
寄
っ
て
こ
れ
ら
の
教
科
書
を
入
手
し
て
学
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
し
、
或
い
は
来
華
後
、
マ
カ
オ
の
コ
レ
ジ
オ
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い

た
も
の
を
読
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。

 

『
中
国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』
に
は
フ
ォ
ン
セ
カ
の
名
前
も
挙
が
っ
て

い
る
。
フ
ォ
ン
セ
カ
は
鈴
木
昭
一
に
よ
れ
ば
、「
一
五
四
八
年
に
イ
エ
ズ

ス
会
に
入
り
、
エ
ボ
ラ
大
学
卒
業
後
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
で
哲
学
と
神
学
を

教
授
し
た
。
：
六
七
年
に
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
〈
学
事
規
制
〉（Ratio 

Studiorum

）
の
制
定
委
員
に
就
任
し
た
。
学
問
分
野
で
は
、
ギ
リ
シ
ア

語
に
精
通
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
原
典
を
校
閲
し
、
ラ
テ
ン
語
訳
に

あ
っ
た
誤
訳
を
訂
正
し
た
。
十
六
世
紀
に
お
け
る
ス
コ
ラ
哲
学
の
再
生
を

主
要
な
テ
ー
マ
と
し
、
主
著
に
は
：
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
形
而
上
学

に
関
す
る
諸
文
献
に
つ
い
て
の
論
評
』
四
巻
が
あ
る
。」（
教
文
館
『
キ
リ

ス
ト
教
人
名
辞
典
』
一
二
五
九
、
一
二
六
〇
頁
）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
何
よ

り
も
フ
ォ
ン
セ
カ
は
コ
イ
ン
ブ
ラ
学
派
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
彼
は
コ
イ
ン
ブ
ラ
の
イ
エ
ズ
ス
会
修
道
院
の
院
長
、
イ
エ
ズ
ス
会
総

会
長
の
顧
問
、
首
都
リ
ス
ボ
ン
の
修
道
院
院
長
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
管
区
の
巡

察
師
な
ど
の
イ
エ
ズ
ス
会
内
の
要
職
を
歴
任
し
て
お
り
、
会
内
部
の
実
力

者
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（W

. 

ヘ
ン
ト
リ
ッ
ヒ
「
フ
ォ
ン
セ
カ
」、
冨
山
房

『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』
第
四
巻
、
一
九
五
四
年
、
四
五
〇
頁
）。

 
そ
の
コ
イ
ン
ブ
ラ
学
派
と
は
、J. 

ア
リ
エ
タ
に
よ
れ
ば
「
一
五
九
二
年

〜
一
六
〇
六
年
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
に
関
す
る
注
解
双
書
『
コ

イ
ン
ブ
ラ
大
学
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
著
作
注
解
書
』（Com

m
entarii 
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C
ollegii C

onim
bricensis Societatis Jesu in octo libros 

Phiscorum
 Aristotelis

）
五
巻
を
刊
行
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
授
た
ち
」

（
研
究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
二
巻
、八
二
六
頁
）
で
あ
る
。
ア
ン
リ
・

ベ
ル
ナ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
著
作
注
解
書
の 

‶A 
diverses reprises et sans plan défini, presque toutes les 
parties de cette im

m
ense Som

m
e furent teaduites en chinois 

élégant;

" （H
enri Bernard  

‶Sagesse Chinoise et Philosophie 
Chretienne

", 1935, p.122
）（
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
部
分
が
、
華
麗
な
支

那
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。）（
松
山
厚
三
訳
『
東
西
思
想
交
流
史
』
慶
応
書
房
、
一

九
四
三
年
、
一
六
五
頁
）
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
の
具
体
的
事
実
に
つ
い
て

は
、H

. Verhaeren ‘Aristote en Chine’ 

（Le Bulletin Catholique 

de Pékin, N
o264, pp. 417‒429

）
と
い
う
論
文
に
詳
述
し
て
あ
る
。
同

論
文
で
は
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
代
表
的
な
漢
文
著
作
と
こ
れ
ら
の

コ
イ
ン
ブ
ラ
学
派
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
注
解
書
の
関
係
が
取
り
上
げ

ら
れ
、
漢
文
著
作
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
そ
の
も
の
で
は
な
く
コ
イ

ン
ブ
ラ
学
派
に
よ
る
注
解
書
の
翻
訳
の
要
素
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、『
霊
言
蠡
勺
』、『
寰
有
詮
』、『
名
理
探
』『
修

身
西
学
』（
最
後
の
『
修
身
西
学
』
は
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
筆
に
な
る
）
が

該
当
す
る
。
実
際
マ
カ
オ
の
コ
レ
ジ
オ
に
は
コ
イ
ン
ブ
ラ
学
派
の
フ
ォ
ン

セ
カ
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
注
解
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
（
高
瀬
弘
一
郎
『
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
文
化
と
諸
相
』
八
木
書
店
、
二
〇

〇
一
年
、
五
二
三
頁
）。
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
は
コ
イ
ン
ブ
ラ
の
イ
エ
ズ
ス
会
士

に
よ
る
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
再
生
運
動
の
流
れ
に
棹
差
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

 

そ
れ
で
は
す
べ
て
が
理
と
気
に
還
元
さ
れ
る
以
上
、
上
帝
に
は
人
格
的

要
素
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
し
て
、
理
は
果
た
し
て
第
一
質
料
で
あ
る

と
い
う
規
定
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
の
理
解
す
る
と
こ

ろ
、
大
雑
把
に
理
は
形
而
上
的
な
る
も
の
、
気
は
形
而
下
的
な
る
も
の
、

或
い
は
理
は
形
相
的
な
る
も
の
、
気
は
質
料
的
な
る
も
の
で
あ
る
（
島
田

虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
、
九
十
三
頁
参
照
）。
第

一
質
料
は
気
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ロ
ン
ゴ
バ
ル

ド
の
見
解
は
転
倒
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

 

第
一
中
国
思
想
と
の
関
係
が
歴
史
的
に
古
い
日
本
の
中
国
思
想
研
究
に

お
い
て
も
理
と
気
に
関
し
て
最
終
的
な
性
格
規
定
に
辿
り
着
い
て
い
な
い

よ
う
に
思
う
。
い
わ
ん
や
四
書
五
経
の
全
文
が
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
て
い

な
い
で
あ
ろ
う
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
が
こ
れ
ら
の
中
国
古
典
に
一
定
の
公
式
的

な
評
価
を
下
す
こ
と
は
勇
み
足
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
ロ
ン
ゴ
バ
ル

ド
が
理
気
二
元
論
に
立
つ
朱
子
の
新
注
に
組
す
る
と
し
て
、
彼
ら
は
漢
文

『
性
理
大
全
』『
四
書
大
全
』『
五
経
大
全
』
の
全
文
に
直
接
当
た
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
明
末
中
国
に
は
西
洋
の
言
葉
で
書
か
れ
た
網
羅
的
な
漢
字

の
辞
典
は
ま
だ
出
来
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
が
抜
群
に
す
ぐ
れ
た

語
学
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
成
年
期
を
過
ぎ
て
の
中
国
語
の

学
習
に
は
一
定
の
限
界
が
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
が
『
性

理
大
全
』
等
を
す
べ
て
漢
文
で
読
み
こ
な
し
解
釈
し
判
断
し
た
と
は
考
え

に
く
い
。
宣
教
師
と
親
し
い
中
国
の
知
識
人
に
よ
る
説
明
や
彼
ら
に
よ
る

部
分
的
な
翻
訳
を
も
と
に
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
は
判
断
を
下
し
て
い
る
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。
宣
教
師
は
豊
富
な
西
洋
の
知
識
と
若
干
の
中
国
語
の
知

識
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
中
国
の
知
識
人
は
豊
富
な
中
国
思
想
の
知
識
は

あ
っ
て
も
西
洋
言
語
の
知
識
は
無
に
等
し
い
。
翻
訳
を
よ
り
完
全
な
も
の

に
近
づ
け
る
た
め
に
は
西
洋
の
宣
教
師
と
中
国
の
知
識
人
の
双
方
が
互
い

に
相
手
の
思
想
と
言
葉
に
関
す
る
最
小
限
の
知
識
を
持
つ
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
知
識
が
一
方
に
偏
在
す
れ
ば
、
翻
訳
の
真
正
性
が

確
認
出
来
ず
、
誤
解
が
増
幅
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
ロ
ン
ゴ

バ
ル
ド
は
コ
イ
ン
ブ
ラ
学
派
の
見
解
に
引
っ
ぱ
ら
れ
て
中
国
の
古
典
思
想

を
些
か
性
急
且
つ
強
引
に
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な

い
。

 

中
国
語
に
関
す
る
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
知
識
の
限
界
と
い
う
点
か
ら
『
中

国
人
の
宗
教
の
諸
問
題
』
に
対
し
て
最
も
抵
抗
を
覚
え
る
の
は
自
説
の
正

当
性
を
説
明
す
る
た
め
に
中
国
の
知
識
人
が
口
頭
で
述
べ
た
見
解
を
西
洋

の
言
語
で
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
第
十
七
節
「
異
教
徒
の
読

書
人
の
考
え
」（
福
島
訳
注
（
下
）
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
第
二
十

五
号
、
五
十
八
頁
〜
六
十
三
頁
）
で
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取

り
上
げ
方
は
自
説
を
補
強
す
る
材
料
と
な
る
も
の
を
排
他
的
に
選
択
的
に

紹
介
す
る
傾
向
が
強
い
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
他
者
の
見
解
の
正
確
な
要

約
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
の
意
見
が
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
中
国
の
知
識
人
は
西
洋
の
言
語
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
自
分
の
意
見
を
読

む
こ
と
も
出
来
ず
、
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
口
頭
で
述
べ
ら
れ
た
中
国
の
知
識
人
の
見
解
は

未
確
認
の
伝
聞
資
料
で
あ
り
、
極
め
て
恣
意
的
な
要
素
が
濃
い
よ
う
に
思

え
る
の
で
あ
る
。
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
が
自
説
の
正
当
性
を
訴
え
た
く
ば
、
現

実
に
引
用
さ
れ
て
い
る
中
国
の
知
識
人
本
人
が
確
認
す
る
す
べ
を
持
た
な

い
口
頭
で
の
見
解
の
西
洋
語
に
よ
る
紹
介
は
最
小
限
に
と
ど
め
、
中
国
の

古
典
と
中
国
の
知
識
人
の
書
き
著
わ
し
た
漢
文
の
原
文
に
直
接
当
た
り
、

書
物
や
文
章
に
書
き
記
さ
れ
た
中
国
の
思
想
や
知
識
人
の
見
解
を
引
用
し

な
が
ら
自
説
を
組
み
立
て
て
行
く
ほ
う
が
ま
さ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も

そ
も
わ
た
く
し
は
思
想
統
制
の
た
め
の
官
制
の
『
大
全
』
と
い
う
些
か
お

手
軽
な
資
料
を
基
に
し
た
議
論
の
進
め
方
自
身
に
違
和
感
を
覚
え
る
も
の

で
あ
る
。

 

朱
子
の
理
気
二
元
論
は
儒
教
を
知
性
を
も
っ
て
解
釈
す
る
哲
学
の
体
系

で
あ
る
が
、
儒
教
は
も
と
も
と
宗
教
的
感
性
〜
そ
れ
は
多
分
に
政
治
的
で

も
あ
る
〜
を
包
含
す
る
宗
教
の
体
系
で
あ
る
。
儒
教
の
中
に
哲
学
の
大
系

と
宗
教
の
大
系
が
併
存
し
て
い
る
と
見
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
最
近

読
ん
だ
ト
マ
ス
・
リ
ー
と
い
う
人
の
書
い
た
「
キ
リ
ス
ト
教
と
中
国
の
知

識
人
」（Christianity and Chinese Intellectuals

） 

と
い
う
論
文
の

中
で
黄
宗
羲
の
「
上
帝
論
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
た 

（
‶China and 

Europe

", The Chinese U
niversity Press, 1991, p. 6

）
の
で
、
わ
た
く

し
は
早
速
黄
宗
羲
の
原
文
に
当
た
っ
て
み
た
。
彼
は
言
う
。

天
よ
り
尊
い
も
の
は
な
く
。
天
下
を
保
つ
者
は
天
を
祀
る
こ
と
が
出

来
る
。
し
か
し
諸
侯
以
下
の
人
間
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
畏
れ
多
く

て
し
な
い
。
…
…
春
夏
秋
冬
の
移
ろ
い
は
一
つ
の
気
に
よ
る
昇
降
の

業
で
あ
る
。
こ
の
気
を
主
宰
す
る
者
こ
そ
が
天
の
上
帝

0

0

な
の
で
あ

る
。
現
在
、
儒
家
が
天
に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
は
、
理
に
還
元
し
、
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そ
の
次
元
で
終
始
す
る
。
…
…
古
の
時
代
、
皇
帝
が
冬
至
の
時
に
都

の
郊
外
で
天
を
祀
る
儀
礼
が
定
め
ら
れ
た
…
…
。
こ
の
儀
礼
が
行
な

わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
虚
妄
で
は
な
い
真
実
な
る
お
方
が
お
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
天
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
、「
理
」
と
い

う
僅
か
一
つ
の
言
葉
で
虚
し
く
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
よ
う

か
。

（
夫
莫
尊
於
天
，
故
有
天
下
者
得
而
祭
之
，
諸
侯
以
下
皆
不
敢
也
。

…
…
四
時
之
寒
暑
温
涼
，
総
一
気
之
什
降
為
之
。
其
主
宰
是
気
者
，

即
昊
天
上
帝

0

0

也
。
…
…
今
夫
儒
者
之
言
天
，
以
為
理
而
已
。
…
…
古

者
設
為
郊
祀
之
礼
…
…
？
是
必
有
真
実
不
虚
者
存
乎
其
間
，
悪
得
以

理
之
一
字
虚
言
之
也
。）（『
黄
宗
羲
全
集
』
第
一
冊
、
浙
江
出
版
社
、
一

九
八
五
年
、
一
九
四
、
五
頁
）

 

こ
れ
は
期
せ
ず
し
て
前
述
し
た
わ
た
く
し
の
感
想
と
も
重
な
る
。
黄
宗

羲
は
科
挙
の
合
格
と
官
界
で
の
立
身
出
世
に
汲
々
と
す
る
有
象
無
象
の
官

僚
知
識
人
と
は
思
想
の
次
元
を
異
に
す
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
島
田
虔
次

が
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
評
す
る
大
思
想
家
で
あ
る
。
神
学
的
評
価
を
下

す
場
合
、
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
よ
う
な
立
場
に
い
る
者
は
平
均
的
な
知
識
人

の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
も
重
要
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
言
う

「
可
能
意
識
の
マ
キ
シ
マ
ム
」（
岩
波
新
書
『
人
間
の
科
学
と
哲
学
』
一
二
七
頁

〜
一
三
七
頁
）
を
追
求
し
得
る
頂
点
的
な
思
想
家
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
黄
宗
羲
は
ロ
ン

ゴ
バ
ル
ド
が
こ
の
論
文
を
執
筆
し
た
時
期
よ
り
後
に
名
を
な
し
た
人
物
で

あ
る
。
し
か
し
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
周
り
に
無
名
の
黄
宗
羲
の
よ
う
な
人
物

が
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

結
局
わ
た
く
し
は
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
「
上
帝
」
観
に
対
し
て
は
そ
の
議

論
の
道
筋
に
危
う
さ
を
感
じ
て
こ
れ
に
讃
同
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。 

‘Deus’ 

に
置
き
換
え
る
べ
き
言
葉
を
漢
語
の
大
海
の
中
に
模
索
す
れ
ば
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
指
摘
さ
れ
る
の
は
免
れ
難
い
が
、
や
は
り
「
上
帝
」

に
辿
り
着
く
の
で
は
な
い
か
。
赤
塚
忠
も
「
上
帝
は
ほ
と
ん
ど
全
人
間
界

ば
か
り
で
な
く
、自
然
界
を
も
支
配
す
る
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時（
＝

殷
王
朝
：
筆
者
注
）
と
し
て
は
考
え
得
る
限
り
の
全
能
者
、
普
遍
に
し
て
唯

一
の
完
全
者
の
表
象
で
あ
っ
た
ろ
う
。」（『
中
国
古
代
の
宗
教
と
文
化―

殷
王

朝
の
祭
祀―

』
研
文
社
、
一
九
九
〇
年
、
五
九
七
頁
）
と
い
う
見
解
を
示
し
て

い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
殷
王
朝
以
後
の
歴
代
の
中
国
の
伝
統
王
朝
に
も
妥

当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
も
そ
う
し
た
認
識
に
達
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
「
上
帝
」
の
語
彙
研
究
の
次
元
で
解
決
さ
れ

る
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
が
リ
ッ
チ
と
共
有
し
た
で

あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
神
学
的
立
場
に
基
づ
く
問
題
で
あ
る
。
本
翻
訳
の
時
点

で
わ
た
く
し
は
こ
れ
以
上
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

（
補
）『
天
主
教
東
伝
文
献
続
編
』
第
一
冊
（
台
湾
学
生
書
局
）
に
は
「
天

帝
考
」
な
る
文
章
が
収
め
て
あ
る
。
福
建
漳
州
の
天
主
教
士
人
厳
謨
の

著
作
で
あ
る
。
典
礼
問
題
の
発
生
し
た
頃
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
経
書
に
記
さ
れ
た「
上
帝
」の
用
例
を
丁
寧
に
書
き
出
し
、「
上

帝
与
天
主
之
称
，
共
以
表
其
至
尊
無
上
而
已
，
非
有
異
也
。」（
続
編
一
、

九
十
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
天
帝
考
」
の
中
で
中
国
の
「
上
帝
」
は
西

洋
の
「
天
主
」
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。

― 168 ―


	解　題
	序
	注
	訳者補足



