
麗

、
學

研

究

四
四

五

山

に

投

影

し

れ

る

中

國

文

化

ー

特

に

思

,想

に

就

い

て
!

β

荻

須

純

道

ノ

一
、
は

し

が

き

二
、
申
國
思
想

の
蟄
達

三
、
宋

墨

と

輝

四
、
儒
…暉
の

一
致
を
鼓
吹

せ
る
契
嵩

査
、
軸契
嵩

の
愚

想
と
竃
口
五
山
　

一

か
つ
て
中
國
民
族
の
築
き
上
げ
海

・文
化

の
中
、

吾
が
國
文
化
に
大
き
な

影
響
ハを
嵐
ハ
へ
た
も

の
は
階
…唐
の
文
化
と
宋
元
明
の
交
化
で
あ

る
。
階
唐
の
文
化
は
吾
が
奈
良
準
安
の
文
化
に
著
し
く
投
影
し
允
し
、
宋
元
明
の
文
化
は
吾
が
鎌
倉
室
町
の
中

世
文
化
に
清
新
な
映
影
を

投
じ
て
い
る
。
こ
の
爾
…者
の
・甲
五
山
に
影
響
を
斑
ハへ
た
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
後
者

の
文
化
で
あ
る
。

さ
て
宋
は
政
治
力
の
乏
し
き
國
で
あ
つ
だ
。
絶
え
ず
北
方
民
族
か
ら
堅
迫
さ
れ
、
途
ひ
に
ば
蒙
古

の
完
め
に
滅
さ
れ
允
。
然
し
な
が
ら

北
方
民
族
の
墜
迫
は
却

つ
て
時
人
の
畳
醒
を
促
し
、
思
想
交
化
の
上
に
刺
戟
を
與

へ
反
省
ぜ
し
め
π
。
乃
ち
學
藝
に
は
異
色
あ
る
も
の
を

生
み
、
輝
し
き
獲
展
を
途
げ
て
い
ゐ
。
儒
學
は
溝
新
濃
刺
と
し
て
翻
期
附
な
獲
達
を
な
し
、
宋
學
と
樗
ぜ
ぢ
る

玉
に
至
っ
π
。
宋
學
の
勃

興
は
ま
さ
し
ぐ
幽
玄
な
る
中
國
哲
學

の
勃
興
で
あ

つ
%
。
叉
文
學
に
於
い
て
も
唐
代
に
劣
ら
ず
盛
大
で
あ
つ
允
。
激
陽
修
あ
り
、
蘇
東
披

一



あ
り
、
或
は
又
王
安
石
等
と
も
に
詩
文
の
優
秀
な
る
を
以
て
世
に
喧
傳
さ
れ
允
。
皮
學
に
は
司
馬
光
の
資
治
通
鑑
二
百
九
十
四
巻

の
大
著

が
あ
る
○
或
は
叉
緬
…書
に
於
て
も

徽
宗
皇
帝
が

花
鳥
山
水
の
名
入
で
あ
り
、

帝

の
美
術
保
護
奨
働
は

所
謂
宋
書

の
興
起
を
見
る
に
至
つ

允
。
毛
筆
を
以
て
墨
の
濃
淡
の
み
に
て
入
物

、
山
水
、
花
鳥
等

の
氣
分
を
表
現
し
精
神
を
書
き
出
す
こ
と
は
東
洋
的
性
格
の
著
し
く
現
れ

ゆ

た
も
の
で
も
あ
り
、
宋
書
の
特
長
で
も
あ
つ
た
。
書
家

の
中

に
は
夏
硅
、
馬
遠
、
梁
楷
、
李
龍
眠
、
牧
漢
等
が
一世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
等
宋
代
の
學
藝
は
概
し
て
い
ふ
な
ら
ば
縄
の
刺
戟
を
受
く
る
と
こ
ろ
が
多
か
つ
π
。

當
時
の
輝
俗
は
吾
が
國
に
暉
を
徳
來
す
る
た
め
に
中
國
日
本
の
間
を
往
來
し
、
輝
と
と
も
に
こ
れ
等
宋
代
の
學
藝
や
そ
の
他

一
般
交
化

を
楡
入
し
、
吾
が
國
文
化
に
稗
釜
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
う
允
。
榮
西
が
茶
種
を
齎

し
喫
茶
養
生
記
を
撰
蓮
し
允
こ
と
は
人
の
よ
く
知
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
叉
道
元
の
俗
弟
子
加
藤
四
郎
左
衛
門
景
正
が
宋
め
陶
法
を
日
本

に
傳

へ
允
の
が
瀬
戸
焼
の
起
原
で
あ
つ
た
り
、
博
多
織

は
聖

一
國
師
の
俗
弟
子
満
田
彌
左
衛
門
が
宋
の
染
織
法
を
學
び
來
り
、
博
多
に
住
し
て
染
織
業
を
始
め
π
の
が
博
多
織
の
起
原
で
あ

つ
允

と
の
こ
と
で
あ
る
。
(東
爾
寺
誌
)
そ
の
他
・味
喰
、
醤
油
、
豆
腐
、
饅
頭
の
製
法
ま
で
輝
僧

の
往
來

に
よ
り
附
帯

し
て
日
本
に
移
植
さ
れ
允

と
い
は
れ
て
い
る
。
か
玉
る
卑
近
な
日
常
生
活
に
緊
密
な
事
柄
ま
で
繹
俗

の
中
肩
往
來
に
關
係
し
て
移
植
さ
れ
た
。
然
し
な
か
ら
吾
が
國

に
於
け
る
精
神
文
化
の
上
に
最
も
大
き
な
影
響
を
與

へ
だ
の
は
灘
檜

に
よ
つ
て
宋
學
が
輸
入
さ
れ
、
穐
承
鼓
吹

さ
れ
た
と
い
ふ
事
實

で
あ

る
o

、

二

所
謂
宋
學
の
成
立
は
宋
代
殊
に
南
朱

の
朱
子
に
至
つ
て
成
立
し
た
。
然
し
そ
の
先
躍
と
も
い
ふ
べ
き
中
國
に
於
け
る
思
想
系
統
に
つ
き

一
瞥
す
る
な
ら
ば
、
元
來
中
國
の
思
想
に
は
二
つ
の
源
流
が
あ

つ
允
。
そ
れ
は
儒
教
で
あ
り
、
道
教
で
あ
る
。
儒
…教
は
政
治
的
性
格
f

覇
道
に
非
ら
す
し
て
王
道
を
理
想
と
す
る
ー

を
も

つ
實
践
的
な
實
學
で
あ
る
が
道
教
は
神
秘
的
で
し
か
毛
思
索
的
な
傾
向
を
も
つ
て
い

 翫κ
。

こ

の
二

つ

の
思
」想

源
流

を

も

つ
允

中

國

に
佛

…敏

が
公

傳

し

た

の

は
鮎後
漢

の
明
・帝

永
}十
十

▲年

(西
紀
六
四
年
)
と

い

な
れ

て

い

る

が
、

こ

置
山

に
投
影

し
た
る
中
國
文
化

'

四

置



輝

學

研

究

。

四
六

の
佛
教
か
中
國
に
傳
來
し
た
頃
は
、
佛
教
が
中
國
の
思
想
界
に
活
濃
な
動
き
を
示
し
允
諜
で
は
な
く
専
ら
佛
典
の
醗
課
が
試
み
ら
れ
て
い

た
。
然
し
な
が
ら
こ
の
中
國
の
思
想
界
に
、
佛
教
殊
に
大
乗
佛
教

の
哲
理
が
強
く
そ
の
光
を
投
じ
た
の
は
鳩
摩
羅
什

の
出
現
に
よ
る
。
彼

は
西
紀
四
百

一
年
眺
秦
の
王
者
に
迎

へ
ら
れ
西
域
よ
り
中
國
に
來
朝
七
、
大
乗
の
諸
経
論
を
醗
課
し
た
。
彼
は
中
國
佛
教
史
上
四
大
講
経

家

の
随

一
に
数

へ
ら
れ
る
人
で
、
龍
樹
の
中
観
思
想
を
中
心
と
し
て
般
若
経
典
や
中
論
、
百
論
、
十
二
門
論
、
大
智
度
論
、
成
實
論
等
室

系
統
の
経
論
を
融
鐸
し
、
佛
教

の
紹
介
に
力
め
た
。
か
く
し
て
彼

の
思
想
界
に
残
し
允
足
跡
は
大
い
な
る
も

の
が
あ

つ
允
。
彼
の
門
下
の

人

々
竜
そ
の
思
想
獲
展
に
努
め
允
。
例

へ
ば
僧
肇
の
如
き
は
肇
論
を
作
り
て
佛
老
の

一
致
を
試
み
老
蕪
思
想

に
か
り
て
佛
教

の
理
解
に
力

め
、
中
國
の
民
族
的
心
理
性
に
適
慮
せ
し
め
ん
と
し
た
。

か
く
し
て
佛
教
思
想
の
滲
透
に
力
め
た
三
論
學
派
は
や
が
て
六
世
紀
の
後
牛
か
ら
七
世
紀
の
初
頭

に
か
け
て
吉
藏

(翁
鮮
大
師
)
が
世
に

出
す
る
に
及
び
三
論
宗

の
興
起
を
見
た
の
で
あ
る
。
新

に
思
想
盤
系
と
し
て
三
論
{示
が
興
起
し
た
こ
と
は
、
儒
.教

と
道
教

の
國
で
あ

つ
た

中
國
に
と
り
て
は
輝
か
し
き
出
來
事
で
あ
つ
た
。
績
い
て
階
唐
の
代
と
な
り
、
天
台
、
華
嚴
、
唯
識
等

の
佛
教

汝
學
が
興
起
し
た
が
、
中

で
も
華
嚴
哲
學
は
佛
教
思
想

の
極
致
で
あ
り
、
宗
敷
的
思
索

の
最
高
峰
と
し
て
中
國
人

の
思
索
精
神
に
強
い
刺
載
を
輿

へ
た
。
か
く
佛
教

々
學
が
興
隆
し
、
殊
に
華
嚴
哲
學
が
知
識
人
に
深
い
關
心
を
も

つ
だ
頃
、
當
時
興
隆
の
機
運
に
向
い
つ
L
あ

つ
允
榔
が
、
中
國
人
の
心
を

把
握
し
て
い
た
。
不
立
文
字

の
輝
は
文
字
や
知
識
に
ょ
ら
す
に
直
観
的
理
解
を
以
て
、
直
ち
に
究
極
の
實
在
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
表
現
す
る
場
合
、
佛
教
哲
理
の
精
粋
を
極
め
允
華
嚴
哲
學
に
よ
る
こ
と
が
最
も
好
き
方
法

で
あ
つ
た
。
灘
と
華
嚴

と
の
敷
灘
の
一
致
と
い
ふ
こ
と
が
澄
観

(
七
三
八
ー

八
三
八
)
や
宗
密

(
七
八
〇
ー

八
四

一
)
等

に
よ
つ
て
試
み
ら
れ
た
。
彼
等
は

華
嚴
の
學
櫓
で
あ
る
と
同
時
に
弾
に
参
究
し
た
人

々
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
彼
等
の
精
練
さ
れ
た
佛
教
思
想
は
儒
學
者

へ
の
思
想
的
反
省
を

促
し
て
い
る
。
例

へ
ば
前
者

に
は
華
嚴
経
疏

の
如
き
も

の
が
あ
り
、
後
者
に
は
原
人
論
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
か

く
し
て
唐
代
既
に
宋
學

.即
ち
理
學
が
勃
興
す
る
素
地
が
出
來
、
華
・嚴
、
騨
、
老
荘
、
儒
學

の
諸
詮
が
調
和
融
合
し
て
革
新
的
な
學
風
を
生
す
る
に
至
つ
た
。



三

翻
つ
て
儒
學
の
進
展
を
見

る
に
漢
唐
の
儒
學
は
-訓
詰
學
で
あ
つ
潅
。

経
書

の
字
句
を
解
繹
す
る
こ
の
學
は
・唐

の
孔
頴
達

が
五
経
正
義

(詩
、
書
、
易
、
春
秋
、
禮
記
の
註
繹
)
を
著
す
に
至
り
全
く
大
成
し
た
。
然
し
孔
孟
の
立
教
精
神
を
省
る
と
き
、

振

は
ざ
り
し
こ
と
甚
[だ
し

か
つ
た
と
い
は
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
畳
醒
さ
れ
た
中
國
入
の
思
索
精
神

は
宋
代
に
至
り
、
從
來

の
倫
理
読
よ
り
更
に
深
遠
な
る
哲
學

的
傾
向
を
と
る
に
至
つ
た
。
師
ち
こ
の
宋
學
は
理
學
と
も
性
理
學
と
も
い
は
れ
、
そ
の
成
立
に
は
渡
…洛
關
閲

の
四
家
を
推
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
「藤
…」
と
は
周
渡
…漢

の
學
、
「
洛
」

は
洛
陽
の
程
明
道
、
程
伊
川
の
二
子

の
學
、
「
關
」
は
關
中
の
張
横
渠
の
學
、
「
閾
し
と
は
閾
邸
ち

今
日
の
幅
建
省
地
方
の
朱
子
の
學
を
指
す
も
の
さ
あ
り
、
こ
れ
等
四
家
と
共
に
名
高
き
も
の
に
郡
康
節
や
陸
象
山

が
あ

る
。

宋
學
の
始
組
周
濠
漢
は
名
は
敦
願
、
寧
を
茂
叔
と
い
ひ
、
道
州

(湖
南
省
)
の
澱
漢
の
人
で
深
く
易
理
を
究
め
、
太
極
圃
及
び
太
極
岡
詮

一
巻
、
通
書

一
巻
と
を
著
し
て
、
世
に
濠
漢
先
生
と
構
ぜ
ら
れ
、
神
宗

の
熈
寧
六
年

(
一
七
三
三
)
五
七
歳
を
以

て
残
し
て
い
る
。
周
子

が
生
存
し
た
時
代
は
輝
宗
極
盛
の
時
代
で
あ
り
、
從
つ
て
周
子
は
灘
と
の
交
渉
が
あ

つ
た
。
周
子
が
提
揃
を
受
け
請
釜
し
た
灘
僧
に
は
鶴

、

林
壽
涯
、
黄
龍
慧
南
、
晦
堂
組
心
、
東
林
常
聰
、
佛
印
了
元
等
が
あ

つ
た
。
嘗

て
周
子
が
晦
堂
組
心
に
教
外
別
傳

の
旨
を
問
ふ
た
盧
、
組

　

 心
は
こ
れ
を
諭
し
て
い
ふ
に
は
、
爾
自
ら
の
家
屋
裏
に
向

つ
て
修
道
す
べ
き
乙
と
を
読
き
、
孔
子
は
朝
に
道
を
聞

け
ば
夕
に
死
す
る
も
可

な
り
と
い
つ
だ
が
、
何
を
以
て
道
と
な
し
、
夕
に
死
す
る
も
可
な
る
や
、
顔
子
は
其

の
樂
を
改
め
ず
、
樂
し
む
虞
は
何
事
そ
や
な
る
雷
に

封
し
、
深
く
省
る
塵
が
あ

つ
た
と
い
ふ
。

(居
士
分
燈
録
)
或
は
又
宋
元
學
案
に
ょ
れ
ば
東
林
常
聰
に
講
釜
し
た
時
、
静
坐
を
す
ム
め
ら
れ

月
鯨
に
し
て
得
る
腱
が
あ
り
、
次
の
如
ぎ
詩
を
呈
示
し
允
と
い
ふ
。

書
堂
兀
坐
萬
機
休

日
暖
風
和
草
自
幽

・

誰
道
二
千
年
遠
事

而
今
ロバ
在
眼
購
頭

更
に
居
士
分
燈
録

の
語
る
と

こ
ろ
に
ょ
れ
ば
、
周
子
が
か
つ
て
嘆
じ
て
い
ふ
に
は

「
吾
が
こ
の
妙
心
は
實

に
黄
龍

に
ょ
つ
て
啓
迫
さ
れ
、

就
山
に
投
影
し
瀧
る
中
國
交
化

四
七



曾

騨

學

研

究

四
八

佛
印
の
下
に
獲
明
し
た
。
然
し
易
理
廓
達
は
東
林
常
聰
の
提
衡
に
よ
る
」
と
。
建
に
周
子
が
繹
に
得
る
と
こ
ろ
あ

り
し
こ
と
を
知
る
。

周
子
の
學
風
庖
縫
承
し
た
弟
子
程
明
道

(名
は
槻
一
〇
八
五
年
残
)
程
伊
川

(名
願
二

〇
七
年
残
)
兄
弟

へ
の
灘
思
想

の
影
響
も
考

へ
ら
れ

る
。
程
子

の
父
は
學
識
が
あ
り
、
殊
に
母
は
讃
書
を
好
み
博
く
古
今
を
知
る
賢
母
で
あ
つ
π
と
い
ふ
。
佛
法
金
湯
編
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
程
明
道
は
華
嚴
の
哲
學
に
深
く
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
灘
門
の
威
儀
清
規
に
共
鳴
し
て
い
る
。
か
っ
て
定
林
寺
と
い
ふ
寺
院
を
過

う

ぎ
允
時
、
偶
聖
衆
僧
が
堂
に
入
る
の
を
見
、
周
旋
歩
武
、
威
儀
濟

々
、
鼓
を
伐
ち
、
、鐘
を
考
ち
、
内
外
粛
…静
、

一
坐

一
起
、
並
に
清
規
に

準
す
る
の
を
感
嘆
し

「
三
代
の
禮
樂
鑑
く
是
に
あ
り
」
と
し
た
。
蓋
し
清
規
生
活
な
佛
教
に
儒
教
の
禮
樂
を
取
り

入
れ
た
為
と
こ
ろ
に

一

特
色
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
三
代
の
禮
樂
を
求
め
て
止
ま
な
か
つ
だ
程
明
道
が
、

こ
れ
を
儒
門

の
中
に
求
め
て
求
め
ら
れ
す
却
つ

て
い
ま
定
林
寺
な
る
灘
寺
に
於
い
て
三
代
の
道
を
褒
見
し
、
驚
嘆
感
激
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

程
明
道
の
弟
伊
川
は
資
性
剛
直
で
あ

つ
た
。
彼
は
燈
源
惟
清
に
参
じ
て
輝
要
を
問
ひ
、
或
は
佛
學
研
鐙

の
結
果

、
佛
阻
の
辮
意
を
以
て

自
家

の
學
読
を
表
現
せ
ん
と
し
π
。

例

へ
ば
澄
観

の
華
嚴
経
疏
の
言
句
を
用
い
て

「
如
二
易
傳
序
膿
用

一
源
顯
微
無
ジ
間
」
と
し
控
如
く

で
あ
つ
た
と
傳

へ
ら
る
。
(普
燈
録
)
か
つ
て
黛
輪
に
ょ
り
渚
州
に
疑
ぜ
ら
れ
、
渡
江
の
時
波
荒
く
船
は
中
途
に
し
て
流
さ
れ
覆
ら
ん
ば
か

り
さ
あ

つ
允
が
、
伊
川
は
自
若
と
し
て
安
坐
常

の
如
く
で
あ

つ
距
。
船
中
父
老
あ
り
て
問
ふ
に
は

「
君
猫
り
怖
色

な
き
は
何
ぞ
や
」
と
伊

川
い
ふ

「
心
誠
敬
に
存
す
れ
ば
な
り
」
父
老
い
ふ

「
固
り
善
し
、
然
れ
ど
も
心
な
る
に
は
若
か
じ
」
と
。
岸
に
着
き
伊
川
は
こ
の
父
老
と

語
ら
う
と
し
た
が
、
既
に
去
り
允
る
後
で
あ

つ
允
と
い
ふ
。
…常
盤
大̀
定
陣
士
は
こ
の
父
老
は
灘
師
で
あ
り
、
嬢
源
惟
清
と
の
交
渉
は
こ
の

時
よ
り
後
に
初
ま
れ
る
も
の
と
思
ふ
と
さ
れ
て
い
る
。

(支
那
に
於
け
る
佛
敏
と
儒
教
道
敏
)
そ
の
言
行
碑
家

の
如
く
、
周
子
よ
り

一
段
と
佛

教
に
接
近
し
て
い
る
6

こ
の
學
系
よ
り
や
か
て
朱
子
を
出
し
宋
學
を
大
成
し
允
。
或
は
叉
陸
象
山
を
出
し
、
更

に
王
陽
明
出
で
て
陽
明
學

を
展
開
し
寵
が
、
い
す
れ
も
み
な
縄
學

の
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
つ
允
。

然
し
宋
儒
は
佛
教
哲
理
を
取
入
れ
て
い
て
も
、
儒
家
の
立
場
か
ら
排
佛
的
な
傾
向
を
も
つ
て
い
だ
。
程
明
道
が
佛
教
を
異
端
と
し
て
語

つ
た
と
い
ふ
語
に

「道

の
明
な
ら
ざ
る
、
異
端
入
を
害
[す
れ
ば
な
り
。
昔
の
害
は
近
く
し
て
知
り
易
し
。
今
の
害
は
深
く
し

て
辮

じ

難



し
。
昔
の
人
を
惑
は
す
や
、
そ
の
迷
暗
に
乗
じ
、
今
の
人
を
惑
は
す
や
、
そ
の
高
明
に
よ
る
。
自
ら
神
を
窮
め
化
を
知
る
と
い
ふ
、
而
も

物
を
開
き
務
を
成
す
に
足
ら
す
。
名
は
周
偏
な
ら
ざ
る
な
し
と
す
、
而
も
そ
の
實

は
則
ち
倫
理
に
外
る
。

深
を
窮
め
微
を

極
む
と

云
ふ

錐
、
而
も
以
て
嘉
舜

の
道
に
入
る
べ
か
ら
す
」
。
(佛
租
歴
代
通
載
巷
十
九
)
と
痛
嘆
し
、
異
端
の
教

に
て
は
.開
物
成
務

の
實
を
塞
・げ
る
こ
と

は
難
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
程
明
道
は
華
嚴
哲
學
を
學
べ
る
人
で
あ
り
、
異
端

の
害
が
高
明
に
よ
る
と
す
る
黙
、
理
論
上
に
於
て

は
佛
教
を
排
斥
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
」
に
於
て
佛
.教

に
封
抗
す
る
理
論
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
」
に
宋
儒
哲
學
の
興
起
が
あ
つ
た
。
程
子
の
後
を
承
け
允
朱
子
は
儒
學
の
純
正
な
立
場
か
ら
佛
教
思
想
の
混
同
を
排
斥
し
允
。
然
し
朱

子
は
青
年
時
代
弾
の
語
録
を
讃
み
、
大
慧
下
の
道
謙

に
参
暉
し
た
人
で
あ
る
と
い
う
。
(居
士
分
燈
録
)

そ
れ
故
虎
關
師
錬
は
朱
子
の
態
度

を
激
し
く
攻
撃
し
て

「
佛
租
の
妙
旨
を
極
随
と
な
す
は
實

に
憐
懲
す
べ
し
。
(中
略
)
我
叉
尤
も
朱
氏
の
儒
者
を
費
り
て
吾
を
議
す
る
を
責

む
る
な
り
。
大
慧
年
譜
序
に
云
く
、
朱
氏
墾
に
赴
き
て
京
に
入
る
。
簾
中
只
大
慧
語
録

一
部
有
り
。
又
他
書
無
し
。
故

に
知
り
ぬ
、
朱
氏

大
慧
の
機
辮
を
剰
み
て
儒

の
髄
勢
を
助
く
る
の
み
」
(濟
北
集
ノ
と
い
つ
て
い
る
。
儒
家
が
佛
教
思
想
の
混
同
を
排
斥
し
允
こ
と
は
、
儒
家

　

の
立
場
を
堅
持
し
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
實
讃
的
に
着
實
な
る
中
國
入
に
と
つ
て
は
、
理
想
的
に
眞
理
を
張
調
す

る
佛
教
を
あ
き
足
ら
な

く
思

つ
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
而
も
宋
儒

は
銑
に
佛
教
思
想
を
か
り
て
儒
學
を
哲
學
的
に
大
成
し
た
の
で
あ
る
。

こ
Σ
に
於
て
要
請

さ
れ

る
こ
と
は
儒
佛
調
和
の
理
論
で
あ
る
。

四

宋
學
の
始
組
周
子
が
生
存
し
允
頃
、
儒
佛
の
融
合
幅
儒
佛
の
調
和
を
熱
心
に
試
み
允
輝

倫
が
あ

つ
た
。

そ
れ
は

明
教
大
師
佛
日
契
嵩

(
一
〇
〇
七
ー

一
〇
七
二
)で
あ
る
。
宇
は
仲
盤
、
自
ら
潜
子
と
號
し
て
い
允
。
彼
は
護
法
的
精
紳
に
燃
ゆ
る
熱
血
漢

で
あ
つ
た
。
當
時

教
宗
が
主
張
し
て
止
ま
な
か
つ
だ
金
口
相
承
二
十
四
租
説
に
封
し
、
西
天
二
十
八
祀
の
心
印
密
付
の
論
を
明
か

に
し
て
教
宗
に
拮
抗
し

た
。
彼
は
更
に
鐸
宗
皮

の
研
究

に
い
そ
し
み
輝
門
定
組
断
、
傳
法
正
宗
記
、
正
宗
論
を
薯
し
て
灘
宗
史
の
紛
渚
…を
考
定
し
た
。
彼
が
簸
隠

五
山
に
投
影
し
た
る
申
國
丈
化

四
九



♂

暉

學

研

究

・

識
O

寺
の
永
安
糟
舎
に
佳
す
る
頃
で
あ
る
。
當
時
知
識
階
級

の
間

に
は
韓
愈
の
排
佛
論
が
大
い
に
行
は
れ
て
い
允
。
彼
は
こ
れ
等
儒
學
者

の
啓

蒙
を
な
す
た
め
に
、
輔
教
編
を
著
し
完
。
彼
は
儒
學
の
見
地
よ
り
高
遽
な
る
佛
教

々
理
を
読
か
ん
と
し
π
。
そ
の
う
ま
ざ
る
誠
實
な
る
論

理
は
當
時

の
學
界
入
を
し
て
感
動
せ
し
む
る
に
至

つ
π
。

.

亀

抑
、
唐
代
以
來
佛
教
者
の
儒
教
観
が
、
儒
教
を
常
に
道
教

の
下
に
置
き
九
る
だ
め
、
宋
代
朝
野
の
自
畳
ぜ
る
儒
家
は
唐
代
の
排
佛
家
韓

愈

の
氣
慨

に
感
じ
て
、
猛
然
相
呼
慮
し
て
排
佛
を

こ
と
玉
す
る
に
至

つ
π
。
漱
陽
修
、
李
観
、
石
守
道
等
は
そ
の
急
先
鋒
で
あ
つ
充
。
然

し
彼
が
佛
語

の
孔
老
の
言
に
會

へ
る
も

の
を
奉
げ
、
微
し
き
訓
縄

を
附
し
文
に
し
て
誇
ら
す
、
辮
に
し
て
孚
は
す
、
眞
攣
な
る
儒
佛
の
調

和
を
試
み
た
る
脅
め
、
宰
相

の
韓
碕
や
鰍
陽
修
が
契
嵩
を
奪
敬
し
て
…教
を
受
く
る
に
至
り
、
或
は
叉
王
安
石
、
蘇
東
披

黄
山
谷
、
陳
師

道
、
張
商
英

の
如
き
も

こ
の
書
に
よ
り
て
録
佛
の
縁
を
結
ん
だ
と
い
ふ
。
(輔
敏
編
序
践
)

そ
れ
故
こ
の
書
の
影
響

の
偉
大
な
り
し
こ
と
は

想
像

に
難
く
な
い
。
然
し
周
子
や
二
程
子
と

の
關
係
は
詳
か
で
は
な
い
が
、
周
子
は
契
嵩
と
同
時
代
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
書
の
朱
學
者

へ

の
影
響

が
考

へ
ら
れ
る
。

輔
教
編
は
原
教
、
勘
書
、
慶
原
教
、
孝
論
、
壇
,経
賛
よ
り
な
り
、
佛
出
世
の
教
を
輔
弼
す
る
た
め
に
事
目
が
編
次

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
。
そ
の
論
く
虞
に
よ
れ
ば
萬
有

の
根
元
は

「
性
」
で
あ
る
と
い
ふ
。
即
ち
儒
學

の
性

一
元
論
を
立
て
掩

の
で
あ

る
。

こ
れ
を
佛
教
的
に

言
葉
を
換

へ
て
い
へ
ば
、
性
と
は
如
來
常
住
の
心
性
て
あ
り
、
畳
心
で
あ
る
。

こ
の
心
性
は
生
き
と
し
生
け
る

一
切
衆
生
が
本
來
其
有
す

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
佛

に
あ

つ
て
も
増
さ
ウ
、
衆
生
に
あ

つ
て
も
減
ぜ
ざ
る
も

の
で
あ
る
。
彼
は
輔
教
編
原
教
の
壁
〃頭

に

「
萬
物

性
情
あ
り
、
古
今
死
生
あ
り
、
然
り
而
し
て
死
生
性
情
未
だ
相
因
つ
て
之
有
ら
す
ん
ば
あ
ら
す
。
死
周
り
生
に
因
り
、
生
は
固
り
情
に
因

へ

り
、
情
は
固
り
性
忙
因
る
」
と
い
玉
、
萬
有

の
死
生
性
情

の
因

つ
て
來
る
と
こ
ろ
を
論
じ
、
を
の
究
極
は
性
に
因

る
べ
き

こ
と
を
説
い
て

い
る
。
各
人
本
來
具
有
す
る
寂
齢
不
動

の

「
性
」
は
萬
物
の
本
膿
で
あ
り
、

一
切
萬
法
所
依

の
壁
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
印
ち
萬
物
皆

性
惰
が
あ
り
、
性
情
始
め
よ
り
相
因
つ
て
存
在
す
る
。
然
し
な
が
ら
惰
は
性
よ
り
螢
生
し
、
性
に
ょ
つ
て
存
在
す
る
。
性
は
不
攣
的
不
等

的
で
あ
る
が
、
情
は
攣
動
的
差
別
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
萬
物
は
そ
の
性
を
齊
し
く
す
る
も
、
そ

の
情
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
・鄙
ち
物
に



善
悪
、
厚
薄
、
大
小
等

の
別
が
あ
る
の
は
惰

の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
玉
に
於
て
入
に
智
愚
、ρ
賢
不
肯

の
別
を
生
ず
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
を
佛
教

に
て
は
人
、
天
、
聲
聞
、
縁
畳
、
菩
薩

の
五
乗
と
な
し
、

こ
の
情
を
修
め
ん
が
た
め

に
五
戒
十
善
を
説
く
の
で
あ
る
。

「
夫
れ
不
殺
は
仁
な
り
、
不
盗
は
義
な
り
、
不
邪
淫

は
禮
な
り
、
不
飲
は
智
な
り
、
不
妄
言
は
信
な
り
」
と
い
憂
、
佛
教

の
五
戒
は
儒
教

の
五
常
と
同
じ
で
あ
る
。
五
常
、
五
戒
と
そ
の
呼
方
は
異

つ
て
い
る
が
、
そ
の

「
禮
」
は

一
つ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
五
戒
十
善
は
入
天

の
允
め
に
説
い
た
も

の
で
儒
教
は
こ
ム
に
止
ま
る
も
の
で
、
即
ち
治
世
の
教

で
あ
る
。
唯
そ
の
廣
狭
深
淺
の
別
あ

る
も
、
そ
の
本
然
の
性

を
根
祇
と
す
る
に
至
つ
て
は

一
つ
で
あ
る
。

こ
の
性
は
絶
封
の

一
心
で
あ
り
、
廣
大
蜷
明
な
る
も
の
・鄙
ち
眞
如
で
あ
る
。
こ
の
心
の
攣
す

る
も
の
を
識
と
い
ふ
が
、
所
謂
情
に
し
て
萬
物
紛
然
と
異
罷
な
る
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
大
本
を
知
ら
し
め
ん
が
π
め
に
漸
頓
、

樺
實
、
偏
圓
の
教
、
四
諦
、
十
二
因
縁
、
六
度
の
法
を
説
く
の
で
あ

る
。
而
も
こ
の
大
本
で
あ
る
心
・即
ち
「
性
」
は
佛
敦
の
み
な
ら
す
易
、

中
庸
に
も
読
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
儒
繰
の
聖
人
そ
の
性
を
同
じ
く
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
因
に
こ
の
書
が
吾
が
國
に
て
初
め
て
刊

行

さ
れ
た
の
は
観
慮
二
年
(
=
二
五

一
)
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
夢
窓
門
下
春
屋
妙
龍
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
。
時

に
妙
龍
は
四
十

一
歳
で

あ
り
、
夢
窓
國
師
の
未
だ
生
存
し
て
い
る
時
代
で
あ

つ
た
。
妙
龍
が
刊
行

し
た
輔
教
編
六
冊
本

の
原
本
は
無
隠
元
晦

(
一
三
五
八
年
寂
)

が
將
來
し
た
杭
州
天
目
山
幻
佳
庵

の
流
通
本
で
あ

つ
允
っ

こ
の
幻
住
庵
本
は
宋
の
治
不
元
年
(
一
〇
六
四

・に
刊
行

さ
れ
允
も
の
で
、
妙
龍

は
そ
れ
を
爽
註
輔
教
編
と
し
て
覆
刻
し
撫
。
巻
末
の
奥
書
に
よ
れ
ば

明
教
大
師
、
五
書
要
義
、
日
本
未
レ有
二板
行
之
者
↓
江
湖
英
納
欲
レ之
恰
如
二渇
而
思
p飲
、
余
爲
レ
結
二般
若
縁
↓
途
命
レ
工
以
銀
γ梓

云

云

歳
次
辛
卯
、
観
慮
二
年
休
夏
日
、
沙
門
妙
龍
、
舞
手

と
あ
る
ゆ

五

契
嵩
の
儒
佛
調
和
は
當
時
の
知
識
階
級
を
し
て
啓
蒙
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
つ
允
が
、
同
時
に
又
吾
が
五
山
騨
櫓
に
も
儒
佛
不
二
の

五
山
に
投
影
し
た
る
中
國
ヱ久
牝

五

一



0

"

縄

學

研

究

,

竃
ご

理
論
的
根
擦
を
與

へ
だ
。
學
問
の
研
究
は
誰
道
0
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
修
灘
と
修
學
と
は

一
致
し
允
も
の
で
あ

る
。
騨
の
見
性
成
佛
は

宋
學
の
窮
理
鑑
性
と
は
相
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
理
念
の
も
と
に
、
五
山
暉
俗
は
参
輝
辮
道
す
る
と
と
も

に
、
儒
學
を
究
め
詩
文
を

よ
く
し
允
。

嘲

,

,
五

山
灘
僧
は
盛
ん
に
中
國
と
往
來
し
て
、
中
國
文
化

の
將
來
に
つ
と
め
た
。
師
ち
明
眼
の
來
朝
僑
は
輝
學
と
と
も
に
中
園
に
新

に
勃
興

し
た
宋
學
を
も
π
ら
し
た
。
ま
た
求
法
曾
は
彼
の
地
の
明
師
に
つ
き
参
究
し
、
碩
學
に
接

し
て
宋
元
の
文
化
を
移
植
し
π
。
當
時
の
郡
侮

は
傳
道
と
同
時
に
薪
學
風
の
鼓
吹
に
精
進
し
た
。
叉
誰
道
と
同
時
に
學
問
0
研
究
を
怠
ら
な
か
つ
た
。
佛
道
を
學
び
修
灘
す
る
こ
と
と
學

問
を
研
鐙
す
る
こ
と
玉
は
何
等
妨
げ
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
五
山
は
幾
多
の
學
佃
詩
倫
を
輩
出
し
て
燦
然
た
る
文
化
を
磯
揚
し

た
。
か
つ
て
西
歌

に
於
け
る
中
世
の
キ
リ
ス
外
教
徒
は
凡
て
の
學
術
を
紳
學
の
附
儲
…と
な
し
神
學
化
し
て
、
ギ
リ

シ
ヤ
時
代
の
研
究
的
態

度
を
去
り
、
學
問
の
猫
立
を
沮
害
し
た
の
で
、
た
め
に
學
藝
大
い
に
裏
頽
し
、
人
智
蒙
昧
の
所
謂
暗
黒
時
代
を
出
現
し
た
。
然
し
五
山
の

輝
僑
は
詩
文
に
或
は
訓
詰
註
繹
に
特
長
を
獲
揮
し
、
殊
に
宋
學
を
鼓
吹
し
て
近
世
文
化
の
母
胎
と
な
つ
た
こ
と
を
想
ふ
時
、
五
山
騨
欝
の

文
化
的
貢
獄
を
た
玉
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
を
惟
ふ
に
五
山
輝
捨
が
傅
暉
と
と
も
に
中
國
文
化
を
移
植
し
、
學
問
の
研
鑑
を
怠
ら
な
か
つ
だ
と
い
ふ
理
由
は
、
第

一
に
は
騨
自

盤
の
性
格
が
開
放
的
で
包
容
性
に
富
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
第
二
に
は
宋
代
の
學
藝
、
殊
に
宋
學
は
暉
的
要
素
を
も
つ
て
成
立

し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
は
契
嵩
が
儒
佛

一
貫

の
理
論
的
根
糠
を
與

へ
た

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
義
堂
周
信

の
塞
華
臼

工
集

を
始
め
、
五
山
文
學
全
集
等

の
文
鰍
に
散
見
す
る
。
五
山
の
暉
捨
は
契
嵩
を
私
淑
し
た
。

彼
等
は

灘
者
と
し
て
の

立
場
を

堅
持

し
つ
玉

も
、
儒
佛
不
二
の
理
念
の
も
と
に
経
書

の
研
鐙
に
ま
た
中
國
文
學

の
研
究
に
い
そ
し
ん
だ
。
か
く
し
て
彼
等
は
宋

元
生
粋

の
中
國
文
學
に

熟
達
し
、
そ
の
傑
作
は
當
時

の
中
國
人
を
し
て
驚
嘆
ぜ
し
め
允
程

で
あ
る
。
か
く
し
て
五
山
文
化
は
宋
元
明
時
代

の
中
國
交
化
が
張
く
投

影
し
た
も
の
で
あ
り
、
五
山
弾
倫

の
文
化
的
活
動
は
遠
く
宋
倫
契
嵩
等

の
思
想
的
影
響

に
よ
る
と
こ
ろ
大
い
な
る
も
の
が
あ
つ
た
。


