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　太田出『関羽と霊異伝説―清朝期のユーラシア世界と帝国版図』（志賀）
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は
じ
め
に

　

三
国
志
の
武
将
関
羽
を
祀
り
、
崇
拝
す
る
関
帝
信
仰
は
、
中
華
世
界

に
お
い
て
知
ら
ぬ
も
の
は
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な

民
間
信
仰
で
あ
る
。
本
書
は
歴
史
学
者
太
田
出
氏
に
よ
る
関
帝
信
仰
研

究
の
一
つ
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、
関
帝
信
仰
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
、
朝
山
明
彦

氏
に
よ
る
「
関
帝
信
仰
研
究
文
献
目
録
」【
和
文
編
】
を
ざ
っ
と
見
た

だ
け
で
も
約
一
三
〇
本
の
著
書
、
論
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る（

1
（

。
こ
れ
に

中
国
語
や
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
を
含
め
れ
ば
さ
ら
に
膨
大
な
数
に
上

る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
関
帝
信
仰
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
信
仰
の
歴

史
的
変
遷
を
辿
っ
た
歴
史
学
的
研
究
や
関
羽
を
世
に
知
ら
し
め
た
『
三

国
志
演
義
』
の
文
学
史
的
研
究
が
多
く
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
き
わ
め
て
多
数
の
信
徒
を
抱
え
た
『
儒
・
仏
・

太
田
出
『
関
羽
と
霊
異
伝
説
―
清
朝
期
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
と
帝
国
版
図
』

志
　
　
賀
　
　
市
　
　
子

＝ 
書
評 

＝

道
三
教
一
体
の
神
』
た
る
関
羽
と
清
朝
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、い
ま
な
お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
」

と
著
者
は
指
摘
す
る
（
二
七
頁
）。
確
か
に
、
三
国
志
の
中
の
関
帝
の

人
気
ぶ
り
に
比
べ
る
と
、
清
代
の
関
帝
が
儒
・
仏
・
道
三
教
に
祀
ら
れ

る
聖
人
と
し
て
、
上
は
皇
帝
か
ら
下
は
一
般
民
衆
に
至
る
ま
で
、
篤
く

信
仰
さ
れ
る
に
至
っ
た
そ
の
過
程
や
背
景
に
つ
い
て
、
日
本
語
で
わ
か

り
や
す
く
解
説
し
て
く
れ
る
論
文
や
著
書
は
意
外
に
少
な
い
。

　

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
中
国
近

世
の
王
朝
国
家
と
宗
教
に
関
す
る
議
論
を
、
関
羽
信
仰
と
い
う
漢
民
族

に
由
来
す
る
宗
教
か
ら
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
書
で
は
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
基
本
的

な
史
料
を
再
度
読
み
込
む
と
と
も
に
、
新
た
な
史
料
を
発
掘
し
、
分
析

に
加
え
て
い
る
。
本
書
が
用
い
た
新
た
な
史
料
は
主
に
次
の
四
点
で
あ

る
。
第
一
に
、
従
来
の
研
究
で
は
主
と
し
て
関
羽
の
故
郷
で
あ
る
山
西
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こ
と
に
し
た
い
。

一
．
本
書
の
概
要

　

本
節
で
は
、本
書
の
概
要
を
著
者
の
内
容
紹
介
に
即
し
て
紹
介
す
る
。

　

序
章
第
一
節
で
は
ま
ず
、
現
代
台
湾
の
新
聞
や
碑
文
の
記
事
を
通
し

て
、
関
羽
が
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、
国
家
元
首
が
参
拝
す
る
ほ
ど
き

わ
め
て
重
要
な
神
霊
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
漢
民
族
を
中
心
と
し
て
多

数
の
信
徒
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
関
羽

信
仰
と
国
家
の
統
治
す
る
領
域
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と

い
う
本
書
の
テ
ー
マ
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
後
続
く
第
二
節
か
ら
第
四

節
で
は
、
中
国
近
世
の
民
間
信
仰
に
関
す
る
先
行
研
究
を
検
討
し
、
歴

代
王
朝
に
お
け
る
関
羽
信
仰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
課
題
を
提

示
し
て
い
る
。
最
後
は
清
朝
の
統
治
構
造
、
王
権
と
宗
教
の
関
係
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
、
本
書
の
目
的
と
構
成
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

　

第
一
章
「
唐
朝
か
ら
明
朝
に
お
け
る
関
羽
の
神
格
化
」
で
は
、
清
朝

の
王
権
と
関
羽
信
仰
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
関
羽
信
仰
が
生
ま
れ
た

唐
代
か
ら
明
代
ま
で
の
関
羽
の
神
格
化
の
過
程
と
霊
異
伝
説
の
内
容
の

変
化
を
た
ど
り
、
関
羽
信
仰
の
歴
史
を
整
理
・
検
討
し
て
い
る
。
関
羽

は
呉
の
孫
権
に
殺
さ
れ
て
間
も
な
く
、
湖
北
省
当
陽
県
の
玉
泉
寺
に
お

い
て
初
め
て
霊
異
を
顕
し
た
。
そ
の
後
た
び
た
び
顕
聖
す
る
よ
う
に
な

り
、
唐
代
に
至
っ
て
「
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
唐
宋

時
代
の
霊
異
伝
説
は
萌
芽
的
で
単
純
な
内
容
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
明

省
の
地
方
志
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
本
書
で
は
そ
れ
以
外
の
地
方
志

に
も
網
羅
的
に
目
を
通
し
、
新
た
に
見
出
し
た
関
羽
に
関
す
る
記
載
を

用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
檔
案
史
料
の
中
で
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
関
羽
の
霊
異
伝

説
を
用
い
、
清
朝
と
関
羽
の
関
係
を
分
析
す
る
手
が
か
り
と
し
た
点
で

あ
る
。
第
三
に
、
中
国
各
地
に
建
立
さ
れ
た
関
帝
廟
の
現
地
調
査
を
行

い
、
そ
こ
で
発
見
さ
れ
た
碑
文
や
現
地
の
人
々
に
対
す
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
資
料
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
最
後
に
、
近
年
出
版
さ
れ
た

『
関
帝
文
献
匯
編
』
な
ど
に
収
録
さ
れ
た
史
料
集
の
中
の
霊
異
伝
説
を

広
く
用
い
た
点
で
あ
る
。

　

評
者
は
文
化
人
類
学
、
民
俗
学
を
専
門
と
し
、
中
国
華
南
や
東
南
ア

ジ
ア
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
華
人
の
民
衆
宗
教
を
研
究
し
て
き
た
。

な
か
で
も「
扶
鸞
」（
ま
た
は「
扶
乩
」）と
呼
ば
れ
る
中
国
古
来
の
シ
ャ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
降
神
術
を
介
し
て
降
臨
す
る
神
々
の
お
告
げ
と
そ

の
お
告
げ
に
従
っ
て
行
動
す
る
「
善
堂
」
な
ど
の
宗
教
慈
善
結
社
や
無

縁
死
者
の
祭
祀
の
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
香
港
、
台
湾
、
広
東
各
地
で

現
地
調
査
に
基
づ
い
た
研
究
を
行
っ
て
い
る（

2
（

。
関
帝
は
扶
鸞
で
降
臨
す

る
神
々
の
中
で
も
、
最
も
パ
ワ
フ
ル
で
権
威
あ
る
神
格
で
あ
り
、
評
者

が
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
善
堂
に
お
い
て
も
、
必
ず
祀
ら
れ
る
主
神
格
の

一
つ
で
あ
る
。
評
者
の
よ
う
に
、
文
化
人
類
学
や
民
衆
宗
教
史
の
立
場

か
ら
中
国
の
神
々
の
信
仰
を
見
て
き
た
立
場
か
ら
す
る
と
、
読
後
最
初

に
感
じ
た
の
は
、
な
る
ほ
ど
歴
史
学
か
ら
の
関
帝
信
仰
は
こ
の
よ
う
に

と
ら
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
一
種
の
感
銘
と
若
干
の
違
和
感
で
あ
っ

た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
概
要
を
述
べ
た
後
に
詳
述
す
る
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具
現
化
し
た
神
像
、顕
聖
を
記
念
し
て
霊
異
伝
説
を
刻
ん
だ
石
刻
碑
文
、

皇
帝
が
賜
与
し
た
匾
額
、
関
聖
帝
君
と
庶
民
が
交
感
す
る
媒
体
と
し
て

の
霊
籖
（
御
神
籤
）
な
ど
、
関
聖
帝
君
と
一
般
民
衆
あ
る
い
は
王
朝
国

家
と
を
つ
な
ぐ
さ
ま
ざ
ま
な
回
路
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通

し
て
関
聖
帝
君
の
霊
力
を
可
視
化
す
る
装
置
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
現
代
中
国
の
関
帝
廟
の
観
察
か
ら
導
き

出
し
た
こ
う
し
た
見
解
を
、
碑
文
や
檔
案
史
料
に
含
ま
れ
る
霊
異
伝
説

を
通
し
て
検
証
し
、
関
帝
の
顕
聖
と
関
帝
廟
と
の
関
わ
り
を
歴
史
的
に

た
ど
っ
て
い
る
。
広
東
省
博
羅
県
の
匪
徒
陳
爛
厳
の
反
乱
の
顛
末
を
報

告
し
た
檔
案
史
料
の
記
事
は
、
第
二
章
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
関
帝
廟
の
霊
籖
の
神
託
を
め
ぐ
っ
て
、
反
乱
者
集

団
、
反
乱
を
鎮
圧
し
た
王
朝
国
家
、
一
般
民
衆
の
三
者
の
視
点
か
ら
分

析
し
て
い
る
。
著
者
は
、
反
乱
軍
が
関
帝
の
霊
籖
の
神
託
に
惑
わ
さ
れ

て
敗
北
し
た
と
い
う
語
り
の
中
に
、「
事
件
の
顛
末
を
自
ら
の
都
合
が

よ
い
よ
う
整
序
化
し
」、
関
聖
帝
君
の
顕
聖
の
物
語
と
し
て
在
地
社
会

に
宣
伝
し
、
記
念
・
伝
承
し
よ
う
と
す
る
王
朝
国
家
の
企
図
を
読
み
取

る
。
そ
し
て
、
関
聖
帝
君
信
仰
が
広
く
信
仰
さ
れ
た
の
は
民
間
の
下
か

ら
の
信
仰
よ
り
、
む
し
ろ
歴
代
王
朝
国
家
が
行
っ
て
き
た
上
か
ら
の
権

威
付
け
が
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

第
四
章
「「
白
蓮
」
と
い
う
記
憶
―
明
清
時
代
江
南
デ
ル
タ
の
謡
言

と
恐
怖
」
で
は
、
明
清
時
代
の
江
南
デ
ル
タ
の
諸
都
市
や
農
村
に
お
い

て
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
「
白
蓮
の
術
」
に
関
わ
る
謡
言
（
デ
マ
）

を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
白
蓮
の
術
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
白
蓮
教
」

と
呼
ば
れ
る
邪
教
集
団
が
用
い
た
と
さ
れ
る
妖
術
で
あ
る
。
こ
の
妖
術

代
半
ば
以
降
、
倭
寇
や
華
南
・
西
南
地
域
の
非
漢
民
族
と
の
接
触
・
衝

突
を
主
題
と
す
る
も
の
が
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
二
章
「
清
朝
と
関
聖
帝
君
の
「
顕
聖
」
―
霊
異
伝
説
の
創
出
」
で

は
、
清
朝
皇
帝
や
文
武
官
僚
が
関
帝
の
霊
異
伝
説
を
い
か
に
政
治
的
・

軍
事
的
に
利
用
し
た
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
こ
で
は
中
国

内
地
で
発
生
し
た
千
年
王
国
運
動
的
宗
教
運
動
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
れ

ら
の
運
動
の
宗
教
的
世
界
観
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
清
朝
の
「
わ
れ
わ

れ
」（w

e-feeling

）
意
識
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
「
霊
異

伝
説
と
は
あ
る
人
物
（
集
団
）
が
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
創
出
・
宣
伝

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
関
羽
の
霊
異
伝
説
に
特
有
の

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
、
関
羽
に
求
め
ら
れ
て
い
る
霊
力
、
霊
異
伝
説
の
目
的
を

読
み
取
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
に
起
き

た
天
理
教
の
乱
と
太
平
天
国
運
動
の
乱
に
対
峙
し
た
清
朝
軍
の
軍
事
行

動
に
関
す
る
官
僚
の
上
奏
文
で
あ
る
。
そ
の
文
章
か
ら
は
、
邪
教
に
よ

る
非
常
事
態
・
危
機
状
態
→
関
聖
帝
君
の
顕
聖
→
秩
序
・
規
範
の
回
復

と
い
う
定
型
化
さ
れ
た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

こ
に
は
諸
神
を
動
員
し
、霊
力
を
発
揮
す
る
関
聖
帝
君
像
が
演
出
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
関
聖
帝
君
の
加
護
の
も
と
に
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い

う
意
識
が
形
成
さ
れ
、
皇
帝
か
ら
一
般
民
衆
ま
で
が
そ
の
わ
れ
わ
れ
意

識
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

　

第
三
章
「
関
帝
廟
と
い
う
装
置
」
で
は
、
関
聖
帝
君
を
祭
祀
す
る
施

設
・
空
間
と
し
て
の
寺
廟
＝
「
関
帝
廟
」
に
焦
点
を
あ
て
、
廟
と
関
聖

帝
君
の
「
顕
聖
」
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
現
代
中

国
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
関
帝
廟
に
は
神
の
姿
を
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ぎ
あ
い
が
描
か
れ
る
。
こ
の
攻
防
戦
に
つ
い
て
は
、
反
乱
集
団
側
の
観

念
世
界
に
寄
り
添
っ
た
佐
藤
公
彦
の
先
行
研
究（

3
（

が
す
で
に
あ
る
が
、
著

者
は
こ
れ
に
対
し
て
、
王
朝
（
皇
帝
）
側
の
観
念
世
界
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
反
乱
集
団
は
自
ら
信
じ
る
「
聖
な
る

力
」
―
妓
女
の
裸
体
、
鶏
・
犬
の
血
、
糞
汁
な
ど
の
不
浄
の
も
の
―
を

武
器
と
す
る
こ
と
で
王
朝
軍
に
立
ち
向
か
っ
た
が
、
王
朝
軍
も
ま
た
、

自
ら
信
じ
る
「
聖
な
る
力
」
―
関
聖
帝
君
の
加
護
―
を
奉
じ
て
反
乱
集

団
に
対
峙
し
た
。
反
乱
軍
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
最
後
の
手
段
と
し
て

同
様
の
不
浄
の
も
の
を
用
い
た
王
朝
軍
の
武
官
は
、
後
に
乾
隆
帝
の
不

興
を
買
っ
て
処
罰
さ
れ
た
。
著
者
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
乾
隆
帝
の

観
念
世
界
で
は
関
聖
帝
君
の
「
聖
な
る
力
」
の
も
と
に
あ
る
「
わ
れ
わ

れ
」
が
、「
邪
な
（
不
浄
）」
も
の
に
敗
れ
る
は
ず
は
な
い
、
と
考
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
本
章
後
半
で
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

世
界
に
跨
る
王
朝
国
家
の
統
合
に
お
い
て
関
帝
が
果
た
し
た
役
割
を
、

新
疆
、
チ
ベ
ッ
ト
、
台
湾
に
お
け
る
関
帝
の
顕
聖
の
事
例
を
通
し
て
論

じ
て
い
る
。
乾
隆
帝
が
ク
ビ
ラ
イ
の
再
来
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
転

輪
聖
王
を
自
称
し
た
こ
と
や
モ
ン
ゴ
ル
の
民
間
英
雄
神
グ
セ
ル
・
ハ
ー

ン
を
利
用
し
た
こ
と
に
触
れ
、宋
代
以
降
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
皇
帝（
世

俗
君
主
）
と
英
雄
神
（
武
神
、
戦
神
）
と
い
う
構
図
に
関
帝
を
取
り
込

む
こ
と
で
、
清
朝
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
全
体
に
君
臨
す
る
王
権
と
し
て

の
正
統
性
を
示
そ
う
と
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

第
六
章
「
清
朝
の
版
図
・
王
権
と
関
帝
信
仰
―
乾
隆
帝
の
十
全
武
功

と
関
聖
帝
君
の
顕
聖
」
で
は
、
清
朝
の
最
大
領
域
＝
版
図
を
形
成
す
る

契
機
と
な
っ
た
乾
隆
帝
の
大
軍
事
遠
征
＝
十
全
武
功
を
取
り
上
げ
、
清

に
よ
っ
て
辮
髪
を
切
り
取
ら
れ
た
、
金
縛
り
に
陥
っ
た
と
い
う
噂
が
各

地
に
一
時
的
に
広
ま
っ
た
。
噂
は
し
ば
ら
く
す
る
と
沈
静
化
す
る
が
、

数
十
年
経
つ
と
再
び
現
れ
、
人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
江

南
デ
ル
タ
地
方
の
歴
代
の
県
志
や
郷
鎮
志
に
散
見
さ
れ
る
謡
言
に
関
す

る
記
録
か
ら
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
や
時
代
に
よ
る
変
化

に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
記
事
を
執
筆
し
た
知
識
人
の
記
述
に
よ
れ

ば
、
妖
術
に
対
し
て
一
般
民
衆
は
き
わ
め
て
無
力
で
あ
り
、
銅
鑼
や
太

鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
た
り
、
汚
物
を
散
布
し
た
り
と
い
っ
た
土
俗
的
方
法

に
す
が
る
の
み
だ
っ
た
。
で
は
、
王
朝
国
家
側
は
、
こ
の
よ
う
な
妖
術

を
駆
使
す
る
邪
教
集
団
に
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
著
者

は
、
天
理
教
関
係
者
の
供
述
書
や
光
緒
年
間
の
儲
仁
遜
『
聞
見
録
』
の

記
事
か
ら
次
の
よ
う
に
読
み
解
く
。
王
朝
国
家
は
、
関
聖
帝
君
の
顕
聖

に
よ
っ
て
邪
教
を
駆
逐
す
る
と
い
う
物
語
を
創
出
し
、
そ
こ
に
清
朝
皇

帝
も
ま
た
自
ら
武
器
を
執
っ
て
戦
う
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
差
し
挟
む

こ
と
で
、「
わ
れ
わ
れ
」
は
関
聖
帝
君
に
庇
護
さ
れ
た
王
朝
国
家
で
あ

る
と
い
う
世
界
観
を
提
示
し
た
。
王
朝
国
家
の
こ
う
し
た
世
界
観
は
民

間
に
も
一
定
程
度
受
容
・
反
映
さ
れ
て
お
り
、
民
衆
レ
ヴ
ェ
ル
の
信
仰

と
王
朝
国
家
の
世
界
観
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
五
章
「
清
朝
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
統
合
と
関
聖
帝
君
」
で
は
、
乾

隆
帝
時
代
の
大
軍
事
遠
征
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
に
跨
る
大
領
域
の
形
成

と
統
合
の
過
程
に
お
い
て
、
漢
民
族
の
英
雄
神
（
武
神
、
戦
神
）
＝
関

羽
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
前
半
で
は
、
乾
隆

三
九
年
（
一
七
七
四
）
の
清
水
教
王
倫
の
乱
の
顛
末
を
手
が
か
り
と
し

て
、
反
乱
集
団
と
清
朝
国
家
（
皇
帝
）
の
観
念
的
世
界
に
お
け
る
せ
め
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羽
信
仰
に
関
す
る
見
通
し
を
述
べ
て
本
書
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

二
．
本
書
の
意
義
と
若
干
の
疑
問
点

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
評
者
は
最
初
に
本
書
を
読
み
終
え
た
と
き
、

な
る
ほ
ど
歴
史
学
か
ら
の
関
帝
信
仰
と
は
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る

の
か
と
一
種
の
感
銘
を
受
け
た
。
評
者
が
と
く
に
そ
の
よ
う
に
感
じ
た

の
は
、
第
五
章
か
ら
第
六
章
に
か
け
て
、
清
朝
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
へ

の
版
図
の
拡
大
と
統
合
の
過
程
に
お
い
て
関
羽
が
果
た
し
た
役
割
を
、

精
緻
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
論
じ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
関
帝
信
仰
を

単
純
に
中
国
人
、
漢
民
族
の
宗
教
と
ば
か
り
見
て
い
た
評
者
に
と
っ
て

は
非
常
に
新
鮮
だ
っ
た
。
ま
た
限
ら
れ
た
範
囲
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
イ
ン

テ
ン
シ
ヴ
な
調
査
を
得
意
と
す
る
人
類
学
的
・
民
俗
学
的
研
究
に
は
な

い
広
域
的
な
視
点
と
、
地
方
志
や
檔
案
資
料
な
ど
の
多
彩
な
史
料
を
自

在
に
駆
使
す
る
力
に
も
圧
倒
さ
れ
た
。

　

評
者
は
こ
れ
ま
で
、
海
外
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
は
な
ぜ
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
関
帝
が
祀
ら
れ
て
い
る
の
か
と
聞
か
れ
る
と
、
商
売

の
神
様
だ
か
ら
と
か
、
お
金
儲
け
の
神
様
（
財
神
）
だ
か
ら
と
答
え
て

お
茶
を
濁
し
て
い
た
の
だ
が
、
本
書
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン

ト
を
与
え
て
く
れ
た
。
著
者
は
、
山
西
会
館
創
建
の
碑
文
を
資
料
と
し

て
、
中
国
の
辺
境
地
域
や
海
外
で
商
売
を
営
む
商
人
た
ち
が
、
清
朝
の

「
統
一
中
外
」
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
版
図
を
、
関
帝
に
加
護
さ
れ
た
世

界
と
し
て
強
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
二
二
九
頁
）。

　

評
者
は
こ
こ
数
年
広
東
省
西
部
の
高
州
府
や
信
宜
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド

朝
の
版
図
・
王
権
と
関
羽
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
掘
り
下

げ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
清
朝
国
家
が
モ
ン
ゴ
ル
、
新
疆
、
チ
ベ
ッ

ト
な
ど
の
「
藩
部
」
に
影
響
力
を
強
め
、
形
成
し
て
き
た
「
版
図
」
と

は
、
決
し
て
近
代
的
な
意
味
の
「
領
土
」
で
は
な
く
、
ゆ
る
や
か
な
宗

教
的
・
政
治
的
「
共
同
体
」
と
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
乾
隆
帝
は
十

全
武
功
に
よ
る
「
版
図
」
の
拡
大
を
記
憶
化
・
可
視
化
す
る
た
め
に
、

地
図
や
絵
図
、
報
告
書
を
作
成
さ
せ
た
。
そ
し
て
新
し
く
版
図
に
編
入

さ
れ
た
地
域
に
は
、
そ
の
内
部
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
、
多
く
の
関
帝

廟
を
建
立
さ
せ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
関
帝
廟
の
設
置
は
、
そ
の
地
の
版

図
編
入
と
そ
の
後
の
維
持
・
安
定
が
皇
帝
の
徳
と
関
聖
帝
君
の
霊
佑
・

護
持
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
い
わ
ば
清
朝
支
配
の
刻
印
と

し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
乾
隆
帝
や
文
武
官
僚
に
よ
る
関

帝
の
霊
異
伝
説
の
創
出
と
関
帝
廟
の
建
立
は
、
清
朝
の
中
華
皇
帝
の
権

威
を
漢
民
族
の
一
般
民
衆
に
承
認
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
清

朝
国
家
は
民
間
信
仰
の
あ
り
様
を
積
極
的
に
受
容
し
つ
つ
、関
帝
を「
中

外
一
統
」
と
い
う
王
朝
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
体
現
す
る
最
高
武
神
と
性

格
づ
け
る
こ
と
で
、
王
朝
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
民
間
信
仰
に
浸
透
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

終
章
「
国
家
と
宗
教
」
で
は
、
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
、
関
羽
の
霊

異
伝
説
か
ら
見
た
近
世
国
家
＝
清
朝
と
宗
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ま

と
め
、
清
朝
期
に
お
い
て
関
帝
信
仰
が
果
た
し
た
役
割
を
総
括
し
て
い

る
。
ま
た
そ
の
議
論
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
日
本
や
朝
鮮
な
ど
の
他

の
王
権
と
の
比
較
分
析
も
試
み
て
い
る
。
最
後
に
、
近
代
国
家
＝
中
華

民
国
に
お
け
る
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
の
関
羽
信
仰
と
し
て
、
近
代
以
降
の
関
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あ
っ
た
こ
と
は
、
府
や
県
の
武
廟
（
関
帝
廟
）
で
、
春
と
秋
の
二
回
、

官
員
に
よ
る
関
帝
の
祭
祀
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
白
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
評
者
の
関
帝
信
仰
へ
の
理
解
に
多
く
の
示
唆

を
与
え
て
く
れ
た
が
、
そ
の
方
法
論
や
分
析
枠
組
に
は
、
少
々
違
和
感

を
抱
か
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
主
な
も
の
と
し
て

二
点
挙
げ
る
が
、
両
者
は
関
連
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
本
書
で
は
霊
異
伝
説
の
「
創
出
」、
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ

た
「
演
出
」
や
「
企
図
」
と
い
う
よ
う
に
、
伝
説
を
人
為
的
、
作
為
的

に
創
り
出
す
、
ま
た
は
利
用
す
る
と
い
う
意
味
を
強
く
持
つ
語
彙
が
多

用
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
言
葉
が
出
て
く
る
た
び
に
、
霊
異
伝
説
が

持
つ
宗
教
性
―
人
間
の
智
慧
の
及
ば
な
い
超
自
然
的
な
力
に
対
す
る
恐

れ
や
そ
の
よ
う
な
力
を
持
つ
神
へ
の
帰
依
と
い
う
要
素
―
を
著
者
は
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
霊
異
伝
説

の
記
事
は
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
以
上
、
撰
者
や
撰
者
が
所
属

す
る
集
団
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得
る
だ

ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
記
事
の
元
に
な
っ
た
口
頭
伝
承
は
、
撰
者
が
単
独

で
「
捏
造
」
し
た
り
、
撰
者
が
帰
属
す
る
集
団
が
創
作
し
た
も
の
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
評
者
が
抱
い
た
違
和
感
は
、
文
字
で
書
か
れ
た
史

料
を
扱
う
歴
史
学
で
は
、
誰
が
何
の
た
め
に
書
い
た
の
か
と
い
う
、
テ

キ
ス
ト
に
埋
め
込
ま
れ
た
書
き
手
の
意
図
を
吟
味
す
る
こ
と
が
ま
ず
重

要
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
の
に
対
し
て
、
口
頭
伝
承
を
扱
う
民
俗

学
や
人
類
学
で
は
、
伝
承
と
は
あ
る
個
人
や
集
団
の
立
場
を
一
方
的
に

表
明
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
共
同
体
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
成

と
し
て
関
帝
信
仰
や
扶
鸞
結
社
の
研
究
を
行
っ
て
い
る（

4
（

。
地
方
志
か
ら

資
料
を
集
め
る
こ
と
も
多
い
が
、最
近
目
を
通
し
た
光
緒
『
信
宜
県
志
』

の
「
関
帝
廟
」
の
項
に
「
邑
人
李
世
芳
記
」
と
題
す
る
撰
文
が
あ
る（

5
（

。

李
世
芳
は
冒
頭
で
『
中
庸
』
の
中
の
一
節
「
是
以
声
名
、洋
溢
乎
中
国
、

施
及
蠻
貊
、
…
」
を
引
用
し
、『
中
庸
』
の
言
う
「
至
聖
声
名
之
盛
」

と
は
ま
さ
に
関
聖
帝
君
が
現
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
撰
者

が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
、
評
者
は
最
初
あ
ま
り
ピ
ン
と

来
な
か
っ
た
の
だ
が
、
本
書
を
読
ん
で
納
得
し
た
。
一
介
の
下
級
士
人

で
あ
っ
た
李
世
芳
に
と
っ
て
も
、
関
帝
と
は
ま
さ
に
、「
そ
の
声
名
が

中
国
に
洋
溢
し
、
ひ
い
て
は
蛮
貊
に
及
ぶ
」
よ
う
な
聖
人
で
あ
り
、「
国

内
に
祀
ら
れ
て
千
数
百
年
、
我
朝
（
清
朝
）
に
至
り
盛
ん
と
為
る
」
と

認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た（

6
（

。
こ
の
よ
う
に
地
方
の
下
級
知
識
人
や

商
人
の
撰
文
の
な
か
に
も
、
関
帝
に
加
護
さ
れ
る
中
華
帝
国
へ
の
誇
り

に
満
ち
た
言
葉
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
清
代
の
地

方
社
会
に
お
け
る
関
帝
信
仰
の
拡
が
り
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
も
っ
と

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

　

第
三
章
の
「
関
帝
廟
は
関
聖
帝
君
の
顕
聖
を
記
憶
・
伝
承
し
、
関
帝

廟
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
空
間
を
聖
な
る
空
間
に
変
え
る
機
能
を
持
っ
て

い
た
」
と
い
う
指
摘
も
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
。
評
者
は
扶
鸞
の
調
査

を
通
し
て
、
乩
壇
に
神
々
が
降
臨
し
、
文
字
で
書
か
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
降
す
と
い
う
場
に
こ
れ
ま
で
何
度
も
立
ち
会
っ
て
き
た
が
、
う
か
つ

に
も
廟
と
い
う
空
間
そ
の
も
の
が
神
の
顕
聖
を
記
憶
・
伝
承
す
る
装
置

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
関
帝
廟

が
王
朝
の
統
治
・
支
配
を
象
徴
す
る
政
治
性
を
色
濃
く
帯
び
た
施
設
で
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わ
れ
る
が
、そ
れ
は
基
層
社
会
に
す
で
に
醸
成
し
て
い
た
関
帝
信
仰
に
、

国
家
が
お
墨
付
き
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
違
和
感
は
、
史
料
を
分
析
す
る
際
、
王
朝
国
家
（
皇
帝
）

＝
官
僚
・
知
識
人
＝
関
帝
信
仰
対
民
衆
＝
邪
教
＝
妖
術
と
い
う
二
分
法

的
枠
組
み
に
偏
り
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た

と
え
ば
「
白
蓮
の
術
」
を
め
ぐ
る
知
識
人
の
叙
述
に
見
出
さ
れ
る
、
な

す
す
べ
も
な
く
右
往
左
往
す
る
民
衆
に
対
す
る
態
度
は
、
著
者
の
言
う

と
お
り
「
知
識
人
な
ら
で
は
の
き
わ
め
て
冷
静
沈
着
な
態
度
」（
一
三
七

頁
）
と
も
読
め
る
が
、
わ
れ
わ
れ
知
識
人
は
下
層
の
民
衆
と
は
違
う
の

だ
と
い
う
冷
笑
的
な
態
度
と
も
読
み
取
れ
る
。
知
識
人
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
史
料
に
は
、
一
般
民
衆
と
の
差
異
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
バ
イ

ア
ス
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
著
者
に
と
っ
て
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
知
識
人
は
関
帝
の
忠
義
や
義
勇
を
、
民
衆
は
関
帝

の
破
邪
、乞
雨
、祈
晴
、託
宣
の
力
を
信
仰
し
て
い
た
と
い
う
記
述（
九
七

頁
）
は
、
知
識
人
と
民
衆
の
意
識
や
心
性
を
二
項
対
立
的
に
と
ら
え
す

ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

清
朝
国
家
側
は
民
衆
レ
ヴ
ェ
ル
の
信
仰
（
邪
教
集
団
を
含
む
）
を
利

用
す
る
（
取
り
込
む
）
こ
と
で
、
民
衆
の
心
性
に
近
づ
き
、
さ
ら
に
上

か
ら
の
関
帝
信
仰
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
朝
国
家
と
民
衆

レ
ヴ
ェ
ル
の
信
仰
は
互
い
に
通
底
す
る
世
界
観
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
説
明
も
、
や
や
図
式
的
に
感
じ
ら
れ
た
。
清
朝
皇
帝
や
文
武
官

僚
は
関
帝
の
符
や
お
告
げ
の
力
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
が
、
民
衆
レ

ヴ
ェ
ル
に
合
わ
せ
て
関
帝
信
仰
に
取
り
入
れ
、一
方
で
王
朝
の
守
護
神
、

儒
教
の
聖
人
と
し
て
の
関
帝
の
イ
メ
ー
ジ
を
布
教
し
た
と
い
う
こ
と
だ

員
に
よ
っ
て
、
性
別
や
身
分
や
立
場
を
越
え
て
語
り
伝
え
ら
れ
、
共
有

さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る
、
と
い
う
違
い
か
ら
来
て
い
る
と
も
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
広
東
省
博
羅
県
の
反
乱
軍
鎮
圧
後
、
満
州
人
官
僚
那
彦
成

が
清
朝
軍
の
勝
利
は
関
聖
帝
君
の
霊
佑
に
よ
る
も
の
だ
と
奏
上
し
た
記

事
に
関
し
て
、
著
者
は
「
本
来
な
ら
ば
清
朝
皇
帝
に
反
乱
の
鎮
圧
を
報

告
す
る
だ
け
で
よ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
」、
わ
ざ
わ
ざ
関
聖
帝
君
の
霊

異
伝
説
を
上
奏
文
に
挿
入
し
た
の
は
、「
基
層
社
会
の
人
び
と
に
対
し

て
も
関
聖
帝
君
の
加
護
に
よ
っ
て
災
禍
を
免
れ
た
こ
と
を
宣
伝
」
す
る

た
め
だ
っ
た
と
解
釈
す
る（
九
五
頁
）。
だ
が
、噂
＝
伝
承
そ
の
も
の
は
、

那
彦
成
が
創
作
し
た
も
の
で
は
な
い
。「
反
乱
軍
は
関
帝
の
霊
籖
の
神

託
に
惑
わ
さ
れ
て
敗
北
し
た
」、「
関
帝
は
反
乱
軍
で
は
な
く
清
軍
に
味

方
を
し
た
」
と
い
う
噂
は
自
然
に
沸
き
起
こ
っ
た
も
の
で
、
当
時
清
軍

の
兵
士
や
地
域
住
民
、
い
や
反
乱
軍
に
加
わ
っ
た
匪
徒
の
間
に
さ
え
も

広
が
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
確
か
に
著
者
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
那

彦
成
は
戦
況
報
告
を
奏
上
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
噂
を
霊
異
伝
説
の

定
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
書
き
変
え
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
関

帝
が
霊
異
を
顕
し
た
と
い
う
噂
は
、
そ
の
場
に
い
た
人
々
や
そ
れ
を
聞

き
伝
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
よ
っ
て
共
感
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
広
く
語

り
伝
え
ら
れ
、
那
彦
成
自
身
の
耳
に
も
届
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
那

彦
成
自
身
も
、さ
も
あ
り
な
ん
と
関
帝
の
加
護
を
確
信
し
た
か
ら
こ
そ
、

霊
異
伝
説
の
奏
上
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
那
彦
成
が
後
に
神
像
を
つ

く
ら
せ
、
廟
宇
を
修
復
さ
せ
た
こ
と
は
、
文
字
の
読
め
な
い
基
層
社
会

の
人
々
に
関
聖
帝
君
の
加
護
を
宣
伝
す
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
と
思
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し
出
さ
れ
る
一
体
感
と
は
つ
ま
り
、
宗
教
（
も
し
く
は
信
仰
）
に
基
づ

く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
体
感
が
生
ま
れ
る
に

は
、
関
帝
の
前
で
は
誰
し
も
が
そ
の
圧
倒
的
な
霊
力
に
対
し
て
一
様
に

畏
怖
の
念
を
持
ち
、
危
機
的
状
況
の
中
で
も
は
や
関
帝
の
力
に
す
が
る

し
か
な
い
と
い
う
宗
教
的
感
情
が
人
々
の
間
に
沸
き
上
が
り
、
そ
の
感

情
が
多
様
な
人
々
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ず
肝
心
で
あ
ろ
う
。
上
か

ら
の
権
威
付
け
や
お
墨
付
き
は
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
。
人
々
は
、
上
か
ら
の
権
威
付
け
や
お
墨
付
き
が
あ
る
と
い
う
理

由
で
、
神
を
信
じ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
関
帝
を
信
仰
し
、

関
帝
を
核
と
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
意
識
を
共
有
し
て
い
る
多
様
な
人
々

は
、
個
人
的
ま
た
は
集
団
的
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
関
帝
の
霊
験
に

触
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
経
験
を
誰
と
ど
の
よ
う
に
分
か
ち
合
っ
た
の

か
。
関
帝
信
仰
を
通
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
意
識
の
形
成
と
そ
の
内
実
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
王
朝
国
家
の

立
場
か
ら
書
か
れ
た
資
料
だ
け
で
な
く
、
中
下
層
の
人
々
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
善
書
や
扶
鸞
を
介
し
た
鸞
書
、
た
と
え
ば
『
関
帝
明
聖
経
』

や『
関
聖
帝
君
覚
世
経
』、ま
た
そ
れ
ら
に
掲
載
さ
れ
た
霊
験
譚
な
ど
に
、

も
っ
と
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

　

本
書
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
関
帝
信
仰
研
究
の
近
年
に
お
け

る
優
れ
た
研
究
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
中
国
宗
教
史
研
究
者
テ

レ
・
ハ
ー
レ
（ter H

aar, Barend J.

）
が
二
〇
一
七
年
に
上
梓
し
た

G
uan Y

u: T
he R

eligious A
fterlife of a Failed H

ero

（『
関
羽
：

挫
折
し
た
英
雄
の
死
後
の
宗
教
的
生
涯（

8
（

』
が
あ
る
。
当
該
書
は
民
俗
学

や
人
類
学
へ
の
指
向
を
強
く
帯
び
た
宗
教
史
研
究
で
あ
り
、
王
朝
国
家

ろ
う
か
。
清
朝
皇
帝
や
文
武
官
僚
の
宗
教
観
や
邪
教
観
に
つ
い
て
は
、

も
う
少
し
個
々
の
事
例
に
踏
み
込
ん
だ
史
料
の
裏
付
け
が
ほ
し
い
と
感

じ
た
。
た
と
え
ば
嘉
慶
帝
の
下
で
『
四
庫
全
書
』
や
『
道
蔵
輯
要
』
の

編
纂
に
携
わ
っ
た
朱
珪
（
一
七
三
一
―
一
八
〇
六
）
を
始
め
と
す
る
北

京
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
た
ち
は
、
呂
祖
（
呂
洞
賓
）
を
主
神
と
す
る
覚
源

壇
と
い
う
乩
壇
に
し
ば
し
ば
集
い
、
内
丹
修
養
や
善
書
の
編
纂
に
熱
心

に
取
り
組
ん
で
い
た（

7
（

。
官
僚
、
知
識
人
も
か
な
り
の
程
度
、
神
々
の
符

や
お
告
げ
の
力
を
本
気
で
信
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
的
心
性

に
つ
い
て
は
、
私
的
な
部
分
ま
で
含
め
て
、
よ
り
慎
重
に
吟
味
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

識
字
率
の
上
昇
も
あ
っ
て
、明
清
期
に
お
け
る
関
帝
信
仰
の
信
者
は
、

上
は
高
級
官
僚
や
豪
商
、
大
地
主
か
ら
、
下
は
下
級
役
人
や
店
員
、
行

商
人
、
船
頭
と
い
っ
た
人
々
に
ま
で
及
ん
だ
。
官
と
民
の
分
断
が
顕
著

で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
清
朝
時
代
に
、な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
広
大
な
領
域
の
、

こ
れ
ほ
ど
多
様
な
人
々
の
間
に
関
帝
信
仰
が
広
が
り
、
関
帝
に
加
護
さ

れ
て
い
る「
わ
れ
わ
れ
」と
い
う
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
の
か
。
本
書
の
こ
の
問
い
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
か
ら
こ
そ
、「
民
間
の
“
下
か
ら
の
”
信
仰
よ
り
、
む
し
ろ
…

上
か
ら
の
権
威
づ
け
が
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
」
と
言
う
著
者
の

答
え
か
ら
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

著
者
の
言
う
「
わ
れ
わ
れ
」
意
識
を
、
身
分
や
階
層
や
地
域
や
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
を
越
え
て
共
有
さ
れ
る
一
体
感
、
ま
た
は
帰
属
意
識
（
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
の
一
種
と
理
解
す
る
な
ら
、
関
帝
信
仰
に
よ
っ
て
醸
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と
す
る
本
書
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
見
方
を
と
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
見
解
の
相
違
は
、
一
方
は
関
帝
信
仰
の
す
そ
野
に
視
点
を
置

き
、
一
方
は
国
家
に
視
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
来
て
い
る
と
も
い

え
よ
う
。
本
書
の
著
者
の
意
見
を
ぜ
ひ
聞
い
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
書
に
対
し
て
評
者
が
抱
い
た
違
和
感
を
い
く
つ
か
挙
げ
た

が
、
本
書
が
こ
れ
ま
で
の
関
帝
信
仰
研
究
で
は
あ
ま
り
光
が
あ
て
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
問
題
―
清
朝
国
家
と
関
帝
信
仰
の
結
び
つ
き
―
を
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
視
点
か
ら
論
じ
、
そ
の
重
要
性
を
喚
起
し
た
と
い
う
点
に

お
い
て
、
日
本
を
代
表
す
る
関
帝
信
仰
研
究
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
大
学
時
代
に
卒
論
で
関

帝
を
取
り
上
げ
、
博
士
論
文
で
関
帝
の
霊
異
伝
説
を
取
り
上
げ
た
と
い

う
。
関
帝
研
究
を
出
発
点
と
し
、
い
ま
や
中
国
農
村
調
査
か
ら
法
制
史

や
日
中
戦
争
史
ま
で
幅
広
い
分
野
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
た
著
者

は
、
本
書
の
締
め
く
く
り
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
関
帝

信
仰
の
研
究
は
中
国
宗
教
史
の
一
部
分
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
史

の
一
部
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
歩
深
め
て
い
え
ば
国
体
思
想
史
、
精
神

史
の
一
部
分
を
も
な
す
も
の
で
あ
る
」（
二
五
〇
頁
）。
著
者
の
今
後
の

研
究
に
改
め
て
期
待
し
た
い
。

 

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）

 

（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
文
学
部
）

註（
1
）  
朝
山
明
彦
「
関
帝
信
仰
研
究
文
献
目
録
【
和
文
編
】」 『
三
国
志
研
究
』

第
五
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
五
一
―
一
五
八
頁
。

と
宗
教
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
本
書
と
は
出
発
点
が
異

な
る
も
の
の
、
両
者
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。
テ
レ
・
ハ
ー
レ
は
、

関
羽
が
死
後
、
い
か
に
し
て
神
格
化
を
遂
げ
、
そ
の
信
仰
が
ど
の
よ
う

に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
を
、
地
方
志
、
説
話
、
聖
人
伝
、
民
間
伝
承
、

碑
文
、
芝
居
、
善
書
、
宝
巻
な
ど
の
史
料
か
ら
描
き
出
し
て
い
る
が
、

中
で
も
注
目
し
て
い
る
の
が
、関
帝
が
誰
、ま
た
は
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
人
々
に
対
し
て
、
い
か
な
る
霊
験
を
顕
し
た
の
か
と
い
う
霊

異
伝
説
で
あ
る
。
彼
は
関
帝
を
は
じ
め
と
す
る
こ
う
し
た
神
々
の
物
語

を
、
人
々
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
、
共
有
さ
れ
た
歴
史
と
見
な
し
、
こ
れ

ら
の
物
語
を
構
築
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
と
位
置
付
け
て
い
る
。

　

本
書
と
テ
レ
・
ハ
ー
レ
の
霊
異
伝
説
の
と
ら
え
か
た
に
は
、
明
ら
か

な
相
違
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
が
霊
威
伝
説
を
誰
か
の
何
ら
か
の

意
図
や
目
的
の
下
に
「
書
か
れ
た
」
テ
キ
ス
ト
と
捉
え
て
い
る
の
に
対

し
、
テ
レ
・
ハ
ー
レ
は
あ
く
ま
で
も
「
話
さ
れ
た
」
も
の
と
捉
え
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
違
い
は
、
結
論
部
分
に
も
及
ん
で
い

る
。テ
レ
・
ハ
ー
レ
は
結
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。特
定
の
神
々
、

と
く
に
天
后
や
関
帝
の
信
仰
は
他
の
信
仰
よ
り
も
全
国
的
に
普
及
し
、

ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ワ
ト
ソ
ン
（W

atson, Jam
es 

L.

）
の
言
う
「
標
準
化
」（standardization

（
9
（

）
が
進
ん
だ
。
だ
が
そ

れ
は
定
期
的
な
人
間
関
係
に
支
え
ら
れ
た
口
承
文
化
に
よ
っ
て
、
一
貫

し
た
物
語
や
慣
習
が
各
地
に
伝
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
ワ
ト
ソ
ン

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
が
関
与
し
た
た
め
で
は
な
い（

（1
（

。
つ
ま
り
、

関
帝
信
仰
の
普
及
に
は
上
か
ら
の
権
威
づ
け
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
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D
avid Johnson, A

ndrew
 N

athan, and Evelyn S. Raw
ski, 292-

394, Berkeley: U
niversity of California Press, 1985.

　
（
10
）  

ter H
aar. G

uan Y
u: T

he R
eligious A

fterlife of a Failed 
H

ero, pp. 251-252.

（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
）

　
（
2
）  

厲
鬼
（
祀
り
手
の
な
い
死
者
や
異
常
死
者
の
魂
）
が
顕
聖
す
る
こ

と
で
聖
別
化
さ
れ
、
神
と
な
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
拙

著
『〈
神
〉
と
〈
鬼
〉
の
間
―
中
国
東
南
部
に
お
け
る
無
縁
死
者
の
埋

葬
と
祭
祀
』
風
響
社
、
二
〇
一
二
年
は
、
本
書
の
主
題
と
も
関
連
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
（
3
）  

佐
藤
公
彦
「
乾
隆
三
九
年
王
倫
清
水
教
叛
乱
小
論
―
義
和
団
序
説
」

『
一
橋
論
叢
』
八
一
巻
三
号
、
一
九
七
九
年
、
三
二
一
―
三
四
一
頁
。

　
（
4
）  

志
賀
市
子
「
粤
西
地
域
の
経
堂
―
一
九
世
紀
末
扶
鸞
結
社
運
動
の

伝
播
と
地
方
化
」『
華
南
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
二
一
年
、
二
五
―

四
三
頁
。

　
（
5
）  

光
緒
『
信
宜
県
志
』
巻
二
、
建
置
志
三
、
壇
廟
、
二
頁
。

　
（
6
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
。「『
中
庸
』
言
至
聖
聲
名
之
盛
、
曰
：
洋
溢

乎
中
國
、
施
及
蠻
貊
、
舟
車
所
至
、
人
力
所
通
、
天
之
所
覆
、
地
之
所
載
、

日
月
所
照
、
霜
露
所
墜
、
凡
有
血
気
者
、
莫
不
尊
親
於
帝
君
見
之
矣
。

帝
君
祀
於
海
内
千
数
百
年
、
至
我
朝
而
為
盛
、
春
秋
二
祀
、
天
子
致
祭
。」

　
（
7
）  

Goosaert, V
incent, “Spirit W

riting, Canonization, and the 
Rise of D

ivine Saviors: W
enchang, Lüzu, and Guandi, 1700-

1858. ” Late Im
perial China, 36-2, 2015, pp. 94-104.

　
（
8
）  

ter H
aar, Barend J. G

uan Y
u: T

he R
eligious A

fterlife of 
a Failed H

ero. O
xford: O

xford U
niversity Press, 2017.

　
（
9
）  

ワ
ト
ソ
ン
は
、
天
后
（
媽
祖
）
信
仰
を
事
例
と
し
て
、
地
方
の
宗

教
伝
統
が
皇
帝
か
ら
の
勅
封
と
王
朝
の
祀
典
へ
の
編
入
に
よ
っ
て
国
家

公
認
の
神
と
な
り
、
文
明
と
秩
序
と
国
家
に
対
す
る
忠
誠
を
象
徴
す
る

神
と
し
て
、
再
び
地
方
社
会
に
拡
が
っ
て
い
く
過
程
を
「
標
準
化
」
と

い
う
概
念
を
用
い
て
論
じ
た
。
詳
し
く
はW

atson, Jam
es L. 

“Standardizing the gods: T
he Prom

otion of T
’ien H

ou 

（‘Em
press of H

eaven ’

） along the South China Coast, 960-
1960, ” in Popular Culture in Late Im

perial China, eds., by 


