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坂
出
祥
伸

『
江

期
の

敎
崇

た
ち

｜
谷
口
一
雲
・
大
江

坡
・
大
神
貫

・
中
山

山
・
平
田
篤
胤
』
書

日
本

世
思
想
に
お
け
る
「
方
法
」
と
し
て
の

敎

松

下

信

江

時
代
、

敎
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
本
書
、
坂
出
祥
伸

『
江

期
の

敎
崇

た
ち

｜
谷

口
一
雲
・
大
江

坡
・
大
神
貫

・
中
山

山
・
平
田
篤
胤
』
は
、

こ
の
問
題
を
正
面
切
っ
て
取
り
上
げ
た
論

集
で
あ
る�１
）。

坂
出
祥
伸
氏
は
、

と
し
て

生
思
想
や
醫
學
・
科
學
と
の
關

わ
り
を
中
心
に

敎

究
を

め
て
こ
ら
れ
、
長
ら
く
斯
學
を
牽

引
し
て
こ
ら
れ
た
。
多
く
の
論

の
中
に
は
、

敎
と
日
本

と
の
關
係
を

し
た
『
日
本
と

敎

』（
角
川

書
、
二
〇

一
〇
）
も
あ
る
が
、
本
書
は
本
格

に
日
本
に
お
け
る

敎
の
受

容
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
本
書
の

容
を

に
見
て
お
こ
う
。
本
書
は

後
二

に
大
き
く
分
か
れ
る
。
作

も
「
ま
え
が
き
」
で
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
平
田
篤
胤
に
對
す
る
楠
山
春
樹
・
安
居
香
山
・
酒
井
忠

夫
・
福
永
光
司

氏
ら
に
よ
る
一
九
七
〇
年
代
の
議
論
を
除
け
ば
、

江

時
代
の
思
想
界
に
お
け
る

敎
受
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど

討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

「
大
江

坡
・
中

山

山
・
大
神
貫

な
ど
の
仙
敎
」
は
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
空

白
を
埋
め
る
べ
く
、
江

中
後
期
を
中
心
に
活
動
し
た
谷
口
一

雲
・
大
江

坡
・
大
神
貫

・
中
山

山
と
い
っ
た
人
物
た
ち
の

活
動
を
取
り
上
げ
る
。

五
一

日
本

世
思
想
に
お
け
る
「
方
法
」
と
し
て
の

敎
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序

「
江

時
代
中
後
期
に
お
け
る

典
飜
刻
の

行
と
背
景

と
し
て
の
老
莊
思
想
の
流
行
」
で
は
、

で
取
り
上
げ
る
人
々

の
活
動
の
背
景
と
し
て
、
江

時
代
、
朱
子
學

な
立
場
に
立
つ

林
希

に
よ
る

釋
を
中
心
と
し
た
老
莊
思
想
が
流
行
し
、
そ
れ

が

作
の
分
野
ま
で
流
行
を
見
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
と
呼
應

す
る
よ
う
に
『
列
仙
傳
』
や
『
性
命
圭
旨
』
な
ど
の

書
が
か
な

り
の
頻
度
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
一

「
江

時
代
中
期
の
「

士
」
谷
口
一
雲
の

敎
傳
授

｜
老
子
傳
・

德
經
・
金
丹
修
煉
な
ど
｜
」
は
、
窪
德
忠
氏
に
よ

る
紹
介

を
ふ
ま
え�２
）、
正
德
・
享
保
年

に
活
動
が
確

さ
れ
る

谷
口
一
雲
に
よ
る
「

敎
」

義
に
つ
い
て

す
る
。

第
二

「
江

時
代
中
期
の

作

・
大
江

坡
が
唱
え
た
仙

敎
」
は
、
京

の
人
、
大
江

坡
（
一
七
二
五
頃
�一
七
九
〇
）
に

つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
大
江

坡
は
眞
宗
の

本
の
作

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
で
、
異
人
の
敎
示
に
よ
り

敎
に
接

し
、

靈
符
・
符
呪
・
妙
見
信
仰
な
ど
へ
の
傾
倒
を
經
て
、「
仙
敎
」
を

提
唱
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

眞
敎
南
宗
、
特
に

白
玉

の

丹
の
修

法
に
據
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
日
本

の
神
々
は
神
仙
で
あ
る
と
し
て
、
神

を
中
心
に
据
え
た
神
佛
儒

の
三
敎
一
致
を

く
。

第
三

「
攝
津
上
宮
の
神
官
・
大
神
貫

が

し
た

敎

生

書
『

神

命

』
に
つ
い
て
｜

敎

丹

に
も
と
づ
く
神

生
法
｜
」
は
、
吉
田
神

系
の
神

と
思
わ
れ
る
大
坂
上
之

宮
の
大
神
貫

（
一
七
三
一
�一
七
八
〇
）
の
『

神

命

』
に

つ
い
て
の
紹
介
。
こ
れ
は
書
名
こ
そ
陶
弘
景
の
『

性

命

』

に
基
づ
く
も
の
の
、
貫

自
身
の

生
論
を
論
じ
た
も
の
で
、

「
神
仙
の

」
は
も
と
も
と
わ
が
國
に
存
在
し
て
お
り
、
天
照

大
神
か
ら
少
名
彥
命
へ
と
傳
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
て

丹
を
取

り

ん
だ
神

神
仙

を

く�３
）。
附

と
し
て
「『

武

傳
』『
天

子
』
和
刻
本
に
つ
い
て
」・「

敎

丹
法
の
日
本

神

受
容
」
の
二

を
收
め
る
。

第
四

「

岐
の
儒

・
中
山

山
の

解
し
た

敎
存
思
法

書
『

庭

景
經
略

』
に
つ
い
て
」
は
、
高
松
藩
の
儒

、
中

山

山
（
一
七
六
三
�一
八
三
七
）
の
『

景
經
略

』
に
つ

い
て
の
分
析
。
中
山

山
は
古

辭
學
を
中
心
に
醫
學
・
國
學
な

ど
を
も
修
め
、
儒
・
佛
・
國
學
を
同
じ
と
す
る
『
三
敎
一

論
』

五
二

日
本

世
思
想
に
お
け
る
「
方
法
」
と
し
て
の

敎
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を

し
て
い
る
。
本
書
は
醫
書
と
し
て
で
は
な
く

書
と
し
て

『

庭

景
經
』
の
存
思
法
を

解
し
た
も
の
で
、『
本

神
仙

傳
』・『
本

列
仙
傳
』
に
見
え
る
人
々
を

げ
、
や
は
り
神
仙

は
も
と
も
と
わ
が
國
に
も
あ
っ
た
と
す
る

張
が

さ
れ
る
。

附

と
し
て
「『

景
經
略

』
原

・
訓
讀

附

解
」

を
附
す
。

第
五

「
古
本
「
五
嶽
眞
形
圖
」
を
探
求
し
た
人
々
｜
大
江

坡
・

山
潤
・
平
田
篤
胤
｜
」
は
、
江

時
代
に
お
け
る
「
五
嶽

眞
形
圖
」
に
關
す
る
出
版
に
つ
い
て

べ
た
も
の
。
大
江

坡
が

活
動
當

の
呪
符
へ
の
關
心
か
ら
「
五
嶽
眞
形
圖
」
に
接

し
た

の
に
對
し
、

山
潤
（
一
七
四
七
�一
七
九
九
）
は
本
草
家
と
し
て

博
物
學

立
場
か
ら
同
圖
に
接

し
た
こ
と
が

べ
ら
れ
る
。
一

方
、
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
�一
八
四
三
）
は
『
五
嶽
眞
形
圖

』、

お
よ
び
「
五
嶽
眞
形
圖
」
の
古
形
を
載
せ
る
『
天

五
嶽
餘
論
』

を

し
て
い
る
。
こ
れ
は
後

に
見
え
る
、
古
史
傳
の
解

の
一

環
と
し
て
の
中
國
神
仙

へ
の
興
味
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

後

「
平
田
篤
胤
の

敎
理
解
と
受
容
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
國

學
四
大
人
の
一
人
、
平
田
篤
胤
が
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
。
上

の

り
、
篤
胤
の

敎
に
關
す
る

究
は
あ
る

度
存
在
す
る
が
、

本
書
で
は
一
貫
し
て

敎
受
容
の
背
後
に

む
篤
胤
の

圖
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
點
が

さ
れ
る
。

ま
ず
序

「
國
學

と
し
て
の
平
田
篤
胤
の
出
發
｜
「

人
の

」
批

か
ら

敎
へ
の
接

｜
」
で
は
、『
呵

書
』
か
ら

『
志

能
石
屋

本
』
ま
で
を
取
り
上
げ
、
國
學

と
し
て
出
發

す
る
に
あ
た
り
、
篤
胤
が
儒
敎
批

か
ら
神
仙

へ
と
傾

し
て

い
っ
た
流
れ
を

す
る
。

以
下
、
こ
れ
を
受
け
て
第
一

「
名
醫
は
醫
藥
と
呪
禁
を

ね

る
｜
『
志

能
石
屋

本
』
に
つ
い
て
｜
」
で
は
同
書

の
眼

目
は
、
日
本
の
醫
藥
方

が
オ
オ
ナ
ム
チ
・
ス
ク
ナ
ヒ
コ
二
神
か

ら
始
ま
る
神
醫

に
發
す
る
と
い
う

張
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
第
二

「
神
仙
家
・
葛
洪
へ
の
心

｜
『
葛
仙
翁
傳
』
に
つ
い

て
｜
」
に
お
け
る
『
葛
仙
翁
傳
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
葛
洪
へ
の
傾

倒
へ
の

討
を
經
て
、
第
三

「『
傷

論
』
は
葛
洪
の
從

父

葛
玄
の

か
�
｜
『
醫
宗
仲
景
考
』
に
つ
い
て
｜
」
で
は
『
傷

論
』
の
撰

と
さ
れ
る
張
仲
景
を
、
葛
洪
の

父
、
葛
玄
に
比
定

し
た

圖
に
つ
い
て
探
る
。
す
な
わ
ち
中
國
醫
學
と
は
も
と
も
と

五
三

日
本

世
思
想
に
お
け
る
「
方
法
」
と
し
て
の

敎



東方宗敎（日本衜敎學會）129號 2017年

オ
オ
ナ
ム
チ
・
ス
ク
ナ
ヒ
コ
に
よ
る
日
本
の
神
醫

が
傳
わ
っ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
神
仙

と
密
接
に
關
係
す
る
も
の
で

も
あ
る
た
め
、
篤
胤
が

崇
す
る
葛
洪
の
從

・
葛
玄
に
結
び
つ

け
た
の
だ
と
す
る
。

第
四

「
天
御
中

神
は

敎
の

高
神
・
元
始
天

｜
『

傳
記
』
に
つ
い
て
｜
」
で
は
、『

傳
記
』
に
お
い
て
天
御

中

が
元
始
天

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
始
め
、
日
本
の

神
が

敎
の
神
々
に
比
定
さ
れ
る
理
由
を

討
す
る
。
す
な
わ

ち
篤
胤
は
、
神
仙

は
神

が
中
國
に
傳
わ
っ
た
も
の
な
の
で
あ

っ
て
兩

は
結
局
、
一
致
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
篤
胤
の
構
築
し
た
神

を
中
國
の
神
仙

に
よ
り
根
據
づ

け
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
す
る
。

第
五

「

土
太
古
の
三
皇
五

は
我
が
皇
國
の
神
々
｜
『
三

五
本
圀
考
』『
春
秋
命

序
考
』
な
ど
｜
」
は
、
三
皇
五

は
も

と
日
本
の
神
々
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、『
三
五
本
圀
考
』・『
春
秋

命

序
考
』
な
ど
の

中
の
事
物
を
日
本
に
い
わ
ば
附
會
す
る

に
つ
い
て

討
す
る
。

そ
し
て
第
六

「
未
完
に

わ
っ
た

土
太
古
傳
復
原
の
試
み

｜

筆
『
赤
縣
太
古
傳
』
に
つ
い
て
｜
」
で
は
、
未
完
に

わ
っ

た
『
赤
縣
太
古
傳
』
の

の

圖
を

討
す
る
。
こ
こ
で
も
篤

胤
は
第
五

に
見
え
る
よ
う
な
附
會
を

面

に
展
開
す
る
が
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
中
國
の
盤
古
神
話
に
基
づ
き
つ
つ
、
西
洋
の

萬
物
創
世
神
話
に
對
抗
し
て
、
天
之
御
中

か
ら
始
ま
り
伊

那

岐
・
伊

那
美
へ
と
い
た
る
展
開
を
企
圖
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

と
す
る
。
か
く
し
て
一
見
、
牽

附
會
に
見
え
る
個
々
の
篤
胤
の

言

も
、
そ
の
背
後
に
日
本
の
神
々
を
中
心
と
す
る
統
一

な
世

界

を
提
示
し
、
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
描
き
出
さ
れ

る
。
な
お
本
書
の

後
に

出
一

・
あ
と
が
き
・
索
引
を
附
す
。

以
上
、
本
書
の

は
從
來
あ
ま
り
ま
と
ま
っ
て

討
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
江

時
代
の

敎
の
受
容
を
、
大
江

坡
ら
四
人
を

點
描
す
る
形
で
論
じ
た
江

期
の

敎
受
容
に
關
す
る
基
礎

究
、
そ
し
て
そ
れ
を
後

の
平
田
篤
胤
の

敎
受
容

の

究
へ

と
つ
な
ぐ

容
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も

に
つ
い
て
は
點

描
と
は
い
え
、
例
え
ば
「
眞
一
」
を

く
大
江

坡
が
、「
憑
依

型
の
シ
ャ
ー
マ
ン
」
�八
十
三
頁
）

素
を
多
分
に
持
つ
大
神

貫

の
「
仙
敎
」
を
「
外

法
」
と
し
て
批

し
て
い
る
な
ど
、

五
四

日
本

世
思
想
に
お
け
る
「
方
法
」
と
し
て
の

敎
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お
ぼ
ろ
げ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
關
係
が

か
び
上
が
っ
て
き
て
興
味
深

い
。
後

の
篤
胤
が

家
思
想
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
こ
れ
ま
で
も
あ
る

度
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
篤

胤
の

敎
に
關
す
る

作
を
ほ
ぼ
網
羅
す
る
形
で
行
わ
れ
る
。
ま

た
篤
胤
の

敎
の
受
容
が
あ
く
ま
で
彼
の
神

を
支
え
る
一
環

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も

し
た
い
。

と
こ
ろ
で
本
書
は

敎
を
崇

し
た
人
々
を
對

と
す
る
も
の

の
、
そ
の
陰
で
神

あ
る
い
は
國
學
と
い
う
軸
が
貫

し
て
い
る

こ
と
は

せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た

の
個
人

な

關
心
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
際
、
垂
加
神

な
ど
の
江

期
の
神

派
は
も
と
よ
り
、
特
に
吉
田
神

と
の
關
係
に
つ
い
て
は
今
後

積
極

に

討
す
る
必

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

吉
田
神

は
室
町
時
代
の
吉
田

俱
に
始
ま
る
が
、
彼
の
代
表

作
に
『
唯
一
神

妙
法

集
』
が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
儒

二
敎
お
よ
び
先
行
す
る
兩
部
神

な
ど
に
對
し
て
み
ず
か
ら
の

く
唯
一
神

、
す
な
わ
ち
吉
田
神

の
根
源
性
を

張
す
る
も
の

で
、
そ
の

野
の
廣
さ
と
神

の
純
粹
性
へ
の
志
向
と
い
う
點
に

お
い
て
、
石
田
一
良
氏
が
い
う
よ
う
に
、
先
行
す
る

思
想
を

「
美
し
い
體
系
に
築
き
上
げ
た
神

史
上
稀
に
み
る
書
物
」
で
あ

る�４
）。
だ
が
同
時
に
本
書
は
、
唯
一
神

の
思
想

・
實

あ
り

方
を
補

す
る
た
め
に

敎
、
特
に
『
北
斗
經
』
の
援
用
へ
と
向

か
う
の
で
あ
り
、
江

時
代
を

じ
て
吉
田
家
は
『
北
斗
經
』
の

祭
儀
、
そ
し
て
そ
れ
と
關

し
て

丹
法
を
修

し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る�５
）。

こ
れ
は
本
書
に
見
え
る
、
吉
田
神

系
と
さ
れ
る

大
神
貫

の
活
動
や
、
大
江

坡
の

し
た
『
本
命
元
辰
北
斗
七

星
神
符
傳
』、
ま
た
彼
の
妙
見
信
仰
な
ど
と
も
關

し
て
こ
よ
う
。

だ
が
思
想

に
い
か
に
美
し
く
と
も
吉
田
神

は
、

考

證
學
の
地
平
に
立
つ
國
學
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り

敎
や
佛
敎
な

ど
の

思
想
を

揉
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
や
が
て
本
居
宣
長
ら

の
國
學

た
ち
に
よ
り
嚴
し
い
批

に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

宣
長
自
身
も

敎
に
對
し
て
佛
敎
同

、
批

で
あ
っ
た
と
い

う
（
二
十
五
頁
）。
し
か
し
宣
長
に
私
淑
し
た
平
田
篤
胤
は
、
本

書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ま
た
神
仙

へ
の
關
心
を

く
持
つ
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
吉
田
神

同

、
篤
胤
が
自

を
構
築
す
る

際
、
儒
敎
・
佛
敎
と
は

う
可
能
性
を
示
す
存
在
と
し
て

敎
が

參
照
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

俱
に
せ
よ
、
篤

五
五

日
本

世
思
想
に
お
け
る
「
方
法
」
と
し
て
の

敎
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胤
に
せ
よ
、
神

が
神

と
し
て
儒
佛
に
比
し
て
自

を
構
築
す

る
際
、

敎
は
一
つ
の
思
想

な
源
泉
と
し
て
の
役

を
果
た
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
日
本

代
思
想
史
に
お
け
る
「
方

法
」
と
し
て
の

敎

究
の
必

性
を
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
本
書
の

す
る
神

と

敎
の
關
係
は
大
き
な
問
題
を
孕

ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

あ
と
が
き
に
よ
る
と
、

は
早
く
か
ら
江

時
代
の

敎
受

容
に
對
し
關
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
本
格

に

究
を

開
し
た
の
は
、
關
西
大
學
を

任
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に

は
「
八
十
一

を

ぎ
た
私

に
は
、
こ
れ
以
上

究
を
續
け
る
體
力
は
な
い
。
あ
と
は
若
い

方
々
が
引
き

い
で
く
だ
さ
る
こ
と
に

み
を
託
し
た
い
」（
三

五
七
頁
）
と
記
し
、
こ
の

を
結
ん
で
い
る
。
本
書
の

果
を

受
け

ぎ
、
發
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
我
々
後

の

究

に
課

せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
ろ
う
。
特
に
日
本
に
お
け
る

敎
の
影

に

つ
い
て
は
、
ま
ず
は
日
本
人

究

こ
そ
そ
の
責
を
果
た
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
我
々
に
託
さ
れ
た
責
任
は
大
き
い
。

�四
六

、
三
八
四
頁
、
二
〇
一
五
年
十

、

古
書
院
、

古

書
七
十
二
、
四
五
〇
〇
圓
（

別
））

註�１
）

本
書
に
つ
い
て
は
中

正
志
氏
に
よ
る
新
刊
紹
介
が
あ
る

（『
日
本
宗
敎

史

究
』
二
〇

一
號
、
日
本
宗
敎

史
學

會
、
二
〇
一
六
）。

�2
）

窪
德
忠
「
天
理
圖
書

藏

敎

料
」
�『
ビ
ブ
リ
ア：

天
理
圖

書

報
』
十
四
號
、

德
社
、
一
九
五
九
）

�3
）

神
名
の
表
記
は
本
書
各

の
表
記
に
基
く
。

�４
）

石
田
一
良

『
神

思
想
集
』
�日
本
の
思
想
14
）、
筑

書

、

一
九
七
〇
、
十
七
頁
。

�５
）

拙
稿
「
淺
談

敎
對
於
吉
田
神

影

｜
以
『
北
斗
經
』
與

丹
學

關
係
爲
中
心

考
察
｜
」
�趙
衞
東

『

眞

究
』
第
四
輯
、
齊
魯
書
社
、
二
〇
一
六
）參
照
。

五
六

日
本

世
思
想
に
お
け
る
「
方
法
」
と
し
て
の

敎


