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現在も続く直毘霊論争
　

も
と
も
と
、『
直
毘
霊
』
は
春
台
の
議
論
に
触
発
さ
れ
た
面
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
宣
長
の
議
論
は
徂
徠
の
着
想
の
展
開
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　

徂
徠
は
『
弁
道
』
に
お
い
て
、「
先
王
の
道
は
、
先
王
の
造
る

所
な
り
。
天
地
自
然
の
道
に
非あ

ら

ざ
る
な
り
。
け
だ
し
、
先
王
、
聡そ

う

明め
い

睿え
い

智ち

の
徳
を
以
て
、
天
命
を
受
け
、
天
下
に
王
た
り
。
そ
の
心

は
、
一
に
、
天
下
を
安
ん
ず
る
を
以
て
務
め
と
な
す
。
こ
こ
を
以

て
そ
の
心
力
を
尽
く
し
、
そ
の
知
巧
を
極
め
、
こ
の
道
を
作
為
し

て
、
天
下
後
世
の
人
を
し
て
こ
れ
に
由
り
て
こ
れ
を
行
は
し
む
。

あ
に
天
地
自
然
に
こ
れ
あ
ら
ん
や
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

　
「
道
」
と
は
自
然
物
で
は
な
く
、
人
工
物
だ
と
主
張
し
、
老
荘

思
想
の
「
天
地
自
然
の
道
」
や
「
無
為
自
然
の
道
」、朱
子
の
「
道

は
天
地
の
自
然
」
と
い
う
説
を
批
判
し
た
わ
け
で
す
。

　

宣
長
は
、
こ
の
徂
徠
の
主
張
を
援
用
し
て
、「
聖
人
ど
も
の
作

り
構
え
て
、
定
め
お
き
つ
る
こ
と
を
な
も
、
道
と
は
い
ふ
な
る
」

と
書
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
宣
長
は
「
聖
人
の
道
は
、
た
ゞ
い

た
づ
ら
に
、
人
を
そ
し
る
世
々
の
儒
者
ど
も
の
、
さ
へ
づ
り
ぐ
さ

と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
と
「
聖
人
の
道
」
を
批
判
し
た
の
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
学
で
は
、「
道
」
は
天
地
自
然
に
あ
る

と
考
え
ま
し
た
。
宣
長
の
主
張
に
挑
ん
だ
会
沢
正
志
斎
も
ま
た
、

道
を
朱
子
学
的
「
天
地
自
然
の
道
」
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。

　

彼
は
、『
読
直
毘
霊
』で「
道
は
天
地
の
道
な
り
。
天
地
あ
れ
ば
、

人
あ
り
。
人
あ
れ
ば
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
あ
り
。

君
臣
の
道
を
義
と
云
、父
子
の
道
を
親
と
云
。
夫
婦
に
は
別
あ
り
、

長
幼
に
は
序
あ
り
、
朋
友
に
は
信
あ
る
こ
と
天
地
自
然
に
備
り
た

る
大
道
な
り
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
宣
長
は
わ
が
国
の
道
（「
神
の
道
」）
を
ど
う
考
え
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。『
直
毘
霊
』
で
は
、「
天
地
の
お
の
づ
か
ら
な

る
道
に
も
あ
ら
ず
、人
の
作
れ
る
道
に
も
あ
ら
ず
、此
道
は
し
も
、

可か
し
こ畏

き
や
高た

か
み
む
す
び
の
か
み

御
産
巣
日
神
の
御み

霊た
ま

に
よ
り
て
、
神か

む
ろ
ぎ
い
ざ
な
ぎ
の

祖
伊
邪
那
岐
大お

お

神か
み

伊い

邪ざ

那な

美み
の

大お
お

神か
み

の
始
め
た
ま
ひ
て
…
…
天
照
大
御
神
の
受
た
ま

ひ
た
も
ち
た
ま
ひ
、
伝
へ
賜
ふ
道
な
り
。
故か

れ
こ
こ
を
も
て

是
以
神
の
道
と
は
申

す
ぞ
か
し
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　
『
初う

い

山や
ま

踏ぶ
み

』（
一
七
九
八
年
）
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
の

道
は
天
照
大
御
神
の
道
で
あ
り
、天
皇
の
天
下
を
し
ろ
し
め
す
道
、

四
海
万
国
に
行
き
わ
た
る
「
ま
こ
と
の
道
」
で
あ
る
と
説
き
ま
し

た
。会

沢
正
志
斎
が
追
求
し
た
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
的
価
値

　

宣
長
に
対
す
る
正
志
斎
の
主
張
は
、『
読
直
毘
霊
』
に
あ
る
、

次
の
一
節
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
右
直
毘
霊
に
論
ず
る
所
、
皇
統
の
正
き
こ
と
、
万
国
に
勝
れ

た
り
と
云
る
は
、
極
め
て
卓
見
に
し
て
正
論
な
れ
ど
も
、
聖
人
の

道
を
誹ひ

譏き

し
て
、
別
に
私
見
を
以
て
、
一
個
の
道
を
造
立
せ
し
は

　

ま
ず
、
直
毘
霊
論
争
の
経
過
を
概
観
し
て
お
き
ま
す
。
安
永
九

（
一
七
八
〇
）
年
に
、
徂
徠
門
下
の
大
内
熊ゆ

う

耳じ

に
学
ん
だ
市
川
鶴か

く

鳴め
い

（
匡た

ず

麻ま

呂ろ

）
が
『
末ま

賀が

能の

比ひ

連れ

」
を
書
き
、『
直
毘
霊
』（『
直

毘
霊
』
の
未
定
稿
「
道

み
ち
と

云い
う

事こ
と

之の

論
あ
げ
つ
ら
い」）
を
批
判
し
ま
す
。「
末
賀

能
比
連
」
と
は
、
邪
悪
を
振
り
払
う
呪
力
あ
る
布
と
い
う
意
味
で

す
。
同
年
十
一
月
、
宣
長
は
『
葛く

ず

花は
な

』
を
著
し
、
市
川
に
反
論
を

試
み
ま
す
。「
葛
花
」
と
は
、「
漢か

ら

意ご
こ
ろ」

と
い
う
毒
酒
に
対
す
る
妙

薬
の
こ
と
で
、「
漢
意
の
酔
い
か
ら
醒
め
よ
」
と
い
う
宣
長
の
挑

発
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

宣
長
没
後
の
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
は
垂
加
派
の
伊
勢
茂

美
が
『
非
葛
花
』
で
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
は
水
戸
学
の

会あ
い

沢ざ
わ

正せ
い

志し

斎さ
い

が
『
読
直
毘
霊
』
で
、
そ
れ
ぞ
れ
宣
長
の
議
論
を
批

判
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
直
毘
霊
論
争
は
国
学
派
宣
長
の
『
直
毘

霊
』、『
葛
花
』
に
対
す
る
儒
学
派
に
よ
る
一
連
の
批
判
と
擁
護
論

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
論
争
で
、「
国
儒
論
争
」と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

「
保
守
論
壇
八
十
年
論
争
」

　

江
戸
時
代
後
期
、
国
学
派
と
儒
学
派
と
の
間
で
、
八
十
年
に
及

ぶ
激
し
い
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
面
で
、
こ
の
論
争
は
現
在

も
続
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
論
争
こ
そ
、『
直な

お

毘び
の

霊み
た
ま』（

一
七
七
一
年
）
の
刊
行
に
よ
っ

て
火
蓋
が
切
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、『
直
毘
霊
』
に
は
荻お

ぎ
ゅ
う生
徂そ

徠ら
い

門
下
の
太だ

宰ざ
い

春し
ゅ
ん

台だ
い

の
主
張
に
対
す
る
反
論
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

春
台
は
享
保
二
十
（
一
七
三
五
）
年
に
刊
行
し
た
『
弁
道
書
』

に
お
い
て
、
第
一
代
の
神
武
天
皇
か
ら
三
十
代
の
欽
明
天
皇
の
頃

ま
で
は
、
わ
が
国
に
は
道
と
い
う
も
の
が
存
在
せ
ず
、
万
事
気
の

赴
く
に
任
せ
た
状
態
だ
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
す
。
し
か
も
春
台

は
、
神
道
を
儒
教
、
仏
教
と
並
べ
て
一
つ
の
道
と
す
る
こ
と
は
誤

り
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
神
道
は
聖
人
の
道
の
中
に
あ
る
と
説
い

た
の
で
し
た
。
こ
の
言
葉
が
宣
長
を
強
く
刺
激
し
た
の
で
す
。

４

　
　︵
完
︶

４

　
　︵
完
︶
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︶
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宣
長
の
妙
理
を
保
障
し
て
い
た
の
は
、『
古
事
記
』
が
伝
え
る

古
伝
の
事
実
で
す
。
し
か
し
、
正
志
斎
は
、
宣
長
が
聖
人
の
時
代

に
書
か
れ
た「
六
経
」（『
易
経
』『
書
経
』『
詩
経
』『
礼
記
』『
楽
経
』『
春

秋
』）
を
偽
り
と
す
る
一
方
で
、『
古
事
記
』
の
み
を
信
用
す
る
態

度
に
疑
問
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

割
れ
た
大
化
の
改
新
の
評
価

　

宣
長
と
正
志
斎
の
激
突
は
、
古
代
か
ら
の
わ
が
国
の
歴
史
に
対

す
る
認
識
に
も
深
く
絡
ん
で
い
ま
し
た
。
宣
長
は
古
代
に
お
い
て

も
、
天
照
大
神
の
御
心
に
よ
っ
て
大
神
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
が
日

本
を
統
治
し
平
安
に
治
ま
っ
て
い
た
と
主
張
し
ま
し
た
。彼
は『
葛

花
』
に
お
い
て
は
、
異
国
の
聖
人
の
道
が
わ
が
国
に
入
っ
て
く
る

前
に
は
、
特
に
礼
儀
忠
孝
等
の
道
は
完
全
で
、
世
の
中
は
非
常
に

良
く
治
ま
っ
て
い
た
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
正
志
斎
は
、
ど
こ
の
国
の
風
俗
に
も
善
と
悪
と

が
あ
る
の
だ
か
ら
、
歴
朝
の
聖
主
も
、
聖
人
の
道
の
賛た

す

け
に
よ
っ

て
治
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
聖
人
の
道
な
し
に
善
く

治
ま
っ
た
と
言
う
の
は
、記
紀
を
読
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
挑
発
的
な
言
葉
を
発
し
て
い
ま
す
。

　

正
志
斎
は
歴
朝
の
天
皇
が
聖
人
の
道
を
羽
翼
と
な
し
て
き
た
と

認
識
し
て
い
た
の
で
す
。
正
志
斎
よ
り
前
に
、
垂
加
派
の
伊
勢
茂

美
は
『
非
葛
花
』
に
お
い
て
、
応
神
天
皇
の
時
代
の
五
世
紀
前

半
に
百
済
か
ら
来
た
王
仁
が
『
論
語
』
を
も
た
ら
し
、
皇
太
子
・

菟う
じ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

道
稚
郎
子
の
師
と
な
り
、
や
が
て
そ
の
兄
・
大お

お
さ
ざ
き
の
み
こ
と

鷦
鷯
尊
が
仁
徳

天
皇
と
し
て
仁
政
を
敷
い
た
事
実
を
紹
介
し
、「
能
く
国
の
治
ま

り
し
㕝こ

と

は
聖
教
の
徳
た
る
㕝
を
知
ら
ず
し
て
何
ぞ
濫
り
に
か
か

る
虚い

つ

誕は
り

の
妄
言
を
な
す
や
」
と
宣
長
の
主
張
を
批
判
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
宣
長
は
、
難
波
の
長
柄
宮
（
孝
徳
天
皇
）、
淡
海
の
大

津
宮
（
天
智
天
皇
）
の
時
代
に
至
っ
て
、
わ
が
国
の
制
度
が
み
な

漢
風
に
な
り
、「
古
の
御
て
ぶ
り
」
は
、
た
だ
神
事
に
の
み
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
説
き
ま
し
た
。
大
化
の
改
新

も
ま
た
、
漢
の
制
の
模
倣
で
あ
る
と
宣
長
は
主
張
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
正
志
斎
は
い
ず
れ
の
国
も
上
古
は
純
朴
で
、

時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、「
質
」
よ
り
「
文
」
に
移
っ
て
い

く
も
の
で
あ
る
と
説
き
、次
の
よ
う
な
歴
史
認
識
を
示
し
ま
し
た
。

　

わ
が
国
で
も
時
代
を
経
る
中
で
、
天
皇
、
諸
王
、
臣お

み

、
連む

ら
じ

、

伴と
も
の
み
や
つ
こ
造
な
ど
に
至
る
ま
で
、
各
品し

な

部べ

を
分
け
て
、
そ
の
土
地
人
民

に
名
を
つ
け
、
名
を
後
に
遺
す
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
、
地
と

民
と
を
私
有
と
し
、
互
い
に
略
奪
し
て
争
い
が
や
ま
な
い
よ
う
な

事
態
に
陥
っ
た
。

　

正
志
斎
は
、
大
化
の
改
新
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
宿
弊
が
革
め
ら

れ
、
郡
県
の
制
度
が
改
め
ら
れ
、
王
土
、
王
臣
と
さ
れ
、
紀
綱
振

粛
さ
れ
、
朝
廷
の
尊
厳
が
回
復
さ
れ
た
と
説
い
た
の
で
す
。

　

正
志
斎
は
大
化
の
改
新
を
誹
謗
す
る
こ
と
は
、「
祖
宗
を
軽
蔑

価
値
観
を
体
現
し
て
い
る
の
が
日
本
だ
と
い
う
の
が
、
儒
学
の
立

場
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
論
争
の
中
で
の
儒
学
の
立
場
で
す
。
そ

れ
に
対
し
て
国
学
の
場
合
は
、
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
的
な
価
値
観
と

言
わ
れ
る
も
の
は
、
実
は
偽
善
的
な
も
の
で
、
本
来
の
人
間
的
な

普
遍
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
に
は
、
そ
う
し
た
偽

善
的
価
値
観
を
超
え
た
、
よ
り
本
来
的
な
価
値
が
元
々
在
っ
た
の

だ
。
従
っ
て
日
本
が
貴
い
の
で
あ
る
。
ご
く
荒
っ
ぽ
く
言
え
ば
、

こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
〉

　

わ
が
国
の
「
ま
こ
と
の
道
」
の
優
位
を
説
く
上
で
、
宣
長
が
用

い
た
の
が
妙
理
で
す
。『
直
毘
霊
』
で
は
、「
大
御
国
の
説
は
神
代

よ
り
伝
へ
来
し
ま
ま
に
し
て
い
さ
さ
か
も
人
の
さ
か
し
ら
を
加
へ

ざ
る
故
に
う
は
べ
は
た
だ
浅
々
と
聞
ゆ
れ
ど
も
実
に
は
そ
こ
ひ
も

な
く
人
の
智
の
得え

測は
か

度ら

ぬ
深
き
妙た

へ

な
る
理
の
こ
も
れ
る
を
、
其
の

意
を
え
知
ら
ぬ
は
、か
の
漢
国
書
の
垣
内
に
ま
よ
ひ
居
る
故
な
り
」

と
書
い
て
ま
す
。

　

有
限
な
人
間
の
知
識
に
よ
っ
て
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
る
「
常

理
」
に
対
し
て
、
妙
理
は
理
性
で
は
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
も
の
ご
と
の
本
質
は
人
に
は
認
識
す
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
「
不
可
知
論
」
で
あ
り
、
師
の
真
淵

も
ま
た
『
国
意
考
』
に
お
い
て
、「
世
の
中
の
こ
と
は
、
さ
る
理

り
め
き
た
る
こ
と
の
み
に
て
は
、
立
ぬ
物
と
見
ゆ
る
」
と
書
い
て

い
ま
し
た
。

惜
む
べ
き
こ
と
也
」

　

正
志
斎
は
「
天
地
自
然
」
に
備
わ
っ
た
道
は
、「
四
海
万
国
と

も
に
教
え
と
す
べ
き
大
道
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
す
。『
読

葛
花
』
で
は
、「
皇
神
の
道
と
聖
人
の
道
と
を
二
つ
に
す
る
」
こ

と
は
「
僻
見
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
、
正
志
斎
は
聖
人
の
道
の
普
遍
性
を
認
め
た
上
で
、
そ

れ
を
体
現
し
た
わ
が
国
の
優
位
性
を
も
説
い
た
の
で
し
た
。

　
「
国
に
正
気
と
偏
気
と
の
別
あ
り
て
、
正
気
の
国
は
五
倫
明
に
、

偏
気
の
国
は
明
な
ら
す
。
神
州
は
太
陽
の
出
る
方
に
向
ひ
、
正
気

の
発
す
る
所
な
れ
ば
、
君
臣
父
子
の
大
倫
明
な
る
こ
と
、
万
国
に

比
類
な
し
」、「
就
中
君
臣
の
義
、
父
子
の
親
に
至
て
は
、
神
州
の

正
き
に
及
ぶ
者
な
し
。
是
漢
土
と
争
ふ
に
も
及
ば
ず
」

　

安あ

蘇そ

谷や

正
彦
氏
は
、
直
毘
霊
論
争
を
「
シ
ナ
文
明
を
基
軸
と
し

た
普
遍
主
義
の
立
場
を
標
榜
す
る
儒
学
と
、
日
本
文
明
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
す
る
国
学
と
の
論
争
」と
位
置
づ
け
ま
し
た
。

同
様
に
田
尻
祐
一
郎
氏
も
ま
た
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
〈
も
の
す
ご
く
荒
っ
ぽ
く
ま
と
め
て
し
ま
え
ば
、
儒
学
の
立
場

と
い
う
の
は
、
こ
の
国
儒
論
争
で
、
東
ア
ジ
ア
の
あ
る
普
遍
的
な

価
値
観
、
こ
れ
は
実
践
の
モ
ラ
ル
で
言
え
ば
「
忠
」
と
か
「
孝
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
的
な
価
値
観
が
、
中
国

や
朝
鮮
よ
り
も
、
日
本
に
於
い
て
純
粋
に
、
あ
る
い
は
根
本
的
に

歴
史
貫
通
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
的
な
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る
か
で
、
両
者
は
決
定
的
に
対
立
し
て
い
た
の
で
す
。

　

宣
長
は
、強
い
て
神
の
道
を
行
お
う
と
す
る
と
、か
え
っ
て
「
神

の
御
所
為
」
に
背
く
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
。『
玉

勝
間
』
に
お
い
て
は
、
中
国
の
古
書
は
ひ
た
す
ら
教
誡
だ
け
を
う

る
さ
く
言
う
が
、
人
は
教
え
に
よ
っ
て
善
く
な
る
も
の
で
は
な
い

と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
正
志
斎
は
次
の
よ
う
に
批

判
し
ま
し
た
。

　
「
仁
政
の
要
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
人
の
上
た
る
こ
と
能
は
ず
、
臣

と
し
て
君
徳
を
輔
佐
す
る
こ
と
能
は
ず
、
義
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
元

弘
、
延
元
の
世
の
如
き
に
も
、
去
就
を
誤
る
類
の
も
の
あ
り
。
礼

を
知
ら
ざ
れ
ば
君
に
事つ

か

へ
、
人
に
交
る
に
敬
簡
の
宜
を
得
ず
、
譲

を
教
へ
ざ
れ
ば
争
心
消
せ
ず
、
孝
悌
、
忠
信
を
教
へ
ざ
れ
ば
、
父

母
に
事
へ
、
人
と
交
て
不
情
の
事
多
し
。
多
人
の
中
に
は
自
然
の

善
人
も
あ
れ
ど
も
、
衆
人
は
一
様
な
ら
ず
、
教
は
衆
人
を
善
に
導

く
為
に
施
す
也
」

　

水
野
雄
司
氏
は
、「
皇
統
の
正
し
く
ま
し
ま
す
こ
と
も
、
其
実

は
天
祖
伝
位
の
御
時
よ
り
し
て
、
君
臣
父
子
の
大
倫
明
な
り
し
故

な
る
こ
と
を
論
ぜ
ざ
る
は
、
遺
憾
と
云
べ
し
」
と
い
う
正
志
斎
の

宣
長
批
判
は
、
記
紀
か
ら
読
み
取
れ
る
「
皇
統
の
正
し
く
ま
し

ま
す
こ
と
」
と
い
う
史
実
（「
事
」）
か
ら
、「
君
臣
父
子
の
大
倫
」

と
い
う
「
教
」
を
論
じ
な
い
、
読
み
取
ら
な
い
こ
と
へ
の
批
判
だ

と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
国
学
と
水
戸
学
の
対
立
は
、
日
本
精
神
発
揚
に
お
い
て
両

者
が
果
た
し
た
役
割
の
違
い
と
も
絡
み
ま
す
。
高
須
芳
次
郎
は
、

皇
道
精
紳
に
基
本
を
置
い
て
、
純
日
本
文
化
を
築
き
あ
げ
る
事
に

主
力
を
置
い
た
国
学
運
動
は
、（
一
）古
代
理
想
主
義
の
宣
揚
、（
二
）

古
代
文
学
・
特
に
万
葉
鼓
吹
、（
三
）
復
古
神
道
の
提
唱
、（
四
）

古
代
文
献
の
開
拓
、（
五
）
史
学
上
の
展
開
、（
六
）
国
文
学
の
新

研
究
、（
七
）
神
社
制
度
の
研
究
、（
八
）
排
儒
・
排
仏
・
排
俗
神

逍
と
な
っ
て
、
そ
の
特
色
を
発
揮
し
た
の
に
対
し
て
、
皇
道
発
揚

に
主
力
を
注
い
だ
水
戸
学
は
、（
一
）『
大
日
本
史
』
に
よ
る
大
義

名
分
論
の
力
説
、（
二
）
尊
皇
攘
夷
主
義
の
高
調
、（
三
）
神
儒
調

和
、（
四
）
宗
教
界
の
廓か

く

清せ
い

、（
五
）
政
治・経
済
上
の
改
革
、（
六
）

儒
教
の
闡
明
、（
七
）弘
道
館
創
設
に
よ
る
国
民
道
徳
の
樹
立
、（
八
）

排
仏
・
排
耶
・
排
俗
神
道
な
ど
と
な
っ
て
、
そ
の
本
領
を
発
揮
し

た
と
整
理
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
両
者
の
補
完

関
係
を
捉
え
ま
し
た
。

　
「
水
戸
学
は
、
国
学
と
提
携
す
べ
き
も
の
で
、
衝
突
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
何
れ
も
、
日
本
精
神
運
動
で
、
そ
の
全
面
的
な
拡

大
・
強
化
を
為
す
に
は
、
文
学
・
宗
教
の
み
な
ら
す
、
史
学
・
教

育
・
政
治
経
済
方
面
に
も
、
日
本
精
神
を
滲
透
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
国
学
の
手
の
伸
び
な
い
と
こ
ろ

は
、水
戸
学
に
お
い
て
補
ひ
、水
戸
学
の
手
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
は
、

国
学
に
お
い
て
補
つ
て
ゐ
る
」

し
、
朝
政
に
違
反
す
、
其
罪
違
勅
に
等
し
。
乱
臣
賊
子
の
所
為
」

と
激
し
い
言
葉
で
、
宣
長
を
批
判
し
て
い
ま
す
。

中
国
に
「
聖
人
の
道
」
の
実
践
者
は
い
な
か
っ
た
の
か

　

宣
長
は
、
聖
人
の
道
と
い
う
の
は
、
治
ま
り
難
い
国
で
あ
る
中

国
を
、
強
い
て
治
め
よ
う
と
し
て
作
っ
た
も
の
だ
と
主
張
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
正
志
斎
は
、
治
り
難
い
国
と
い
う
の
は
、
宣
長

の
推
測
に
よ
る
主
張
で
あ
り
、
賢
君
が
い
れ
ば
善
く
治
り
、
年
月

が
経
て
ば
弊
害
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
ど
こ
の
国
で
も
同
じ
こ
と

だ
と
反
論
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
宣
長
は
中
国
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
礼
儀
や
忠
孝
な

ど
を
徳
目
的
に
教
え
て
も
、
徳
に
か
な
っ
た
行
為
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
と
説
き
、
次
の
よ
う
に
続
け
ま
し
た
。

　
「
異あ

だ

し
国
は
、
天
照
大
御
神
の
御
国
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
定

ま
れ
る
主き

み

な
く
し
て
、
狹さ

ば
へ蠅
な
す
神か

み

所と
こ
ろを
得
て
、
荒
ぶ
る
に
よ
り

て
、
人

ひ
と
の

心こ
こ
ろあ
し
く
、
慣な

ら

は
し
乱み

だ

り
が
は
し
く
し
て
、
国
を
し
取
つ

れ
ば
、
賎
し
き
奴や

っ
こ

も
、
忽
ち
に
君
と
も
な
れ
ば
、
上
と
あ
る
人
は
、

下
な
る
人
に
奪
は
れ
じ
と
構
へ
、下
な
る
は
、上
の
隙ひ

ま

を
窺
ひ
て
、

奪
は
む
と
謀
り
て
、
互か

た
み

に
仇あ

た

み
つ
ゝ
、
古
よ
り
国
治
ま
り
が
た
く

な
も
あ
り
け
る
」

　

正
志
斎
は
、
こ
れ
に
も
真
っ
向
か
ら
反
論
し
ま
す
。

　
「
賎
き
奴
も
忽
に
君
と
な
る
こ
と
、
万
国
に
あ
る
事
な
れ
ど
も
、

漢
土
に
も
後
世
の
こ
と
に
て
、古
は
伏ふ

く

義ぎ

、神じ
ん

農の
う

、黄こ
う

帝て
い

、堯
ぎ
ょ
う

舜し
ゅ
ん

等
、

何
れ
も
帝
王
の
胤
に
し
て
、
代
る
代
る
天
下
を
有
て
る
な
れ
ば
、

一
概
に
賎
奴
と
云
は
、
古
今
に
附
き
也
」

　

宣
長
は
、
歴
史
を
見
れ
ば
、
聖
人
の
道
の
通
り
に
実
行
し
た
人

は
中
国
で
は
一
人
も
い
な
い
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
正
志
斎
は
、
道
の
通
り
に
実
行
し
た
人
が
い
た
こ
と
は
明
白

だ
と
し
、
諸
葛
孔
明
、
張
巡
、
許
遠
と
い
っ
た
人
物
が
幾
百
千
人

い
た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
か
と
反
論
し
ま
し
た
。

　

正
志
斎
が
挙
げ
た
張
巡
、
許
遠
は
と
も
に
唐
の
時
代
の
忠
臣
で

す
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
浅
見
絅け

い

斎さ
い

の
『
靖せ

い

献け
ん

遺い

言げ
ん

』
で

す
。
絅
斎
は
、
諸
葛
孔
明
に
一
章
を
割
き
、
ま
た
張
巡
、
許
遠
の

こ
と
を
顔が

ん

真し
ん

卿け
い

の
一
章
に
お
い
て
称
賛
し
て
い
る
の
で
す
。

　

易
姓
革
命
の
否
定
は
、
山
崎
闇
斎
─
浅
見
絅
斎
─
若
林
強き

ょ
う

斎さ
い

と
続
く
、
崎
門
学
正
統
派
が
強
調
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
宣
長

も
そ
れ
を
当
然
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
宣
長
は

聖
人
の
道
を
易
姓
革
命
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
人
の

道
自
体
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
か
に
見
え
ま
す
。

相
互
補
完
的
な
国
学
と
水
戸
学

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
学
派
と
水
戸
学
派
の
歴
史
認
識
に
は
大
き

な
隔
た
り
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
「
教
化
」
を
ど
う
考
え
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ど
の
皇
道
発
揚
の
力
に
触
発
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

一
方
、
水
戸
学
派
の
中
か
ら
も
、
吉
田
活
堂
の
よ
う
に
国
学
に
接

近
し
て
い
く
者
が
現
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
宣
長
と
正
志
斎
の
対
立
に
象
徴
さ
れ
る
国
学
派
と
儒

学
派
の
論
争
は
そ
の
後
も
続
き
、
い
ま
な
お
続
い
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

正
志
斎
は
『
新
論
』
の
中
で
「
未
だ
嘗
て
回
回
（
イ
ス
ラ
ム
＝

引
用
者
）・
羅ロ

ー
マ馬

の
法
に
沾て

ん

染せ
ん

せ
ざ
る
も
の
は
、
す
な
は
ち
神
州
の

外
、
独
り
満
清
あ
る
の
み
。
こ
こ
を
以
て
神
州
と
唇し

ん

歯し

を
相
な
す

も
の
は
清
な
り
」
と
書
き
、
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
進
出
に
対
す
る

日
中
提
携
を
説
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
正
志
斎
の
議
論
は
、
そ
の

後
の
ア
ジ
ア
連
帯
に
よ
る
興
亜
論
の
原
型
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

　

や
が
て
、
満
洲
国
建
国
後
の
昭
和
八
年
に
、
千
葉
命
吉
は
王
道

思
想
に
基
づ
く
日
満
提
携
を
批
判
し
ま
し
た
が
、
そ
の
論
拠
は
宣

長
の
儒
学
批
判
の
論
理
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
王
道
の
普
遍

性
に
基
づ
い
て
、
あ
く
ま
で
対
等
な
ア
ジ
ア
連
帯
を
模
索
し
た
の

が
石
原
莞
爾
ら
の
東
亜
連
盟
で
す
。
東
亜
連
盟
協
会
『
東
亜
連
盟

建
設
綱
領
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
…
…
王
道
そ
の
も
の
は
、
世
界
に
普
遍
妥
当
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
世
界
の
い
づ
こ
に
於
て
も
、
又
世
界
の
い
づ
れ
の
民
族

に
よ
つ
て
も
考
へ
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
又
実
行
し
得
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
…
…
王
道
は
か
く
世
界
の
到
る
処
で
多
少
に
か
か

本
居
宣
長
の
功
罪

　

と
こ
ろ
で
、『
玉
く
し
げ
』（
一
七
八
七
年
）
に
お
い
て
、
宣
長

は
「
神
は
人
に
て
、
幽か

み

事ご
と

は
、
人
の
は
た
ら
く
が
如
く
、
世
の

中
の
人
は
人
形
に
て
、
顕

あ
ら
わ
に

事ご
と

は
、
其
人
形
の
首
手
足
な
ど
有
て
、

は
た
ら
く
が
如
し
」
と
書
き
ま
し
た
。

　

こ
の
宣
長
の
言
葉
に
つ
い
て
、
野
口
武
彦
氏
は
「
こ
の
絶
対
受

容
性
は
、
神
意
に
対
す
る
絶
対
恭
順
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
ま

た
現
状
容
認
の
態
度
を
生
み
出
す
こ
と
は
理
の
当
然
な
の
で
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
宣
長
に
は
政
治
を
改
め
よ
う
と
す
る
唐
土
の
風
俗
を
否

定
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、『
秘
本
玉
く

し
げ
』
で
彼
は
「
惣
じ
て
古
よ
り
唐
土
の
風
俗
と
し
て
何
事
に
よ

ら
ず
旧
き
に
依
る
こ
と
を
ば
た
つ
と
ば
ず
、
た
だ
己
が
私
智
を
以

て
考
え
て
万
の
事
を
改
め
て
功
を
立
て
ん
と
す
る
な
ら
は
し
也
」

と
書
き
、
少
々
の
弊
害
が
あ
っ
て
も
改
革
を
避
け
、
旧
来
の
政
治

の
仕
方
を
守
り
続
け
る
の
が
良
い
と
説
い
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
が
、
國
體
の
尊
厳
を
追
求
し
つ
つ
も
、
江
戸

幕
府
の
現
状
を
た
だ
追
認
し
た
宣
長
の
言
説
の
背
景
に
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
ま
す
が
、
彼
は
儒
教
的
道
徳
主
義
を
排
す
る
あ
ま
り
、

現
実
政
治
に
対
す
る
批
判
力
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
事
実
、
宣
長
は
徳
川
幕
府
を
礼
讃
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
も
彼
が
こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
は
、明
和
四
（
一
七
六
七
）

年
八
月
に
、
山や

ま

県が
た

大だ
い

弐に

が
幕
府
に
警
戒
さ
れ
て
死
刑
に
処
さ
れ
て

ま
も
な
く
の
こ
と
で
す
。
宣
長
の
言
動
に
つ
い
て
、
里
見
岸
雄
博

士
は
次
の
よ
う
に
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。

　
〈
宣
長
の
「
古
事
記
」
研
究
、
神
代
宣
揚
は
、
結
局
、
単
な
る

精
神
的
、
観
念
的
、
宗
教
的
闡せ

ん

明め
い

を
出
で
ざ
る
も
の
で
あ
つ
て
、

彼
の
い
は
ゆ
る
ま
こ
と
の
道
と
か
敷
島
の
道
と
か
、
古
の
道
と
か

と
い
ふ
も
の
は
、
全
く
現
実
を
遊
離
し
た
、
い
は
ゞ
精
神
修
養
的

観
念
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
曰
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
…

お
よ
そ
我
国
の
ま
こ
と
の
道
と
は
相
容
れ
ざ
る
幕
府
政
治
を
是
認

す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
国
学
の
知
識
を
逆
用
し
て
幕
府
政
治
が

神
意
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
説
き
、
将
軍
を
殆
ん
ど
神
命

を
行
ふ
恰
も
天
命
の
人
な
る
か
の
如
く
礼
讃
し
た
点
で
、実
に「
古

事
記
伝
」
そ
の
他
の
貢
献
と
に
ら
み
合
は
せ
る
時
、
功
罪
相
半
ば

す
る
者
と
曰
は
ざ
る
を
得
ぬ
〉

　

宣
長
の
言
動
は
、
堂
々
た
る
國
體
論
を
説
き
つ
つ
、
國
體
に
適

わ
ぬ
現
実
政
治
を
肯
定
す
る
今
の
保
守
論
者
と
も
、
ど
こ
か
通
ず

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

さ
て
、
正
志
斎
と
宣
長
は
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
い
ま
し
た
が
、

そ
の
後
国
学
の
側
に
も
変
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
宣
長

の
門
人
で
あ
り
、
備
中
吉
備
津
神
社
神
官
で
あ
っ
た
藤
井
高
尚
は

「
教
え
」
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
努
力
し
ま
し
た
し
、
平
田
派
国

学
者
も
神
の
道
の
規
範
化
を
進
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
水
戸
学
な

は
ら
ず
考
へ
ら
れ
又
実
行
も
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
永
続

的
生
命
を
保
持
し
得
な
か
つ
た
の
は
…
…
軌
範
を
支
持
す
る
と
こ

ろ
の
力
が
不
十
分
で
あ
つ
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
此
の
場
合
の

力
と
は
何
で
あ
る
か
、
曰
く
國
體
で
あ
る
。
國
體
が
薄
弱
で
あ
つ

た
為
め
に
、
王
道
た
る
根
本
的
軌
範
を
事
実
上
支
持
し
得
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。
…
…
従
つ
て
、
易
姓
革
命
と
い
ふ
事
は
王
道
そ
の

も
の
の
問
題
で
は
な
く
実
に
國
體
事
実
の
問
題
な
の
で
あ
る
」

　

こ
の
よ
う
に
、
王
道
と
易
姓
革
命
を
峻
別
し
、
王
道
の
普
遍
性

を
主
張
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、宣
長
の
信
奉
者
た
ち
は
、

王
道
に
対
す
る
皇
道
の
優
位
を
説
き
、
東
亜
連
盟
の
よ
う
な
思
想

を
激
し
く
攻
撃
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
対
等
の
関
係
よ
り
も
、

上
下
の
関
係
へ
の
志
向
が
存
在
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　

同
時
に
、
中
国
に
関
す
る
宣
長
的
な
言
説
は
、
そ
の
後
の
日
中

異
質
論
を
用
意
し
、
や
が
て
わ
が
国
の
西
洋
近
代
の
価
値
観
受
容

と
相
ま
っ
て
、
中
国
に
対
す
る
排
外
意
識
や
侮
蔑
意
識
と
し
て
展

開
さ
れ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

　
『
古
事
記
伝
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
ま
と
こ
と
ば
や
日

本
固
有
の
文
化
を
探
求
し
た
宣
長
の
功
績
は
多
大
で
す
が
、
彼
の

漢
意
批
判
に
は
行
き
過
ぎ
た
部
分
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
い
ま
改
め
て
直
毘
霊
論
争
を
振
り
返
り
、
東
ア
ジ
ア
の
普
遍

的
価
値
観
を
模
索
し
た
正
志
斎
の
論
理
を
再
考
す
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。          

次
回
か
ら
蒲が

も

生う

君く
ん

平ぺ
い

の
『
山さ

ん

陵り
ょ
う

志し

』
に
移
り
ま
す
。


