
姜
生

、
三
浦
國
雄
・
田
訪
監
譯

『

國
の

產
｜

敎
の
勃
興
｜
』

二

ノ

宮

聰

本
書
の
原
題
は
『

國

產
｜

鬼
考１

）』
で
あ
る
が
、
日

本
語
譯
で
は
副
題
を
「

敎
の
勃
興
」
と
し
て
い
る
。

譯

の

三
浦
國
雄
氏
は
解
題
の

頭
で
、「
當

我
々
は
「

代
人
の
死

後
世
界
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
差
し
替
え
る
つ
も
り
で
い
た
が
、

の

い

を
入
れ
て
こ
の
よ
う
な
も
の
に
落
ち
着
い
た
」

と

べ
る
。
つ
ま
り
原

の
「

鬼
」
か
ら
日
本
語
譯
で
「

敎
」
と
變
え
る
こ
と
で
、

の

張
を
よ
り

確
に
表
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て

が
「

敎
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
た

理
由
は
「
中
國
の

史
上
の
い
わ
ゆ
る
「

敎
」
は
、
本
質

に

古
い

國
が
後
世
に

し
傳
え
た
そ
の

神
の

身
な
の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
風
に
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
、「

敎
」
の
魂
は

「

鬼
」
の
魂
で
あ
り
、「

敎
」
の
儀
軌
は

墓
の
儀
軌
で
あ
り
、

「

敎
」
の
理
想
は

國
の
理
想
な
の
だ
、
と
」（
六
四
五
頁
）

と
す
る
。
つ
ま
り

敎
こ
そ
が

代
の

神
を
考
察
す
る
上
で
不

可
缺
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で

敎
の

點
か
ら
充
分

な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
が
、
本
書
を

す

い
動
機
に
も

な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
浦
氏
は
「

史
學
、
宗
敎
學
、
圖

像
學
、
思
想
史
學
、
考
古
學
、

學
な
ど
を
自
在
に

し
、
畫

像
と

、

と
微

か
ら

と
い
う
時
代
に

し
た
希
有

な
業
績
」
で
あ
り
、「

以
上
の
力
量
の
持
ち

で
な
い
と

一
〇
〇



體
を
見

し
た

確
な
解

な
ど
は
至

の
わ
ざ
と
い
う
氣
も
す

る
」
と

べ
る
よ
う
に
、
廣
範
な

點
か
ら

代
の
宗
敎
體
系
の

分
析
を
試
み
た
力
作
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
筆

が
本

を
書
く

に
あ
た
り
、
自
身
の
狹
い
見
識
で
は
本
書
を
正
し
く

す
る
こ
と

は

し
い
と
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
各

の

點
を
ま
と
め
紹

介
す
る
こ
と
で
、
書

に
代
え
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

・
序

國
の
信
仰
の
構

現
在
の

代
の

究
で
は
多
く
の

史
家
が
、

太
后
の
死
後
、

そ
の
ま
ま
天
師

の
勃
興
へ
と
繫
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
武

が

「
儒
學
を
獨

」
し
た
こ
と
や
、

料
の
缺
乏
と
い
う
多
く
の

因
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
空
白
の
三
百
年

の

代
宗

敎
史
の
軌
跡
や
人
々
の
心
の
變

こ
そ
が
重

で
あ
る
も
の
の
、

史

記

や
學

探
究
は
多
く
な
い
。
そ
こ
で

は
、
こ

の
點
に
重
心
を
置
き
、
本
書
を
書
き

め
た
と

す
る
。

體

に
は
「

墓
」「

鬼
」「

解
」
と
い
う
三
つ
の

點
を
用
い

る
。

墓
は
「

代
人
が
生
命
の
永

性
を

求
す
る
た
め
に
構

築
さ
れ
た
一
種
の
宗
敎
建
築
で
あ
り
、
古
代
の
宗
敎

た
ち
が
死

を
救
濟
し
、
仙

す
る
た
め
に
設
け
た
儀
式
の
施
設
」
で
あ
り
、

「
物
理

な
構

と
思
想

な
記
號
に
よ
っ
て
「

形
の
宮
」
と

さ
れ
た
特
殊
な
空

」
で
あ
る
。

墓
は
、

に
死

を
葬
る
場

で
は
な
く
、
人

が
新
し
い
生
命
を
鑄

し
、
永

を
求
め
る

場

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
生

は
儒
家

德
を
實

し
た
人
で

さ
え
も
、
死
後
は
昇
仙
し
て
不
朽
と
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
場

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
死

で
あ
る

鬼
が

解
を

じ
て
昇
仙
す

る
た
め
の
重

や

置
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を

討
す
る
た
め

に
墓

と
と
も
に
墓

に
埋
葬
さ
れ
る

畫
や

品
を

た
る

料
と
し
て
用
い
、
畫
像
と

の
相
互
か
ら

代
の
宗
敎
信
仰

や
時
代

神
を

證
し
て
い
く
。

上

「

形
の
宮
」

墓
の
時
空
と
神
々
と
仙
人
の
系

・
第
一

墓
時
空
考

本

は
、

墓

に
刻
ま
れ
る
畫
像
や
紋

を
讀
み
解
く
こ
と

で
、
死

が

墓
と
い
う
生
命
轉
換

置
を
經
て
、
い
か
に
昇
仙

す
る
の
か
、
そ
の
際
に

墓
が
果
た
す
機
能
（
儀
禮

、
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な
性
質
）
に
つ
い
て

べ
る
。

墓
の
機
能
は
、
多
く
が
室

の

素
（
墓

の
畫
像
シ
ス
テ
ム
が

も
重

）
に
依
據
し
て

お
り
、
死
後
の
信
仰
理
論
（

解
信
仰
）
を
理
解
す
る
た
め
に
必

ず

墓

の
畫
像
や
紋

を
理
解
す
る
必

が
あ
る
。
こ
れ
を
理

解
で
き
ね
ば
、
そ
の
背
後
に

む
眞
の

代
思
想
世
界
を
復
元
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
「
六
博
圖
」
に
描
か
れ
る
神
仙
が

ぶ

子
は
、

墓

が
生
命
轉
換

置
で
あ
る
こ
と
を

し
て
お
り
、『
山

經
』

の
「
穿
胸
國
」「
羽
民
國
」「
軒

の
國
」
な
ど
の
國
は
仙
界
を
描

い
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
畫
像
が
示
す
よ
う
に
、
葬

儀
禮
に

よ
っ
て
墓
室
の
中
は
神
仙
世
界
へ
と
繫
が
る
生
命
轉
換
の
空

と

な
り
、
葬
ら
れ
た
人
が
昇
仙
す
る
た
め
の

置
と
し
て
の
役

を

果
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
死
と
仙
の
命
を
繫
ぐ
場

と
し

て
の
墓
室
は
、
金
丹
を

す
る
丹
爐
の
よ
う
な
形

を
し
て
い

た
。
さ
ら
に
孝
堂
山
石
室
を
例
に
墓
室
に
刻
ま
れ
る
紋

を

討

し
、『
太
平
經
』
の
大
地
に
對
す
る

識
を
用
い
、

線
紋
は

「
土
」、
菱
形
紋
は
「
石
」、
五

錢
は
「
泉
」
を
示
す
と
す
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
紋

は
地
下
世
界
の
冥
界
（
九
泉
）
を

し
て

い
る
と

べ
、

墓
の
記
號
シ
ス
テ
ム
の

體

な

圖
を
把
握

し
て
い
っ
た
。

・
第
二

代
神
祇
考

本

で
は
、
畫
像
石
に
刻
ま
れ
る
西
王
母
、
さ
ら
に
共
に
描
か

れ
る
鬼
神
た
ち
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、

代
の

解
信
仰
、
お
よ

び
こ
れ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
死
か
ら
昇
仙
す
る
ま
で
の
儀
式
を

表
現
し
て
お
り
、

代

神
世
界
の
重

な
構

素
で
あ
る
と

べ
る
。以

の

で
は
、
西
王
母
は
一
人
で
穴
處
し
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
後

中
後
期
に
は
木
公
（
東
王

公
）
圖
と
對
置
さ
れ
る
こ
と
は
廣
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
子

路
、
老
君
、
容

公
、
羅
恆
、

頭
、
牛
頭
と
い
っ
た
神
人
た
ち

と
西
王
母
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
圖
像
を

討
す
る
こ
と
で
、
神
格

の
變

に
着
目
す
る
。

東
王
公
の
ほ
か
に
、
一
部
地
域
で
は
風
伯
が
西
王
母
に
對
置
さ

れ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

後
期
に
は
魯
南
地
域

で
子
路
と
對
と
な
る

が
見
つ
か
っ
た
。
そ
し
て
子
路
の
頭
の
雄
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冠
は

第
に
西
王
母
の
頭
上
へ
と

を
變
え
て
い
っ
た
と
指
摘

す
る
。
ま
た
、

代
に
徐
々
に
地
位
を
高
め
崇
高
な
神
へ
と
な
っ

た
老
子
（
老
君
）
は
、

に
は
鳥
面
の

で
描
か
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
西
王
母
と
共
に
描
か
れ
る

神
々
の
變

を

討
す
る
こ
と
で
、
牛
頭
の
人
物
は
天
下
鬼
神
の

、
鳥
面
は
救
濟
機
能
を

え
た
老
君
で
あ
る
と
指
摘
し
、

代

の

解
信
仰
、
お
よ
び
死
後
昇
仙
の
儀
式
を
表
現
し
て
い
る
と

べ
る
。

・
第
三

代
仙

考

國
・

・

に
わ
た
っ
て

行
し
た
神
仙
思
想
は
、
相
應
す

る
仙

を
形

し
、
世
の
人
び
と
に
仙
人
の
存
在
を
證

し
よ
う

と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

代
に
見
ら
れ
た
仙

は
、
現
在
、

一
般

に
い
わ
れ
る
『
列
仙
傳
』『
神
仙
傳
』『
神
靈
位
業
圖
』
な

ど
の

敎
布
敎

で
は
な
く
、
早
期
の
も
の
は
『
列
仙
傳
』
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、『
列
仙
傳
』
よ
り
も
早
い
仙

が
存
在
す
る

の
で
は
な
い
か
と

は
考
え
、「

代
神
仙
思
想
の
支

下
に

お
い
て
形

さ
れ
た

墓
そ
の
も
の
が
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な

一
つ
の
鬼
神
世
界
で
あ
っ
た
」
と

べ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

考
え
が
一
般

に
廣
ま
っ
て
い
な
い
の
は
、
あ
ら
ゆ
る

を
探

し
て
も
こ
れ
に
關
す
る
記

が

め
ら
れ
な
い
た
め
だ
と
も

べ

る
。
そ
こ
で

は
、
畫
像
石
に
こ
そ

代
列
仙
圖

の
形
態
が

保
存
さ
れ
て
お
り
、

代
の
鬼
神
世
界
を
示
し
て
い
る
、
と
指
摘

す
る
。
こ
の
手
が
か
り
と
し
て
武

祠
東
壁
、
西
壁
、
後
壁
を
中

心
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
る

史
人
物
圖
や

史
故
事
圖
な
ど
の

討
を

め
る
。
異
な
る
時
代
の

史
人
物
が
一
堂
に
集
る
不
合
理

や
世
俗
の
經

を
超
え
た
多
く
の
奇
景
は
、
ど
れ
も
「
世
俗
の
時

空
秩
序
を
超
越
し
た
特

を
示
し
て
お
り
」、
圖
像
の
背
後
に
は

宗
敎

な
價
値
基
準
が

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

同
時
に
、
畫
像
石
に
描
か
れ
る
仙
鬼
系

は
、

代
の
宗
敎
信

仰
構

が
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、「

・
晉
交
代
の
際
の
價
値

の

變
に

っ
て
變

」
し
て
お
り
、
畫
像
石
と

敎

の
相

互
の
實
證

究
に
よ
っ
て
、

代
仙

の
基
本

相
や
當
時
の

『
春
秋
』
の
大
義
を
核
心
と
し
た

仙
基
準
を

ら
か
に
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と

べ
、
こ
れ
ら

證
は
、

期

敎
の

源
を

究
す
る
こ
と
に
對
し
て
も
大
き
な

義
を
持
っ
て
い
る
と
結
ぶ
。
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下

「
太
陰

形
」

解

仙
儀
禮
の
展
開

・
第
四

「
陰
陽
は
死
せ
ず
」

「

」
の

解
仙

本

で
は
、
ま
ず

代
の
信
仰

體
を
探
る
う
え
で
、

墓
か

ら
出
土
し
た

帛

、
畫
像

、
畫
像
石
や
墓
室
の
壁
畫
が
貴

重
な

料
を
提
供
し
て
い
る
が
、
從
來
の

究
で
は
讀
解
方
法
上

の
問
題
の
た
め
に
、

料
の
價
値
に
對
す
る
合
理

知
を
制
約

し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で

は
、
馬
王
堆
出
土
の
帛
畫

や
套
棺
漆
畫
、
さ
ら
に
『
十
問
』
を
分
析
す
る
こ
と
で

代
宗
敎

信
仰
體
系
の

立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

馬
王
堆
一
號
墓
の
Ｔ
型
帛
畫
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
る
圖

像
は
「
引
魂
昇
天
」、
ま
た
は
「
引
魂
入
墓
」
を
表
す
な
ど

々

な
議
論
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て

は
、
帛
畫
右
上
に
描

か
れ
る
九
つ
の
太
陽
（
九
天
信
仰
）
や
帛
畫
の
下
か
ら
上
に
向
か

っ
て
表
さ
れ
る
昇
仙
の

（
墓

の
死→

蓬
莱
で
神
藥
を
得
る→

書
を
授
け
ら
れ
る→

玉
漿
を

む→

崑
崙→

九
天
に
昇
る→

仙
人
と

な
る
）、
棺
に
描
か
れ
る
漆
畫
、
さ
ら
に
馬
王
堆
三
號
墓
出
土
の

竹

『
十
問
』
を
手
が
か
り
に

見
を
展
開
す
る
。

こ
こ
に
共

し
て
表
さ
れ
る
事

は
、「
死
か
ら
仙
へ
の
生
命

の
轉
換
は

墓
の

も
崇
高
な
宗
旨
で
あ
り
、「

解
」
は
こ
の

死
後
の
生
命
轉
換
に
對
す
る
信
仰
の
核
心
で
あ
っ
た
」。
ま
た

『
十
問
』
を
讀
み
解
く
こ
と
で
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
昇
仙
思

想
が
理
論

に
作
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「

」
と
呼
ば
れ
る

國
以
來
の

解
信
仰
を
創

に

承
し
て
い
る
集
團
が
存
在

し
て
い
た
事
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

墓
は
、
死

の
魂
を
あ
の

世
に
留
め
る
場

で
は
な
く
、
鬼
か
ら
仙
へ
の
生
命
轉
換

置
で

あ
る
と

べ
る
。

・
第
五

神
藥
と
天
厨

墓
の

度
科
儀

墓

の
各
種

物
や
圖
像
の
思
想

シ
ン
ボ
ル
、
お
よ
び
布
置

に
は
理
論

味
が
あ
り
、
葬
禮
や
死

の
昇
仙

に
お
い
て

何
か
し
ら
の
役

を
果
た
す
。
つ
ま
り
墓

の

物
や
圖
像
、
さ

ら
に

置
は
冥
界
で
の
手
續
き
で
あ
り
、
儀
禮
で
あ
る
と
考
え
る
。

本

で
は
、
こ
う
し
た
墓

に
布
置
さ
れ
る

物
や
圖
像
の

い

か
ら
、
墓
葬
儀
式
の
あ
り
う
る
形
態
の
把
握
を
試
み
る
。
つ
ま
り

墓

の
各
種

物
、
圖
像
の
思
想

シ
ン
ボ
ル
、
布
置
の
理
論

を
讀
み
取
る
こ
と
で
、

人
が
本
來
持
っ
て
い
た
思
想
形
態
を
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ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
こ
で

に
濟
南
無
影
山

墓
か
ら

出
土
し
た

陶

を
用
い
、『
眞

』
の
「
太
陰

形
」
に
關

す
る
記

と
照
ら
し
確

し
て
い
く
。

出
土
し
た

に
は
、「
仙
丹
を

り

け
る
神
吏
が
護

す

る
、
二
つ
の

を
背

っ
た
鳥
」、「
瑤
池
の
玉
漿
を

り

け
る
、

二
つ
の
壺
を
戴
い
た
鳥
」、「
三
官
が
守
護
し
、
藥
を
得
て
仙
と
墓

を
仙
人
が
歌
舞

技
で

賀
し
、
神
吏
が
墓

の
昇
天
を

え

入
れ
て
い
る
場
面
」、「
墓

を
乘
せ
昇
天
し
よ
う
と
す
る

『
太

一

君
』
の
と
こ
ろ
か
ら
來
た
馬
車
」
な
ど
が
あ
る
。

は
こ

れ
ら

物
や
陶

に
つ
い
て
、
理
論

秩
序
が
繫
が
っ
た
宗
敎

言

で
あ
り
、

代
の

解
信
仰
や
墓
葬
の
儀
式
を

ら
か
に
し

て
い
て
、
墓

の
「
太
陰

形
」
は
三
官
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
て

い
る
、
と

べ
る
。
そ
し
て
神
使
、
丹

、
神
鳥
、
宴

歌
劇
の

め
で
た
い

景
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
墓

が
神
藥
を
得
て

仙
し

た
こ
と
を
繰
り

し

し
て
い
る
と

べ
る
。

ま
た

墓
か
ら
は
大
量
の
庖
厨
圖
も
出
土
す
る
。
こ
れ
は
葬
儀

で

客
を
も
て
な
す
場
面
や

先
の
靈
魂
祭
祀
の
場
面
を
表
す
な

ど
多
く
の

見
が
あ
る
。
し
か
し

は
、
畫
像
石
は
墓
中
の
死

の
た
め
に
作
ら
れ
た
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
庖
厨
圖
も
市
井
で

は
な
く
、
神
仙
世
界
の
「
天
厨
」
で
あ
り
、
死

の
昇
仙

の

一
部
を
示
す
と
い
う
。
さ
ら
に

墓
か
ら
大
量
に
出
土
す
る
「
天

倉
」「
太
倉
」
な
ど
の

や

字
、
庖
厨
圖
が
表
す
死
後
世
界

の
「
天
厨

」
と
い
っ
た
も
の
は
、
施

度
科
儀
の
淵
源
探

求
の
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

・
第
六

書
を
奉
じ
王
母
に

見
す
る

畫
「
孔
老
相

見
圖
」
に
見
る
登
仙
儀
禮

本

は
、「
孔
老
相
見
圖
」
が
い
か
に
し
て
墓
葬
畫
像
の
重

な
構

素
と
な
る
に
至
っ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

代
の

宗
敎
思
想
に
お
い
て
、
死

が
轉
變
し
て
仙
人
に
な
る
儀
式
の
理

論
を
考
察
す
る
。

「
孔
老
相
見
圖
」
は
、
そ
の
名
の

り
「
孔
子
が
老
子
に

す
る
」

子
を
描
い
た
圖
像
で
あ
り
、
そ
の
タ
イ
プ
は
大
き
く
三

つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
、
孔
子
が
多
く
の
弟
子
を

い
老
子
に

し
、
老
子
の
背
後
に
も
多
く
の
隨
從
す
る

が
い
る
。
二
、
孔

子
が
老
子
に

見
す
る
に
あ
た
り
、
二
人
の

に
一
人
の
童
子
が
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描
か
れ
る
。
一
般
に
こ
の
童
子
は
項

と
さ
れ
る
。
三
、
孔
子
と

老
子
の
二
人
だ
け
が
向
き
合
う
。
三
タ
イ
プ
の
圖
像
が
示
す

は

い
ず
れ
も
、
當
時
、
老
子
は

敎
徒
の

で
は
き
わ
め
て
崇
高
な

「
太
上
老
君
」
と
な
っ
て
お
り
、
神
格
は
西
王
母
に

ぐ
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て

の

の

も
神

な
崇
高

の
手
續
き
が

「

を
得
て
仙
と
な
る
」
こ
と
で
あ
り
、
老
子
は
「
符

を
掌
握

す
る
」
大
神
「
老
君
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
孔
子
や
弟
子

が

老
子
に

し
て
「

を
得
て
書
を
授
け
ら
れ
る
」
こ
と
で
、
み

な
仙
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
墓

に
描
か

れ
る
こ
の
圖
は
、
墓

も
孔
子
の
よ
う
に
老
君
に

し
て
、

を
得
て
書
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と

は

べ

る
。「

老
子
相
見
圖
」
は
、
し
ば
し
ば
西
王
母
の
畫
像
を

っ
て
い

る
。
當
時
の
神
學
體
系
で
は
、
西
王
母
を
頂
點
と
し
て
、
老
子
は

そ
れ
に

ぐ
神
格
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
二
つ
の
畫
像
が

置
さ

れ
る
こ
と
で
、
墓

は
、
先
に
老
子
に

見
し

書
を
授
か
り
冥

界
の
審

を

れ
、

に
西
王
母
に

見
す
る
こ
と
で
昇
仙
を
果

た
し
た
こ
と
を

味
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
畫
像
石
で
多
く
見
ら

れ
る
「
車
馬
出
行
圖
」
は
、

代
で
は
車
馬
が

も
優
れ
た
交

手
段
で
あ
っ
た
た
め
、
死
後
も
車
馬
に
乘
り
崑
崙
の
西
王
母
の
も

と
へ

見
に
向
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

本
書
で

は
、
從
來
の

流
で
あ
っ
た

究
に
對
し
て
、

々
な

畫
を
使
用
し
て

敎

點
か
ら
讀
解
す
る
こ
と
で
、

代
の
宗
敎
思
想
體
系
の

構
築
を
試
み
る
。
こ
う
し
た
畫
像
に

は

人
の

神
の
あ
り
よ
う
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
畫
像
に
表
現
さ
れ
る
「

鬼
」
の

、
そ
れ
を
生
み
出

し
た

代
の
思
想
の
總
體
こ
そ
が
本
書
の
題
名
に
も
あ
る
「

產
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の

產
を
讀
み
解
く
に
あ
た
り
用
い
ら
れ

た
新
た
な

究
手
法
は
、
そ
の
ま
ま

の

究

慾
が
現
れ
た

も
の
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
圖
像
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
は

否
が

あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
書
が
示
し
た
新
た
な

究
手
法
は
畫
像
石

究
に
一
石
を
投
じ
、
今
後
の

代
思
想
史

究
に
裨

す
る
こ
と

が
大
き
い
一

で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
本
書
の

究
の
續
き
と
し
て
、「
張

陵
以

の
儒
生

の

敎
」（『
東
方
宗
敎
』
一
二
九
號

收
）
が
發
表
さ
れ
て
い
る
こ
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と
を
附
言
し
て
お
く
。

１
）

本
書
は
中
國
で
二
〇
一
六
年
に
科
學
出
版
社
か
ら
國
家
哲
學
社

會
科
學

果

庫
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
中
國
語
版
に
つ
い

て
は
菅
野
惠
美
氏
が
書

を
書
か
れ
て
お
ら
れ
（『
東
方
』
四
四

〇
號

載
、
二
〇
一
七
年
）、
日
本
語
版
は
土
屋
昌

氏
が
『
東

方
』（
四
七
八
號
、
二
〇
二
一
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
筆

で
は
本
書
の
理
解
に

ば
な
い
部
分
が
多
々
あ
っ
た
た
め
、
兩
氏

の

を
大
い
に
參
考
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
Ａ
5
版
、
七
〇
八
頁
、
二
〇
二
〇
年
一
〇

、
東
方
書
店
、

東
方
學

飜
譯
叢
書
、
八
八
〇
〇
圓
（

別
））
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