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漢
人
の

「
他
者
観
」
に

つ
い
て

ー

社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
実
践
1

羅

紅
光

こ
の
小
論
の
試
み
と
し
て
は
、
漢
人
に
は
、
周
辺
民
族
や
異
国
人

・
異
文
化

に
た
い
し
て
確
固
た
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
「
中
華
思

想
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
人

(主
に
漢
人
)
は
能
動
的
に
他
者
を
解

釈
し
、
そ
の
他
者
は
漢
人
か
ら
遠
け
れ
ば
遠
い
ほ
ど
そ
の
意
味
が
瞹
昧
と
な
る

が
、
そ
こ
か
ら
漢
人
の
自
己
認
識
と
そ
の
文
化
の
輪
郭
が
浮
び
上
が
る
。
筆
者

は
こ
の
よ
う
な
点
を
、
漢
人
の
他
者

・
異
文
化
に
た
い
す
る
解
釈
的
実
践
を
漢

人
の

「他
者
観
」
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ

っ
て
そ
の

「他
者
観
」
が
危
機
に
曝
さ
れ
た
場
合
、
漢
人
た
ち
は
そ
の
解
釈
的
実
践
を
通

じ
て
自
分
た
ち
の
秩
序
を
如
何
に
取
り
戻
す
の
だ
ろ
う
か
を
見
出
し
た
い
。

多
民
族
社
会
と
し
て
の
中
国
は
、
と
り
わ
け

一
九
四
九
年
の
中
華
・人
民
共
和

国
の
成
立
と
同
時
に
、
各
民
族
間
の
平
等
原
理
を
社
会
主
義
理
論
の

一
環
と
し

て
初
め
て
導
入
し
た
。
中
華
人
民
共
和
国
の

「
中
華
」
と
は
中
国
全
体
を
意
味

し
、
漢
民
族
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
少
数
民
族
も

「中
華
民
族
」
と
い
う
大

き
な
枠
組
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
新
た
な
秩
序
の
な

か
で
は
、
多
数
民
族
で
あ
る
漢
人
が
少
数
民
族
を
力
で
押
さ
え
て
自
分
た
ち
の

秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
単
純
な
図
式
を
こ
え
て
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
他

者
関
係
の
な
か
で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
を
解
決
す
る
た
め
に
、
漢
人
と
し

て
の
秩
序
の
再
編
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
社
会
主
義
ど
う
し
の
国
々
の
間
に
は
そ
の
実
践
の

相
対
化
が
見
ら
れ
、
社
会
主
義
国
家
の
内
部
に
お
け
る
民
族
問
題
も
依
然
と
し

て
厳
し
い
。
本
論
で
は
、
中
国
の
国
内
の
文
化
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
特
に
青

木
保
が
指
摘
し
た

「政
治
、
経
済
摩
擦
の
背
後
に
文
化
摩
擦
が
あ
る
」
と
の
主

　　
　

張
を
受
け
て
、
そ
の

一
例
と
し
て
、
今
日
の
中
国
を
取
り
上
げ
、
漢
人
の
中
華
た

る
秩
序
の
再
生
産
的
な
性
格
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論

で
は
基
本
的
な
レ
ベ
ル
の
問
題
点
と
し
て
、
身
体
内
の
問
題
か
ら
考
究
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
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一
、
漢
人
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚

儀
礼
研
究
に
お
け
る

一
つ
の
重
要
な
点
は
、
人
間
が
身
体
を
使

っ
て
環
境
的

な
要
素
を
メ
カ
ニ
カ
ル
に
操
作
し
、
そ

の
変
化
、
あ
る
い
は
移
行
を
探
る
こ
と

に
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
変
化
を
最
終
的
に
社
会
的
次
元
に
ま
で

延
長
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
努
力

で
あ

っ
た
。

身
体
の
実
践
で
は
、
文
化
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
身
体
的
装
飾
、
身
体
的
変
工

が
行
わ
れ
て
い
る
。
坂
井
信
三
は
、
さ
ち
に
こ
の
身
体
的
な
変
工
の
可
逆
、
不

可
逆
的
な
変
形
を
広
い
意
味
で

「身
体
加
工
」
と
し
て
捉
え
、
身
体
と
文
化
、

社
会
と
の
関
係
の
な
か
で
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
身
体
は
、
文
化
に
と

っ
て
は
、

他
の
す
べ
て
の
対
象
と
同
じ
く
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
に
人
工
的
な
加
工
の
対

　　
　

象
で
あ
る
。
こ
の

「身
体
加
工
」
に
関
わ
る

一
連
の
儀
礼
を
通
し
て
社
会
的
変

化
が
達
成
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ

ィ
ク
タ
ー

・
タ
ー
ナ
ー
は
通
過
儀
礼
に
よ

っ
て
、
集
団
な
い
し
個
人
の
社
会
的
地
位
が
変
化
し
、
そ
の
変
化
は
、
象
徴
的

　ヨ
　

な
誕
生
や
破
壊
に
よ
る
も
の
だ
と
考

え
て
い
る
。

筆
者
億
こ
こ
で
、
お
の
お
の
の

「身
体
加
工
」
を
通
し
て
社
会
に
お
け
る
変

化
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
身
体
を
単
に
生
理
的
な
身
体
を
こ

え
て
、
文
化
的
な
意
味
を
こ
め
て
使

い
た

い
。
こ
れ
ま
で
た
と
え
ば
、
「太
極

拳
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
漢
人
の
身
体
の
実
践
は
健
康
法
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

と
い
う
狭
い
範
囲
で
し
か
捉
え
ら
れ

て
こ
な
か

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
漢

人
を
と
り
ま
く
自
然
、
環
境
、
社
会
と
密
接
に
か
か
わ
る
文
化
的
な
性
質
を
も

つ
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
漢
人
は
身
体
の
実
践
を
通
し
て
何
を
求
め

て
い
る
の
か
、
ざ
ら
に
は
そ
の
実
践
に
み
ら
れ
る
文
化
的
な
性
質
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

1
.
「
調
和
」
を
め
ぐ
る
身
体
の
実
践

"
中
国
で
は
、
毎
朝
、
毎
晩
、
家
の

庭
で
、
公
園
、
広
場
、
「
太
極
拳
」
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
人
が
大
勢
い
る
。

健
康
維
持
の
た
め
で
あ

っ
た
り
、
体
質
の
改
善
の
た
め
で
あ

っ
た
り
、
そ
の
目

的
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
は
知
的
な
趣
味
と
し
て
認
め
ら
れ
、
人

々
に
特

に
好
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
な
実
践
が
を
次
の
通
り
で
あ
る
。

実
践
の
プ

ロ
セ
ス
は
大
き
く

「静
」
と

「動
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
先

ず
、
目
を
閉
じ
た
ま
ま
、
瞑
想
状
態
か
ら
始
め
る
。
最
初
は
、
両
足
が
肩
と
同

じ
間
隔
で
身
体
の
重
心
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
支
え
て
立

っ
た
ま
ま
、
ゆ

っ
た
り
と

し
た
姿
勢
で
、
肩
の
力
を
抜
き
、
肢
体
の
運
動
を
し
な
い
。
次
に
、
意
識

(中

国
語
で
は

「意
念
」
[鼠
ロ
き
凵
の
意
)
を
集
中
し
、
さ
ら
に
腹
式
呼
吸
を
し
な

ぞ
　

が
ら
念
じ
て
、
気
を

「
丹
田
」
か
ら
持
ち
だ
し
、
そ
の
気
を
経
絡
に
沿

っ
て
流

し
、
そ
れ
を
通
じ
て
気
と
血
の
運
行
を
促
進
さ
せ
る
。
そ
れ
か
ら

「動
」
の
状

態
に
入
り
、
肢
体

の
各
部
分
の
運
動
に
よ

っ
て
、
経
絡
の
通
路
を
開
く
。
こ
の

段
階
ま
で
の
特
徴
は
、
姿
勢
を
ゆ

っ
く
り
と
右
、
左
に
動
か
し
な
が
ら
、
体
の

重
心
を
移
動
さ
せ
、
手
は
、
左
右
の
手
の
掌
を
向
い
合
わ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
、

同
じ
方
向
に
向
け
た
り
し
な
が
ら
、
滑
ら
か
に
動
か
す
。
こ
う
し
た
意
識
の
力

(念
の
力
と
も
呼
ぶ
)
で
、
こ
の
決
め
ら
れ
た

「静
」
と

「動
」
と
い
う
往
復
.

運
動
が
行
わ
れ
る
。

「静
」
は
経
絡
上
の
気
の
流
れ
に
働
き
、
「
動
」
は
全
身
に
作
用
し
、
こ
の

往
復
運
動
が
、
経
絡
を
通
し
て
全
身
の
調
節
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
気
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
と
し
て
経
絡
を
通
し
て
身
体
の
前
後
、
上
下
、
左
右
、
遠
近
、
内
外
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と
い
う
ふ
う
に
、
身
体
の
陰
陽
の
間
に
絶
え
間
な
く
交
換
を
行
い
な
が
ら
循
環

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の

「太
極
」
で
あ
る
秩
序
が
は
じ

め
て
保
た
れ
う
る
。
こ
の
実
践
は
、
「
調
息
」
、
「
調
身
」
、
「調
心
」
に
よ
る
身

体
秩
序
の
維
持
の
儀
礼
で
あ
り
、
こ
の
儀
礼
の
特
徴
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

先
ず
、
そ
の
内
容
的
な
プ

ロ
セ
ス
を
み
れ
ば
、
他
の
者
と
は
競
争
し
な
い
。

そ
も
そ
も
闘
い
や
競
争
な
ど
を
目
的
と
し
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
身

体
の
秩
序
を
め
ぐ
る
儀
礼
は
、

一
人

一
人
で
た
だ
単
に
静
か
に
身
体
の
秩
序
を

内
向
け
に
自
ら
築
い
て
い
く
実
践
だ
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
れ
は
中
国
思
想
に
あ

っ
た
宇
宙
発
生
論
と

一
致
し
、
人
間
と
自
然

(5
)

と
の

一
体
性
を
作
り
出
す
実
践
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
「太
極
図
説
」
に
、
「最
高

の
極
が
動
き
、
陽
を
生
ず
る
。
動
き
が
極
限
に
達
し
た
時
、
静
止

(が
結
果
す

る
)。
静
止
し
、
そ
し
て
最
高
の
極
が
陰
を
生
ず
る
。
静
止
が
極
限
に
達
し
た

時
、
再
び
動
に
返
る
。
動
と
静
は
交
互
に
起
こ
り
、
お
の
お
の
が
互
い
の
根
と

な
る
。
陰
と
陽
は
定
め
ら
れ
た
作
用
を
な
し
、
そ
し
て
二
つ
の
勢
力
が
で
き
あ

(6
)

が
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
秩
序
は
常
に
内

部
に
あ
る

「静
」
と

「動
」
と
い
う
二
つ
の
バ
ラ
ソ
ス
か
ら
生
じ
る
。
こ
う
い

っ
た
身
体
の
秩
序
を
め
ぐ
る
こ
の
静
的
/
動
的
と
い
う
現
象
は

一
見
し
て
、
相

反
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
の
両
極
端

の
現
象
は

一
つ
の
指
向
か
ら
発
生
し

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
っ
ま
り
身
体
の
秩
序
と
い
う
も
の
は
静
的
と
動
的

と
い
う
両
者
の
性
質
が
そ
ろ

っ
て
は
じ
め
て
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
身
体
の
秩
序
は
静
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
漢
人

は
、
こ
の
実
践
を
通
じ
て
、
そ
の
秩
序
を

つ
く
り
、
維
持
し
て
い
く
の
だ
と
い

え
よ
う
。

こ
の
身
体
秩
序
の
維
持
の
儀
礼
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
身
体
内
部

に
お
け
る
秩
序
は
個
人
個
人
に
と

っ
て
の
内
向
け
の
努
力
だ
と
い
う

こ
と
が
わ

か

っ
た
。
漢
人
は
こ
う
い
っ
た
身
体

の
秩
序
を
め
ぐ
る
身
体
の
実
践
か
ら
、
ど

の
よ
う
に
身
体
の
外
部

へ
展
開
し
て
社
会
を
習
得
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
次

の
節
で
は
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。

2
.
身
体
秩
序
と
自
然

"
こ
の
身
体
秩
序
の
維
持
に
極
め
て
重
要
な
二
つ
の
.

勢
力
は
、
そ
の
秩
序
を
め
ぐ

っ
て
互
い
に
対
照
的
、
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
補
完
的
な

二
項
は
象
徴
的
に
陰
陽
二
つ
の
領
域
に
分

か
れ
て
い
る
。
身
体
的
な
実
践
に
つ
い
て
の
検
討
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
漢
人
は

こ
う
し
た
陰
陽
の
バ
ラ
ン
ス
維
持
が
身
体
の
秩
序
に
と

っ
て
良
き
効
果
を
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
身
体
内
部
の
陰
陽
に
基

づ
い
て
身
体
外
部
の
世
界
を
整
然
と
、
そ
の
性
質
や
性
格
か
ら
分
類
し
て
、
自

分
た
ち
を
取
り
囲
む
自
然
環
境
を
解
釈
し
て
、
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た

(次

頁
の
図
表
を
参
照
)。

表
の
中
で
語

っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
食
物
の
中
に

「
熱
い
」
、
「
冷
た
い
」
と

い
う
異
な
る
性
質
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「熱
い
」
、
「
冷
た
い
」
と
い
う
分
類

に
基
づ
い
た
性
質
は
そ
の
食
物
固
有
の
も
の
だ
い
う
こ
と
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

体
の
陽
気
が
軟
弱
で
、
外
部
の
寒
気
の
刺
激
に
抵
抗
で
き
な
い
た
め
、
風
邪
を

ひ
い
た
と
い
う
。
逆
に
、
身
体
の
秩
序
の
性
質
に
よ

っ
て
は
、
陽
気
の
も
の
が

(7
)

い
い
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
上
火
」
は
、
身
体
内
部
の
熱
性
的
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
過
剰
な
状
態
を
指
す
。
現
象
と
し
て
は
、
歯
が
痛
か

っ
た
り
、
食

欲
の
感
覚
が
崩
れ
た
り
、
ニ
キ
ビ
が
皮
膚
に
出
た
り
、
怒
り

っ
ぽ
く
な

っ
た
り

漢人の 「他者観」について99



物 質 と 概 念 の 対 照*

'

陽 性(記 号群) 陰 性(記 号群)

熱い性質 冷たい性質 一
植

蜜柑、赤葡萄、唐か らし、黒 りん ご、 梨 、 西 瓜 、 白葡 萄 、 セ

砂 糖 、 葱 、 生 が 、 人参 、 芋 、 ロ リ、 白砂 糖 、 地 こぼ 、 大 根 、

物
麦、大豆な ど トマ ト、 胡 瓜、 米 な ど

動 男 性 的 女 性 的

亀 、 サ ソ リ、 鼠 の 糞 、 馬 、牛 、 卵 、 胎 盤、 レバ ー、 蛇 、 蛙 、

物 虎などの強い動物の筋肉など 蜥蜴な どの毒素、熊の胆 な ど

現 明るい性質 暗い性質

火 の光 り、 熱 い、 紅 、 結 婚、 燐 の 光 り、 冷 た い、 白、 葬 式 、 象

象 紅事(目 出度 い出来事)な ど 自事(悲 しい出来事)な ど

感 実.性 虚 性

興奮、攻撃、怒 り、行動、剛な ど 憂欝、保守、哀れ、道徳、柔な ど

情

*こ の表 は漢民族の信仰治療 や家庭飲食 や諺な どの 日常 習慣、並 びにジ ョゼ フ ・ニ ーダムの 『中国の科

学 と文 明』第一、二、 三、五、六 か ら部分的 にま とめた ものであ る。

す
る
と
い
う
よ
う
に
体
の
弱
い
部
分
に
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
時
に
熱
い

性
質
の
も
の
を
食
べ
る
と
、
体
内
の
火
気
が
い
っ
そ
う
強
く
な
る
の
で
、
そ
れ

に
た
い
し
て

「冷
た
い
」
性
質
の
も
の
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
は

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
時
の
体
の
調
子
に
よ

っ
て
、
熱
い
性
質
の
も
の
を
買

っ
た

り
、
冷
た
い
性
質
の
も
の
を
選
ん
だ
り
す
る
と
い
う
概
念
上
の
操
作
を
工
夫
す

る
。
ま
た
、
図
表
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
分
類
は
、
補
完
的
な
か
た
ち

で
互
い
を
意
味
付
け
、
身
体
秩
序
の
維
持
と
い
う
目
的
の
な
か
で
調
節
機
能
を

果
た
す
。」し
か
も
、
そ
れ
は
生
物
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
動
物
の
性
格
か
ら
、

も
の
の
性
質
、
人
間
の
感
情
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

へ
広
が

っ
て
お
り
、
そ
の

な
か
で
漢
人
の
日
常
生
活
上
の
感
情
や
行
動
が

コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。3

.
「
サ
ソ
リ
」
に
見
ら
れ
る
調
達
機
能

"
中
国
の
山
東
省

の
あ
る
田
舎
の

人
た
ち
が
サ
ソ
リ
を
養
殖
し
、
健
康
に
い
い
と
い
う
の
で
、
そ
れ
を
料
理
し
て

食
べ
る
こ
と
が
あ
る
。

一
般
的
に
は
漢
人
は
サ
ソ
リ
を
食
べ
る
習
慣
が
な
い
。

な
ぜ
彼
ら
が
そ
れ
を
食
べ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
。
話
に
よ
れ
ば
、
こ
の
毒
の

あ
る
も
の
の
肉
が
陽
性
の
強

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
も
攻
撃
的
で
、
身
体

の

「陰
の
増
大
」
を
抑
え
る
。
つ
ま
り
身
体
内
部
の
陽
を
補
強
す
る
効
果
が
あ

る
と
い
う
。
古
代
か
ら
確
か
に
毒
の
あ
る
も
の
、
た
と
え
ば
、
蜥
蜴
な
ど
が
攻

撃
的
な
性
質
が
強
い
も
の
と
し
て
、
陽
を
高
揚
す
る
た
め
、
陽
萎
の
治
療
な
ど

に
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
と
同
様
に
、
亀
を
料
理
し
て
食
べ
る
の
は
、
男
性
の

生
殖
器
を
強
化
す
る
の
に
用
い
ら
れ
、
中
国
の
高
級
料
理
の
中
に
ろ
ば
の
男
根

で
作

っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
を
男
性
が
食
べ
る
と
、
亀
と
同
じ
効
果
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
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身
体
の
実
践
の
と
こ
ろ
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
陰
陽
バ
ラ
ソ
ス
自

体
が
そ
の
身
体
の
秩
序
に
と

っ
て
極
め
て
重
要
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
陰
陽

い
ず
れ
の
場
合
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
か
片
方
の
過
剰
は
身
体
の
秩
序
を
乱
す
も
の

で
あ
り
、
陰
が
強
け
れ
ば
、
そ
れ
を
抑
え
る
か
、
ま
た
は
陽
を
強
め
る
か
、
い

ず
れ
か
の
手
段
に
よ

っ
て
調
節
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
さ
せ
て
い
く
。
例
の

「
サ
ソ
リ
」
は
陽
の
弱
い
時
、
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
、
他
の
民
族
と
違

っ
て
、
漢
人
は
基
本
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
食
物
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
タ
ブ

ー
は
な
い
。
イ
ス
ラ

ム
社
会
に
お
け
る

「豚
」
の
よ
う
な
タ
ブ
ー
は
、
食
物
そ
の
も
の
に
た
い
す
る

価
値
判
断
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
漢
人
の
場
合
は
、
「
太
極
」
の
秩
序
を
維
持

す
る
た
め
に
、
当
事
者
に
と
っ
て
、
そ

の
と
き
、
そ
の
場
で
も
の
の
使
用
価
値

が
生
じ
る
ゆ
そ
こ
で

「使
用
価
値
」
は
必
ず
し
も

「社
会
の
承
認
」
が
必
要
と

は
限
ら
な
い
と
い
え
る
。
さ
ら
に

「太
極
」
と
い
う
漢
人
の
身
体
的
儀
礼
で
見

た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
の
な
か

に
お
い
て
、
当
事
者
は
常
に
中
心
的
な

存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

民
族
、
文
化
に
よ

っ
て
、
人
間
と
自
然
と
の
結
び
付
き
方
に
は
独
自
な
も
の

が
あ
る
が
、
漢
人
の
場
合
に
は
、
陰
陽
と
い
う

一
つ
の
法
則
に
し
た
が

っ
て
両

者
を
関
係
づ
け
て
い
る
。
そ
の
法
則
の
な
か
で
陰
陽
バ
ラ
ン
ス
の
必
要
に
応
じ

て
身
体
外
部
の
も
の
を
身
体
内
部
の
も

の
の

一
部
と
し
て
取
り
い
れ
て
身
体
の

秩
序
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
自
然
の
す
べ
て
が
価

値
の
あ
る
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

4
.
身
体

・
自
然

・
社
会

鱒
前
述
の
如
く
、
漢
人
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
最
大

の
特
徴
は
、
身
体
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
陰
陽
バ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
規
範
に
し
た
が

っ
て
自
己
調
達
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
実
践
の
コ
ー

ド
化
は
、
身
体
内
部
の
秩
序
の
回
復
調
達
に
止
ま
ら
ず
、
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た

人
間
関
係

へ
展
開
し
た
。
漢
人
は
、
自
然
を
経
験
す
る
こ
と
と
同
様
に
、
社
会

な
ど
に
た
い
し
て
こ
の
文
化
的
に
規
定
さ
れ
た
か
た
ち
で
反
応
す
る
。
皇
帝
も

こ
う
し
た
文
化
的
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た

「道
徳
」
を
作
り
、
政
治
的
な
実
践
を
.

行

っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
紀
元
前
三
〇
〇
頃
、
「
金
↓
木
↓
水
↓
火
↓
土
」

と
い
う
相
勝
体
系
を
信
じ
て
い
た
秦
の
王
は
、
周
朝
は
火
徳
に
よ

っ
て
支
配
さ

れ
て
い
た
が
、
秦
朝
は
そ
れ
を
征
服
し
て
、
水
は
火
を
滅
ぼ
す

(水
は
こ
の
過

程
を
制
御
す
る
)
の
で
、
か
れ
は
我
が
秦
朝
を
守
護
す
る
徳
は

「水
徳
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
結
論
し
た
。
.と
こ
ろ
で
、
水
は
北
に
対
応
し
、
北
は
黒
に

対
応
す
る
の
で
、
新
し
い
五
朝
の
も
と
で
は
、
軍
旗
、
衣
服
、
冠
は
す
べ
て
黒

色
と
し
た
。
こ
れ
は
前
時
代
に
た
い
す
る
反
応
と
も
い
え
、
現
時
点
の
秩
序
が

調
達
で
き
る
モ
デ
ル
の
呈
示
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
は
そ
の
秩
序
の

モ
ラ
ル
を
代
表
し
、

一
つ
の
文
化
的
境
界
と
な
り
、
そ
の

「
モ
ラ
ル
」
か
ら
外

れ
た
周
辺
民
族

(例
の
非
定
住
民
族
)
に
た
い
し
て
攻
撃
的
性
格
を
も

つ
陽
型

の
動
物
と
し
て

「
獣

へ
ん
」
を
つ
け
て
解
釈
し
た
。
皇
帝
は
、
複
数
民
族
社
会

の
な
か
で
、
政
治
的
な

「
太
極
」
の
秩
序
を
築
き
上
げ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
そ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、
中
国
に
は
他

の
国
か
ち
き
た

「外
来
王
」

と
い
う
か
た
ち
の
神
話
が

一
切
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
毛
沢
東
の

「沁

園
春

・
雪
」
の
詩
に
も
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
英
雄
で
あ
る
チ
ン
ギ
ス
カ
.ン
の
こ
と

を

「弓
モ
テ
鳥
射
ス
シ
カ
知
ラ
ヌ
」
と
い
う
節
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
か
ら

入
っ
て
き
た

「外
来
王
」
と
は
英
雄
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
漢
人
の
目
か
ら
み
れ

ば
、
単
な
る

「中
原
逐
鹿
」
と
い
っ
た
攻
撃
者
で
し
か
な
か

っ
た
。
逆
に

「太
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極
」
秩
序
を
求
め
よ
う
と
す
る
中
央
の
皇
帝
と
し
て
は
、
権
力
者
で
あ
る
と
同

時
に

「
調
達
者
」
で
も
あ
り
、
社
会
の
諸
要
素
を
文
化
的
に
見
極
め
る
役
割
を

担

っ
て
い
た
。
そ
の
も
と
で
、
通
時
的

に
政
治
は
完
全
な
平
衡
力
を
発
揮
し
て

い
.た
の
で
あ
る
。

漢
人
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
し
ば

し
ば

「中
華
思
想
」
と
し
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
は

「中
華
思
想
」
の
根
底
に
は
漢
人
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
基
づ

く

「内
の
秩
序
に
と

っ
て
の
外
の
要
素
」
、
「調
達
者
に
と

っ
て
の
他
者
」
と
い

っ
た
価
値
体
系
が
働
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
漢
人
と
は
、
も
と
も
と
中
華

の
中
国
で
生
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
皆
、
「龍
の
伝
人
」
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
華
た
る
中
国
に
生
き
る

「龍
の
伝
人
」
た
ち
の
も

つ

「人
間
対
自
然
」
の
関
係
に
あ
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
例
の

「万
里
長
城
」
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に

「
人
間
対
人
間
」
ー

農
耕
民
対
遊
牧
民
ー

と
い
っ
た

か
た
ち
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
人
の
社
会
は
、
外
部
に
対
し
て
、
伝
統
的
に
は
漢
人
が

一
方

的
に

「規
定
」
し
て
い
た
が
、
西
洋

の
衝
撃
に
よ
り
、
中
国
は
西
洋
も
含
め
、

自
民
族
以
外
の
民
族
と
の

「
対
話
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
文
化
相

対
主
義
か
ら
見
て
ご
く
当
然
な
民
族
平
等
も
、

一
九
四
九
年
以
降
、
社
会
主
義

中
国
の
誕
生
と
同
時
に
、
理
論
上
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
か
つ
て
自
ら

の
保
護
国
で
あ

っ
た
チ
ベ

ッ
ト
ど
の
民
族
団
結
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
、
「
西
洋
の
衝
撃
に
対
す
る
中
国
の

(8
)

反
応
」
と
い
う
外
部
か
ら
の
視
点
を
中
国
内
部
に
置
き
換
え
、
以
下
、
社
会
主

義
と
い
う
本
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
き
た
も
の
に
た
い
し
て
、
中
国
の
多
数
民
族

で
あ
る
漢
人
が
、
あ
る
い
は
そ
の
文
化
が
ど
う
い
う
形
で
働
き
か
け
て
い
る
の

か
を
国
内
民
族
関
係
の
中
で
分
析
す
る
。

二
、
平
等
主
義
と
バ
ラ
ン
ス
感
覚

前
述
の
如
く
、
漢
人
は

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
調
達
に
よ

っ
て
、
外
部
か

ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
に
よ
る
秩
序
の
回
復
を
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
社
会
主

義
の
導
入
に
よ
っ
て
、
中
国
の
各
民
族
は
同
じ
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
、
漢
人

も
は
じ
め
て
他
の
民
族
と
の
対
等
な

「対
話
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
中
華
人
民
共
和
国
と
し
て
の
統
合
の
象
徴
を
ど
こ
に
求
め
る

か
と
い
う

一
つ
の
大
き
な
困
難
が
生
じ
た
。
漢
人
社
会
で
通
用
し
て
い
た

「
万

里
長
城
」
や

「龍
の
伝
人
」
と
い
っ
た
象
徴
は
中
華
人
民
共
和
国
に
な
る
と
、

も
は
や
通
用
不
能
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ど
う
の
よ
う
な

対
応
が
行
わ
れ
た
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1
.

二
つ
の
民
族
主
義
と

「
社
会
主
義
的
大
家
族
」

"
こ
の
中
国
の
革
命
は

初
期
段
階
か
ら
す
で
に
、
中
国
の
文
化
的
現
実
問
題
に
対
応
し
な
け
れ
な
な
ら

な
か

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た

一
九
六
〇
年
中
国
と
ソ
連
と
の
対
立
が
社
会
主
義
国

家
の
問
の
相
対
化
を
意
味
し
た
。

毛
沢
東
は
こ
の
よ
う
な
中
国
式
社
会
主
義
を
模
索
す
る
な
か
で
文
化
の
重
要

性
に
触
れ
、
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
新
た
な

「国
民
文
化
」
を
創

出
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
こ
の
国
家
と
し
て
の
統
合
に
と

っ
て
重
要
な
新
た

な
文
化
を
毛
沢
東
は

「
新
文
化
」
と
呼
び
、
「文
化

の
性
質
の
問
題
に
つ
い
て

の
偏
向
」
の
な
か
で
、

「
中
国
文
化
は
自
己
の
形
式
、
つ
ま
り
民
族
的
形
式
を
も

つ
べ
き
で
あ
る
。
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民
族
的
形
式
に
新
民
主
主
義
的
な
内
容
を
加
え
る
と
い
う
多
数
民
族
の
団
結
に

よ
る
反
帝
国
、
反
封
建
主
義
の
内
容
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ

　　
　

の
今
日
の
新
文
化
で
あ
る
。」

と
述
べ
て
い
る
。
毛
沢
東
に
と

っ
て
重
要
な
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
普
遍
的

真
理
と
中
国
革
命
の
具
体
的
実
践
を
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
社
会
主
義
の
原

理
は
民
族
的
特
徴
と
関
連
さ
せ
、

一
定

の
民
族
的
形
式
を
通
し
て
こ
そ
利
用
で
き
る
の
で
あ

っ
て
、
公
式
ど
お
り
に
そ

れ
を
適
応
で
き
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
民
族
的
形
式
と
は
地
域
的
な
民
族
の
枠
を
超
え
る
よ
う
な
、
新
た
な

文
化
的
基
盤
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

毛
沢
東
の
こ
の
新
文
化
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
重
要
な
点
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

a
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
文
化
に
よ
る
社
会
の
不
平
等
な
構
造
を
批
判
し
、
民

族
間
の
平
等
を
こ
の
新
文
化
に
よ

っ
て
実
現
さ
せ
る
。

b
.
中
国
的
な
社
会
主
義
の
特
徴

(反
帝
国
主
義
、
反
封
建
主
義
的
性
格
)

を
も
ち
、
国
家
と
し
て
の
統
合
を
目
指
す
。
そ
の
際
、
漢
人
中
心
主
義
に
も
、

狭
隘
な
民
族
主
義
に
も
陥
る
こ
と
な
く
、
各
民
族
の
利
益
が
平
等
に
反
映
さ
れ

る
自
由
平
等
な
大
家
族
を
築
き
あ
げ
る
。

c
.
こ
の
新
文
化
を
、
教
育
や
実
践
を
通
し
て
人
民
の
間
に
広
め
る
。

こ
の
よ
う
な
毛
沢
東
が
、
民
族
間
の
平
等
や
社
会
主
義
的
な
大
家
族
と
し
て

の
国
家
の
あ
り
か
た
を
作
り
上
げ
、
そ
し
て
そ
れ
を
広
め
る
必
要
性
を
強
く
訴

え
た
背
景
に
は
、
歴
史
的
に
中
華
思
想
を
代
表
す
る
漢
民
族
主
義
と
地
域
を
代

表
す
る
少
数
民
族
主
義
の
対
抗
が
あ

っ
た
。
そ
の
上
、
当
時
に
お
い
て
、
ど
の

よ
う
に
国
際
世
界
に
お
け
る
複
雑
な
状
況
の
な
か
で

「
中
華
」
と
し
て
統
合
し

て
い
く
か
と
い
う
歴
史
的
な
課
題
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
.中
華
人

民
共
和
国
の
母
体
と
な

っ
た
民
族
統

一
戦
線
に
よ
る

「中
国
人
民
政
府
政
治
協

商
会
議
共
同
綱
領
」
の
五
〇
条

の
な
か
で
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て

い
る
。

中
華
人
民
共
和
国
の
領
域
内

の
諸
民
族
は
、

一
律
平
等
で
あ
り
、
団
結
互
助

-を
行
い
、
帝
国
主
義
と
各
民
族
内
部
の
人
民
の
共
通
の
敵
に
反
対
し
、
中
華
人
・

民
共
和
国
を
各
民
族
の
友
愛
合
作
の
大
家
族
に
す
る
。
大
民
族
主
義
と
狭
隘
な

民
族
主
義
に
反
対
し
、
民
族
間
の
差
別
と
、
圧
迫
お
よ
び
各
民
族
の
団
結
を
分

裂
さ
せ
る
行
為
を
禁
止
す
る
。

つ
づ
い
て
、
第
五
三
条
に

各
小
数
民
族
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
言
語
、
文
字
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
風
俗
、

習
慣
と
宗
教
、
信
仰
を
保
持
し
、
あ
る
い
は
改
革
す
る
自
由
を
も

つ
。
人
民
政

府
は
各
小
数
民
族
の
人
民
大
衆
が
そ
の
政
治
、
経
済
、
文
化
、
教
育
の
建
設
事

(10
)

業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
助
け
る
。

こ
の
中
か
ら
は
じ
め
て
社
会
主
義
の
平
等
原
理
に
基
づ
く
文
化
相
対
主
義
が

訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
訟

っ
た
。
こ
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
の
は
第
五
〇
条
に

お
け
る

「中
華
人
民
共
和
国
を
各
民
族
の
友
愛
合
作
の
大
家
族
に
す
る
」
と
い

う

一
節
で
あ
り
、
「社
会
主
義
大
家
族
」
と
し
て
の
中
国
独
自
の
民
族
間
の
あ

り
か
た
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
新
た
に
見
い
だ
さ
れ
た
民
族
間
の
平
等
は
、
し
か
し
、
そ
れ
を
生

み
出
し
た
社
会
主
義
と
同
時
に
誕
生
し
た

一
つ
の
現
実
、
す
な
わ
ち
中
国
国
家

の
成
立
に
よ

っ
て
複
雑
な
状
況
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
建
設
に
際
し
て

漢人の 「他者観」 について103



ま
ず
第

一
に
要
請
さ
れ
た
の
は
国
家
と
し
て
の
統

一
の
確
立
で
あ

っ
た
。
し
か

し

「支
配
者
で
あ
る
漢
人
対
被
支
配
者
と
し
て
の
小
数
民
族
」
か
ら

「
対
等

・

平
等
な
関
係
に
あ
る
各
民
族
」

へ
と
い
う
枠
組
の
変
更
の
た
め
、
社
会
主
義
平

等
理
念
と
国
家
統

一
と
の
間
に
、
い
・か
な
る
手
続
き
を
踏
む
の
か
に
関
し
て
、

周
恩
来
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
中
国
は
、
小
数
民
族

へ
の
差
別
を
内
包

す
る

「
大
漢
民
族
」
並
び
に
、
国
家
の
分
裂
の
危
険
性
を
常
に
孕
む

「地
方
民

族
主
義
」
と
い
う

二
つ
の

「民
族
主

義
」

の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
「
平
等
と

分
裂
」
、
「統

一
と
漢
民
族
的
中
心
主
義
」
と
い
う
矛
盾
を

つ
き

つ
け
ら
れ
た
新

生
中
国
が
と

っ
た
道
は
、
「
新
文
化
」

の
創
出
に
よ

っ
て
こ
の
矛
盾
を
解
消
さ

せ
、
い
わ
ゆ
る

「
社
会
主
義
大
家
族
」

を
築
き
挙
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

2
.
平
等
主
義

へ
の
再
解
釈

"
こ
う

し
た
社
会
主
義
大
家
族
を
み
る
場
合
に

は
、
社
会
主
義
の
平
等
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
従
来
の
漢
人
の
他

者
観
の
否
定
と
も
思
わ
れ
る
他
者
関
係

の
な
か
、
漢
民
族
と
少
数
民
族
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以

下
、
こ
う
し
た
社
会
主
義
の
民
族
的
な
実
践
の
な
か
で
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
か
、
.こ
の
社
会
主
義
大
家
族
を
探
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
九
六
二
年
八
月
十
五
日
、
中
国
に
お
い
て
、

一
人
の
人
物
が
自
分
の
死
に

よ

っ
て
誕
生
さ
れ
た
。
そ
の
名
前
は

「
雷
鋒
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
毎
年

の

「清
明
節
」
に
よ

っ
て
、
深
く
中
国
人
の
心
の
な
か
に
残

っ
た
。

毎
年
の
四
月
四
日
、
五
日
、
六
日
の
三
日
間
に
わ
た
る

「清
明
節
」
で
、
中

国
の
人

々
は
お
墓
参
り
を
す
る
。
こ
の

「清
明
節
」
は
も
と
も
と
漢
民
族
に
と

っ
て
、
「
お
盆
」
に
当
た
り
、
漢
人
た
ち
は
こ
の
日
に
先
祖
の
お
墓
に
御
参
り

す
る
行
事
を
行
う
。

一
九
四
九
年
以
後
、
こ
の
行
事
は
国
家
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
の
公
式
的
な
墓
参
り
は
国
家

一
年
中
の
諸
行
事
の
な
か
で
は
、

最
大
の
行
事
で
は
な
い
が
、
中
国
の
全
土
に
か
な
り
広
が

っ
て
い
る
。
人

々
は

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
先
輩
、
あ
る
い
は
そ
の
行
事
参
加
者
か
ら
そ
の
重
い
顔
を
見

覚
え
る
。
そ
こ
に
眠

っ
て
い
る
人
た
ち
は
新
し
い
中
国
に
生
き
る
人
の
た
め
に

死
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
時
、
そ
の
場
で
、
人
々
は
特
に
自
分
の
個
人
的
な
感

情
を
抑
え
る
共
感
を
覚
え
た
に
違
い
が
な
い
。
.・

そ
の
墓
に
眠

っ
て
い
る
人
た
ち
は
ど
の
方
言
を
話
し
、
ど
ん
な
顔
を
し
て
い

る
の
か
は
誰
も
知
ら
な
い
。
無
論
、
自
分
と
血
縁
関
係
を
も

っ
て
い
る
先
祖
で

も
な
い
。
だ
が
、
か
れ
ら
は
生
き
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
死
に
よ

っ
て
、
生

が
よ
み
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

っ
た
く
知
ら
な
い
人
の
た
め
に
、
命
を
惜
し

ま
ず
に
犠
牲
を
払

っ
た
人

々
が
社
会
的
な
意
味
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の

「清

明
節
」
.の
儀
礼
は
、
そ
う
し
た

「死
」
が

「生
」
と
結
び
付
く
接
点
を
最
大
に

利
用
し
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
墓
参
り
の
特
別
な
案
内
人
か
ら
に
次
ぎ
の
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。

雷
鋒
同
志
は
、

一
九
四
〇
年
湖
南
省
の
貧
農
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
七
才
の
こ

ろ
、
両
親
に
死
な
れ
て
孤
児
と
な

っ
た
。
新
中
国
後
、
か
れ
は
中
国
人
民
解
放

軍
に
入
隊
し
、
自
動
車
の
運
転
手
を
勤
め
た
。
ふ
だ
ん
贅
沢
せ
ず
、
自
分
の
貯

金
を
人
民
公
社
に
寄
付
す
る
な
ど
、
自
己
犠
牲
を
は
ら
う
大
公
無
私
だ

っ
た
者

と
し
て
有
名
で
あ
る
。
…
…
。
雷
鋒
は
毛
沢
東
思
想
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
共

産
主
義
戦
士
で
あ
り
、

一
九
五
六
年
、
就
職
し
て
か
ら
か
れ
は
常
に
優
秀
な
生

産
者
、
労
働
模
範
に
選
ば
れ
た
。
雷
鋒
は
常
に
積
極
的
に
毛
沢
東
著
作
を
勉
強

し
、
誠
心
誠
意
、
「人
民
に
奉
仕
し
た
」
。
か
れ
の

「死
」
に
あ
た
り
、
毛
沢
東

主
席
は

「
雷
鋒
に
学
ぼ
う
」
と
呼
び
掛
け
、
副
主
席
の
劉
少
奇
、
周
恩
来
総
理
、
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小
平
、
朱
徳
な
ど
が
雷
鋒
同
志
の
高
尚
な
共
産
主
義
的
資
質
を
高
く
評
価
し
た

と
い
う
。

案
内
人
は
人
々
を
連
れ
て
決
ま

っ
た

コ
ー
ス
に
、
次
か
ら
次

へ
と
案
内
し
て

く
。
そ
の
言
葉
を
ま
と
め
る
と
、
要
す
る
に
、
そ
の
地
の
な
か
に
は
た
く
さ
ん

の
雷
鋒
同
志
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
亡
く
な

っ

た
雷
鋒
に
、
チ
ベ
ヅ
ト
の
良
い
モ
ン
バ

、
漢
人
幹
部
の
焦
玉
禄
、
モ
ン
ゴ
ル
の

活
雷
鋒
」
、
「外
人
雷
鋒
」

(国
民
的
模
範
)
も
現
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
英
雄
は
ど

こ
で
、
い
つ
生
ま
れ
よ
う
と
関
係
が
な
く
、
そ
こ
で
民
族
、
文
化
の
話
を
持
ち

込
む
の
は
ま

っ
た
く
無
意
味
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
雷
鋒
は
、
ま
る
で
中
華

人
民
共
和
国
の
国
民
的
モ
デ
ル
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
、
か
れ
の
人
格
は
共
産
主
義
の
精
神
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
精
神
を
周
恩
来
が

「雷
鋒
に
、
愛
憎
鮮
明
な
階
級
の
立
場
、
言
行

一
致
の
革

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

へ

命
精
神
、
無
私
の
共
産
主
義
の
作
風
、
死
を
恐
れ
ぬ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
闘
魂
を
学

ぽ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。

事
実
上
、
雷
鋒
は
漢
人
で
あ
り
、
実
際
に
生
き
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
う
し

た
意
味
で
か
れ
は
ま

っ
た
く
空
想
の
人
物
で
は
な
い
。
だ
が
、

一
方
で
、
か
れ

は
少
数
民
族
の
人
で
も
な
け
れ
ば
漢
民
族
の
人
で
も
な
い
。
「時
間
と
空
間
を

超
え
た
」
共
通
の
人
物
で
あ
り
、
中
国
の
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
、
か
れ
は

典
型
的
、
平
等
的
、
狭
隘
な
民
族
主
義
を
超
え
た
人
物
、
大
公
、
無
私
的
な
人

物
で
あ
る
。
中
国
の
ど
の
民
族
か
ら
み

て
も
か
れ
は
完
全
な
超
人
間
に
他
な
ら

な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
中
国
出
身
の
雷
鋒
に
せ
よ
、
カ
ナ
ダ
生
ま

れ
の
べ
チ

ュ
ー
ソ
に
せ
よ
、
モ
ソ
ゴ
ル
人
の
活
雷
鋒
と
い
う
少
女
も
、
実
質
的

に
は
か
れ
ら
は
同
じ
人
物
だ
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
毛
沢
東
が
い
う

「プ

ロ
レ
タ
リ
ア
戦
士
」
で
あ
り
、
こ
の
共
産
主
義
戦
士
は
、
文
化
を
超
え
、
民
族

を
超
え
、
宗
教
も
超
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
民
モ
デ
ル
を

つ
く
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
毛
沢
東
が
い

っ
た
新
し
い

「プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
国
民
文
化
」
を
築
き
上

げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
上
、
こ
の
国
民
文
化
は
個
人
主
義
を
中
心
と

す
る
西
洋
的
ブ
ル
ジ

ョ
ア
文
化
と
対
抗
で
き
る
と
さ
れ
た
。

こ
う
七
た
国
民
文
化
の
な
か
で
、
過
剰
な
所
有
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

っ

た
。
そ
の
具
体
策
の

一
つ
と
し
て
、
「中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
」
が
発

表
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
土
地
改
革
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
地
主
の

土
地
、
財
産
等
を
没
収
し
、
農
民
に
分
配
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
農
民
の
自
立

性
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
改
革
が
目
指
す
も
の
は
非
平
等
的
な

搾
取
制
度
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
人

々
は
、
雷
鋒
の
よ
う
に
、
自
己

犠
牲
の
精
神
を
目
指
し
、
相
互
協
力
に
よ
る
「雷
鋒
人
民
公
社
」
、
「
王
傑
軍
団
」
、

「
ベ
チ
ュ
ー
ン
病
院
」
等
な
ど
を
組
織
し
た
。

雷
鋒
式
の
集
団
と
い
う
共
同
の
基
盤
の
う
え
で
、
差
を
生
み
出
す

「競
争
」

よ
り
も
、
無
我
無
私
的
な

「
協
力
」
の
ほ
う
が
社
会
主
義
的
大
家
族
の
モ
ラ
ル

と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
人
民
公
社
は
雷
鋒
精
神
に
集
約
さ
れ
、
ま
た
、
雷
鋒
式

の
人
民
公
社
は
地
域
を
超
え
、
民
族
間
の
ア
ソ
バ
ラ
ン
ス
を
解
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
劉
少
奇
に
よ

っ
て
特
に
次
の
よ

う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「漢
民
族
は
中
国
の
人
口
の
多
数
を
占
め
、
歴
史
的
条
件
か
ら
、
政
治
、
経

.
済
と
文
化
の
レ
ベ
ル
が
他
の
民
族
よ
り
比
較
的
に
高
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

漢
民
族
が
特
権
を
も
つ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
逆
に
漢
民
族
に
は
ほ
か

の
民
族
の
発
展
に
特
別
に
協
力
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
少
数
民
族
は
、
民
族
の
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平
等
の
権
利
を
得
た
と
は
い
え
、
か
れ
ら
自
身
の
条
件
と
力
で
は
、
こ
れ
ま
で

　
り
　

の
立
ち
遅
れ
た
経
済
的
、
文
化
的
な
問
題
点
が
解
決
で
き
な
い
」
。

こ
う
し
て
、
「格
差
」

の
存
在
を
認
め
な
い
、
す
な
わ
ち

「平
等
」
の
原
理

に
基
づ
く
社
会
主
義
と
い
う
枠
組
の
な

か
で
は
、
ま
ず
そ
の

「差
異
」
の
解
消

が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
ら
な
ら
い
。
そ
こ
で
、
中
国
に
お
け
る
二
つ
の
民
族
主

義
の
感
情
的
な
差
異
は
貧
富

の
格
差
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
公
式
的

に
民
族
平
等
の
問
題
を
経
済
的
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
不

均
衡
の
問
題
を
解
決
さ
え
す
れ
ば
、
平
等
的
社
会
を
築
く
こ
と
が
で
き
、
さ
ら

に

「太
極
」
的
統

一
の
秩
序
が
実
現
で
き
る
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
発
晨
と
し
て
後
に
漢
人
た
ち
は
具
体
的
に
自
ら
を
新
し
い
国
民
と
し
て

労
働
と
分
配
の
な
か
で
再
解
釈
し
、
あ
ら
ゆ
る

「
不
平
等
」
と
対
決
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。

以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
人
間
疎
外
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
平

等
理
念
と
は
異
な
り
、
「
社
会
主
義
家

族
」
を
標
榜
す
る
中
国
に
お
い
て
は
、

漢
人
た
ち
は

「個
」
を

「無
」
に
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
完
全
な
平
衡
を
発
揮

で
き
る
と
考
え
た
。
正
確
に
い
え
ば
、
差
異
と
は
、

一
方
的
な
過
剰
を
意
味
し

て
お
り
、
平
等
理
念
に
向
け
て
、
無
我
無
私
の
道
徳
が
重
要
な
錘
と
な

っ
た
。

各
個
人
や
地
域
間
で
暮
ら
し
ぶ
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

「差
異
」
が
存
在
す
る

中
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ま
た
国
家
統

一
の
た
め
の
調
達
に
も
な
り
、
そ
の

道
徳
は

一
般
人
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、
指
導
者
と
し
て
の
模
範
で
も
あ

っ
た
。

三
、
平
等
主
義
的
モ
ラ
ル
の
実
践

中
国
全
土
に
広
が

っ
て
い
る
社
会
主
義
的
大
家
族
の
な
か
で
は
、
具
体
的
に

漢
人
は
、
平
等
と
い
う
原
則
に
の
っ
と

っ
て
、
自
分
た
ち
が
正
義
を
尽
く
す
つ

も
り
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
公
的
な
場
で
、
「
不
公
平
」
と
思
わ
れ
る
も
の
と
対

決
し
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
モ
ラ
ル
を
広
げ
て
い
く
よ
う
に
努
め
た
。
彼
ら

は
積
極
的
に
全
国
各
地

へ
出
掛
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
少
数
民
族
と
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ソ
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
チ
ベ

ッ
ト
人
と
の
場
合
も
そ
の

一
例
で

あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
人
と
漢
人
と
の
間
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
な
葛
藤
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
、
特
に
チ
ベ

ッ
ト
人
の
信
仰
か
ら
文
化
的
な
葛
藤

を
検
討
し
て
み
た
い
。

チ
ベ
ッ
ト
人
を
非
平
等
的
な
状
態
か
ら
救
い
出
す
た
め
、
民
族
政
策
の

一
環
一

と
し
て
、
漢
人
の
幹
部
た
ち
が
身
を
も

っ
て
社
会
主
義
の
民
族
政
策
の
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
行

い
、
チ
ベ

ッ
ト
の
民
族
幹
部
を
育
て
よ
う
と
い
う
具
体
的
な
方
法

も
出
さ
れ
た
。
漢
人
の
チ
ベ

ッ
ト
で
の
生
活
必
需
品
、
特
に
食
料
な
ど
は
で
き

る
だ
け
自
給
自
足
の
か
た
ち
で
将
軍
と
兵
士
が

一
体
と
な

っ
て

「相
互
合
作
」

を
行
い
な
が
ら
手
に
入
れ
、
こ
の
方
法
を
も

っ
て
、
チ
ベ

ッ
ト
の
奴
隷
制
度
と

対
比
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
人
に
漢
人
の
平
等
主
義
に
関
心
を
も
た
せ
る
よ
う
に
し

た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
チ
ベ

ッ
ト
人
に
新
体
制

へ
の
理
解
を
促
し
、

直
接
に
チ
ベ

ッ
ト
を
社
会
主
義
的
大
家
族
に
も

っ
て
い
く
よ
う
に
計
画
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
案
の
も
と
で
、
チ
ベ

ッ
ト
地
区
の
改
革
が
積
極
的

に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
漢
人
ぶ
、
政
府
の
代
表
と
し
て
直
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接
に
チ
ベ

ッ
ト
の
政
治
、
経
済
な
ど
に
参
加
す
る
と
い
う
点
で
は
、
社
会
主
義

以
前
の
政
権
と
は
大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。

中
国
高
級
仏
教
学
院
の
降
辺
嘉
措
が
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
土
地
改
革
以
前
の

状
態
を
、
「差
の
な
い
土
地
は
な
く
、
主
の
な
い
人
間
は
い
な

い
」
と
い
う
チ

ベ
ッ
ト
の
諺
で
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
諺
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
を
理
解
す
る
に

は
、
先
ず
チ
ベ

ッ
ト
社
会
の
状
況
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
と
く
に
、

こ
の

「主
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

一
九
五
〇
年
代
頃
、
当
時
の
漢
人
の
記
録
に
よ
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
人
社
会
で

は
土
地
や
家
畜
な
ど
の
財
産
を
所
有
す
る
者
が
チ
ベ
ッ
ト
全
人
口
の
五
パ
ー
セ

ン
ト
、
六
万
人
を
占
め
た
。
こ
れ
ら
の
所
有
者
は
、
官
吏
、
寺
院
、
貴
族
と
い

う
順
に
、
チ
ベ

ッ
ト
の
土
地
、
牧
場
お
よ
び
生
産
手
段
の
す
べ
て
を

(官
吏
は

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
寺
院
は
三
六
ぺ
ー
セ
ン
ト
、
貴
族
は
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
)

有
し
て
い
た
。
彼
ら
は
土
地
を
二
つ
に
分
け
て
お
り
、

一
部

(五
〇
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
)
は
、
自
ら
耕
し
、
残
り
は
、
人
に
貸
し
与
え
て
、
そ
こ
か
ら
税
金
を

と
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
。
そ

の
税
金
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
が
あ

っ

て
、
大
き
い
も
の
で
は
た
と
え
ば
、
土
地
税
、
い
わ
ば
自
分
で
所
有
し
て
い
る

者
に
課
さ
れ
る
税
金
が
あ
り
、
「内
差
」
と
呼
ば
れ
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
「外

差
」
は
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
た
め
に
た
と
え
ば
、
兵
役
、
政
府
行
事

へ
の
参
加
な

ど
と
い

っ
た
か
た
ち
で
納
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
ほ
か
に
人
頭
税
、
死
生
税
、

婚
姻
税
等
な
ど
が
あ
る
。
ラ
サ
の
あ
る
奴
隷
は
自
分
の
祖
先
が
食
料
を
十
五
克

(
二
十
五
キ
ロ
)
借
り
て
、
す
で
に
二
百
六
十
年
あ
ま
り
か
け
て
返
済
し
て
き

お
　

た
が
、
ま
だ
そ
れ
を
返
し
き
れ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
。
こ
の
例
は
チ
ベ
ヅ
ト

で
も
稀
か
も
し
れ
な
い
が
、
チ
ベ

ッ
ト
社
会
に
お
け
る
格
差
が

一
目
瞭
然
と
も

思
え
る
。

チ
ベ
ッ
ト
の
す
べ
て
の
農
地
、
牧
場
、
並
び
そ
の
支
配
権
は
少
数
貴
族
の
手

に
握
ら
れ
、
行
政
上
の
重
要
な
官
職
も
み
な
貴
族
と
位
の
高
い
ラ
マ

(チ
ベ
ッ

ト
の
信
仰
の
ボ

ン
教
と
結
び
付
い
た
仏
教
の
僧
侶
)
に
担
わ
れ
て
い
た
。
大
ラ

マ
自
身
も
上
流
貴
族
の
出
身
で
あ
る
の
で
、
官
吏
、
寺
院
と
貴
族
た
ち
が

一
体

と
な

っ
て
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
、
政
治
、
経
済
の
権
力
構
造
を
成
し
て
い
た
。
貧

乏
人
は
更
に

「差
巴
」
、
「
堆
窮
」
、
「朗
生
」
(階
層
制
度
の
な
か
で
身
分
の
低

い
チ
ベ
ッ
ト
人
)
に
分
か
れ
、
「
差
巴
」
は
特
に
、
政
府
の
た
め
に
働
く
人
で
、

こ
の
人
は
政
府
の
税
金
と
自
分
の
属
し
た
土
地
の
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
堆
窮
」
は
、

一
般
的
に
自
分
が
属
し
て
い
る
土
地
の
税
金

(内
差
)
を

納
め
る
だ
け
で
、
雇
わ
れ
る
立
場
で
あ
る
。
「朗
生
」
は
社
会
の
も

っ
と
も
下

の
人
間
で
あ
り
、
奴
隷
に
近
い
状
態
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
領
主
に
属
し
、
生
ま
れ
た
子
供
も
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
子
供
は
引

き
続
き
貧
乏
人
に
し
か
な
れ
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
「チ
ベ

ッ
ト
人
社
会
に

お
い
て
は
、
権
力
者
は
生
れ
付
き
権
力
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
た
い
し
、
貧
乏
人

は
常
に
貧
乏
人
で
あ
る
。

一
方
、
漢
人
に
と

っ
て
、
土
地
を
個
人
に
所
有
す
る
財
産
だ
と
い
う
意
識
は

う
す
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
土
地
は
経
済
的
な
タ
ー
ム
と
い
う
よ
り
、
バ
ラ

ソ
ス
に
取
れ
た
人
間
関
係
の
な
か
に
お
い
て
、

一
方
的
な
過
剰
、
ま
た
は

一
方

的
な
不
足
に
つ
な
ぐ
意
味
を
も

つ
も
0
だ
と
忘
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が

っ
て

チ
ベ

ッ
ト
に
入

っ
た
漢
人
は
、
土
地
や
牧
場
な
ど
を
も

っ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
の

所
有
者
を
漢
人
世
界
の
地
主
と
み
な
し
、
漢
人
の
平
等
原
理
に
基
づ
い
て
、
こ

れ
ら
の
土
地
所
有
者
を
改
造
の
対
象
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
漢
人
に
よ
る
土
地

漢人の 「他者観」について107
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改
革
が
漢
人
の
世
界
で
成
功
し
た
の
は
農
民
た
ち
の
土
地
感
覚
を
理
解
し
て
い

た
か
ら
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
平
等
の
た
め

の
土
地
改
革
を
ど
の
よ
う
に
う
け
と
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

漢
人
が
チ
ベ

ッ
ト
に
進
出
し
て
、
も

っ
と
も
困
難
な
仕
事
は
、
学
校
や
病
院

の
建
設
で
も
な
け
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
民
族
幹
部
の
養
成
で
も
な
か

っ
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
別
な
次
元
で
問
題
が
発
生
し
た
。
チ
ベ

ッ
ト
の
平
和
解
放
後
、

ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
を
始
め
と
す
る
大
量

の
亡
命
者
の
よ
う
に
、
平
等
を
め
ぐ
る
問

題
と
関
連
し
て
チ
ベ
ッ
ト
人
が
強
く
漢
人
を
拒
否
し
た
。
漢
人
の
ほ
う
は
、
チ

ベ
ッ
ト
社
会
を
平
等
化
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
理
解
を
示
さ
な
い
チ
ベ
ッ
ト
人

の
態
度
を
不
思
議
に
思
い
、
か
れ
ら

の
亡
命
を

「
平
等
」
に
た
い
す
る
裏
切
り

行
為
と
し
て
理
解
し
た
。
だ
が
、
現
実
と
し
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
生
活
の
多

く
は
宗
教
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「天
に
は
日
と
月
、
地
に
は

ダ
ラ
イ
と
パ

ン
チ
ェ
ン
」
と
い
う
チ
ベ

ッ
ト
の
信
仰
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼

ら
は
、
ダ

ラ
イ

・
ラ
マ
、
並
び
に
パ

ン
チ

ェ
ン

・
ラ
マ
と
い
う

「活
仏
」

(偶

像
に
対
し
て
、
生
き
た
仏
様
)
を
社
会
生
活
の
中
で
も

っ
と
も
信
頼
し
、
尊
敬

し
て
き
た
。
こ
の
二
つ
の
文
化
が

「
平
等
」
、
「安
定
」
の
た
め
に
出
会

っ
た
時
、

前
述
の
漢
人
の
記
録
の
如
く
、
チ
ベ

甥
ト
人
の
宗
教
的
シ
ス
テ
ム
を
身
分
制
度

と
し
て
し
か
理
解
を
示
さ
な
か

っ
た
と
同
様
に
ハ
チ
ベ
ッ
ト
人
も
そ
れ
と
異
な

っ
た
理
解
を
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

仏
教
は
今
か
ら

=
二
〇
〇
年
も
前

に
、
チ
ベ
ッ
ト
に
も
伝
来
し
て
、
大
き
な

変
容
を
成
し
遂
げ
た
。
そ
れ
は
、
「活
仏
転
世
」
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
活
仏
」

が

「
転
生
」
に
よ

っ
て
、
継
承
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
他
の
仏
教
の
教
義
と
は

.大
き
く
異
な
る
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の

「転
世
活
仏
」
が
は
じ
ま
る
ま
で

は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
は
数
多
く
の
仏
教
団
体
が
活
躍
し
て
い
た
。
チ
ベ
ッ
ト
で
影

〔13
)

響
力
を
持

っ
て
い
た
宗
派
だ
け
で
も
、
「
黒
帽
教
」
の
嚆
瑪
巴

(カ
ル
マ
・
パ
、

俗
名
は

「
黒
教
」
と
も
い
う
)
派
、
「紅
帽
教
」
の
寧
瑪
派

(
シ
ャ
マ
ル

・
パ
)
、

「
白
帽
教
」
の
嚆
挙

(カ
ジ

ュ
)
派
、
「
花
帽
教
」
の
辭

迦

(サ
カ
)
派
、
お

よ
び

「黄
帽
教
」
の
格
魯

(ゲ
ル
ク

・
パ
)
派
が
あ

っ
た
。
特
に
七
世
紀
初
期
、

吐
蕃
王
朝

(旧
ト
バ
ン
王
朝
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
ボ

エ

「切
o
畠
」
と
称
し
た
)
が
、

仏
教
を
チ
ベ

ッ
ト
の
政
治
約
統

一
原
理
と
し
て
利
用
し
て
チ
ベ
ッ
ト
全
土
の
統

一
に
成
功
し
た
。
チ
ベ

ッ
ト
全
体
が
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
覆
わ
れ
て
い
た

時
代
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
吐
蕃
王
朝
の
最
後
の
王
様
で
あ

っ
た
ラ
ン
ダ
ル

マ

(在
位
紀
元
八
三
八
～
八
四
三
年
)
は
徹
底
的
に
仏
教
を
弾
圧
し
た
た
め
、

結
局
、
彼
は

一
人
の
仏
教
徒
に
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
、
王
位
継
承
が
常
に
争

(14
)

い
の
種
と
な
り
、
チ
ベ
ッ
ト
は
混
乱
に
陥
り
、
各
宗
派
は
互
い
に
激
し
く
争

っ

て
い
た
。
吐
蕃
王
朝
は
元
の
時
代

(紀
元

=

一七
九
～

一
三
六
六
年
)
に
な
る

ま
で
、
歴
史
の
記
録
に
は
あ
ま
り
現
れ
て
こ
な
い
が
、
ラ
マ
教
が
国
教
と
し
て

定
め
ら
れ
た
元
の
時
代
に
あ

っ
て
も
、
チ
ベ
ッ
ト
で
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
さ

ま
さ
ま
な
宗
派
が
活
躍
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
チ
ベ

ッ
ト
が
実
質
的
に
は

分
裂
状
態
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ラ
マ
教
の
内
部
で
は
、
宗
派
と
他
の
宗
派
が
攻

撃
し
合

っ
て
お
り
、
「黒
帽
教
」
も
そ
の
争
い
の
な
か
の

一
派
で
あ

っ
た
。
当

時
、
各
宗
派
の
内
部
は
、
さ
ら
に
小
さ
な
宗
派
に
分
か
れ
、
「
黒
帽
教
」
は
嚆

瑪
巴
喜

(
一
二
〇
四
～

一
二
八
三
年
)
派
の
な
か
で
最
大
の
も
の
の
ひ
と
つ
で

(15
>

あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
の
な
か
で
は
、

一
人
の
高
位
僧

の
死
は
宗
派
内
部
の
真

空
状
態
を
意
味
し
外
敵
の
侵
入
や
内
部
分
裂
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
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る
。
「黒
帽
教
」
の
法
王
で
あ
る
嚆
瑪
巴
喜
は
、
自
分
の
有
力
な
後
継
ぎ
が
な

い
こ
と
に
悩
み
、
遺
言
の
中
で

「遠
く
に
拉
堆

(
ラ
ド
ェ
)
と
い
う
場
所
が
あ

お
　

っ
て
、
そ
こ
に
我
が
宗
派
の
後
継
ぎ
が

い
る
」
と
書
い
た
。
彼
の
死
後
、
黒
帽

教
の
ラ
マ
た
ち
は
、
遺
言
通
り
に
、
拉
堆
で
、
譲
炯
多
傑

(
一
二
八
四
～

一
三

三
九
年
)
と
い
う
嚆
瑪

巴
喜
の

「化
身
」
を
見
付
け
、
譲
炯
多
傑
が
さ
ま
ざ
ま

な
儀
式
を
受
け
た
の
ち
、
第
二
世
代
の
嚆
瑪
巴
喜
の

「転
生
霊
童
」
と
な

っ
煙
。

こ
の

「転
生
霊
童
」
に
よ

っ
て
、
嚆

瑪
巴
喜
は
死
を
乗
り
越
え
て
生
き
続
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
「黒
帽
教
」

は
嚆
瑪
巴
喜
の
名

の
も
と
で
、
彼
の
死

に
よ
る
分
裂
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
て
、
後
に
ほ
か
の
宗
派
の

「
紅
帽
教
」
、
「黄
帽
教
」
な
ど
も
こ
の

「活

仏
転
世
」
を
引
用
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
を
維
持
し
続
け
て
き
た
。
今
ア
メ

リ
カ
で
活
躍
し
て
い
る
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
も
こ
の
制
度
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た

第
十
三
世

「活
仏
」
で
あ
り
、

一.九
八
九
年

一
月
に
な
く
な

っ
た
第
十
世
の
パ

ソ
チ
ェ
ン

・
ラ
マ
も

「黄
帽
教
」
の

「活
仏
転
世
」
で
あ

っ
た
。
ラ
マ
教

の
教

義
に
よ
れ
ば
、
「
活
仏
」
死
後

一
年
な

い
し
二
年
後
に
、
彼
の

「
化
身
」
と
し

て
生
ま
れ
て
く
る

「
転
世
霊
童
」
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
儀
式
は
通
常
お

布
施
に
よ
る
接
点
を

一
挙
に
絞
り
、
信
者
か
ら
探
し
出
さ
れ
る

「霊
童
」
と
法

王
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る

「転
世
霊
童
」
の
間
で
、
共
感
を
築
き
あ
げ
る
焦
点

と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
制
度
に
よ
る

「活
仏
」
は
、
ダ
ラ
イ
、
パ
ン
チ

ェ
ソ
の
よ
う
な

「大
活
仏
」
だ
け
で
な
く
、
ラ
サ
を
は
じ
め
、
地
方
に
も
あ
り
、

各
寺
院
に
は
、
少
な
い
場
合
で

一
人
な

い
し
二
人
、
多
い
場
合
で
は
、
百
あ
ま

り
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
活
仏
に
関
す
る
正
確
な
統
計
デ
ー
タ
は
な
い
が
、

降
辺
嘉
措
の
推
測
に
よ
る
と
、
土
地
改
革
の

一
九
五
九
年
ま
で
チ
ベ

ッ
ト
全
土

に
は
寺
院
が
四
千
ほ
ど
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
だ
け
で
も
二
千
七
百
箇
所
が

あ

っ
た
。

上
に
述
べ
き
た
よ
う
に
、
ラ
マ
を

「不
労
」
の
代
表
と
し
て
し
か
理
解
し
て

こ
な
か

っ
た
漢
人
の
記
録
と
異
な
り
、
ラ
マ
の
存
在
が
、
血
縁
関
係
に
よ
る
権

力
、
財
産
の
世
襲
化
や
そ
れ
に
派
生
す
る
争
い
を
未
然
に
防
ぎ
、
チ
ベ
ッ
ト
社

会
を
安
定
さ
せ
る
役
割
を
担

っ
て
い
た
。
ま
た
、
「転
世
霊
童
」
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
ラ
マ
は
、
清
め
た
身
を
も

っ
て
俗
の
世
界
か
ら
は

っ
き
り
と
区
別

さ
れ
る
輪
廻
の
接
点
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
の

一
方
で
、
生
産
活
動
に
携
わ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
ラ
マ
の
存
在
は
貴
族
や
官
吏
な
ど
と
と
も
に
チ
ベ

ッ
ト
社
会
の
な
か
に

「働

か
ざ
る
者
」
と

「働
く
者
」
と
い
う
区
別
を
も
た
ら
し
た
。
た
だ
、
こ
の
区
別

は
階
層
対
立
と
い
う
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
「主
人
の

な
い
人
間
が
い
な
い
」
と
い
う
チ
ベ
ッ
下

の
諺
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
階
層

的
な
社
会
の
中
に
両
者
と
も
に
自
ら
位
置
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
.

一
方
漢
人
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
を

「働
く
者
」
と

「働
か
ざ
る
者
」
と
い

う
二
項
対
立
的
な
関
係
と
し
て
し
か
捉
え
て
い
な
か

っ
た
。
・漢
人
は
、
こ
の
社

会
を
平
等
化
す
る
た
め
、
働
か
な
い
者
を
働
か
せ
、
「
働
か
ざ
る
者
」
の
土
地

を
貧
乏
人
に
配
れ
ば
問
題
は
解
決
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
チ
ベ

ッ
ト
に
入

っ
た
漢
人
は
漢
人
社
会
と
同
様
に
二
つ
の
こ
と
を
行

っ
・た
。

一
つ
は
働
か
な
い

貴
族
、
官
吏
の
土
地
を
貧
乏
人
に
配
る
こ
と
、
二
つ
目
は
今
ま
で
働
か
な
か

っ

た
人
を
働
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
社
会
主
義
的
大
家
族
の
平
等
を
実

践
き
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
試
み
は
、
理
論
上
で
は
成
立
す
る
と
思
わ
れ

た
が
、
チ
ベ
ッ
ト
社
会
で
は
、
予
想
外
に
暴
動
が
多
発
し
、
し
か
も
そ
の
暴
動
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に
加
わ
っ
た
人
た
ち
は
ラ
マ
だ
け
で
は
な
く
、

一
般
の
人
々
も
多
か

っ
た
。

チ
ベ
ッ
ト
の

「活
仏
転
世
」
制
度
は
、
宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
だ
け
で
は
な

く
、
チ
ベ

ッ
ト
社
会

の
安
定
に
と

っ
て
重
要
な
柱
と
な

っ
て
い
る
。
「社
会
主

義
家
族
」
の
平
等
原
理
は
チ
ベ
ッ
ト
人

に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な

く
、
漢
人
が
自
ら
バ
ラ
ン
ス
を
絶
対
化

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
チ
ベ

ッ
ト
人
に
と

っ
て
、
「
主
」
が
な
ぐ
な
り
、
輪
廻
の
間
に
途
切
れ
て
し
ま
う
と

い
う
精
神
的

な
不
安
な
要
素
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は

「活
仏
」
を
中
心
と
し

た
チ
ベ

ッ
ト
人
の
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
発
の
刺
激
と
な

っ
た
。

む
す
び

中
国
に
お
い
て
近
代
革
命
以
降
、
中
国
人
と
り
わ
け
漢
人
は
、
新
た
な
秩
序

の
構
築
の
た
め
に
、
社
会
主
義
の
実
践
を
行

っ
て
き
た
。
従
来
、
こ
の
プ
ロ
セ

ス
は
、
「
西
洋
の
刺
激
に
対
す
る
中
国
の
反
応
」
と
い
う
枠
組
で
の
み
論
じ
ら

れ
て
き
た
が
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
視
点
を
中
国
社
会
の
側
に
置
き
換
え
、

中
国
に
お
け
る
社
会
主
義
的
大
家
族

の
実
践
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

一
方
、
社

会
主
義
の
平
等
理
念
を
導
入
し
、
他
方
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
漢
人
た
ち
は
そ

れ
を
自
分
た
ち
の
文
化
に
傷

つ
け
な
く
翻
訳
し
た
。
要
す
る
に
は
、
西
洋
か
ら

の
平
等
と
い
う
理
念
に
関
し
て
は
、

一
般
に
、
「個
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
平
等
を
は
か
る
と
い
う
理
解
と
は
違

っ
て
、
漢
人
た
ち
に
と

っ
て
の
平
等
理

念
は
、
漢
人
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
な
か
に
お
い
て
は

一
方
的
な
過
剰
か
、
ま
た

は
不
足
の
な
い
状
態

(太
極
秩
序
)
に
す
る
こ
と
か
ら
実
現
さ
れ
る
と
い
う
バ

ラ
ン
ス
感
覚
の
な
か
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
「
西
洋
の
衝

撃
に
対
す
る
中
国
の
反
応
」
と
い
う
枠
組
で
の
議
論
は
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
に

た
い
し
て
本
来
漢
人
が
も

っ
て
い
た
能
動
的
に
対
応
す
る
姿
勢
を
み
え
な
く
す

る
が
故
に
、
あ
ま
り
に
も

一.方
的
な
西
洋
中
心
の
視
線
だ
と
指
摘
で
き
よ
う
。

中
国
式
社
会
主
義
の
独
自
性
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
実
践
の
結
果
で
あ

り
、
社
会
主
義
を
中
国
社
会
に
取
り
込
む
た
め
に
創
ら
れ
た

「雷
鋒
モ
デ
ル
」

が
そ
の

一
例
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
雷
鋒
は
、
社
会
主
義
理
念
と
国
家
統

一
理

念
と
の
間
で
、
媒
介
の
役
割
を
果
た
す
と
同
時
に
、
中
国
の
内
部
に
あ
る
秩
序

の
不
均
衡
を
解
除
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
創
ら
れ
た

「
錘
」
で
あ
る
。
こ
の

錘
は
、
も
の
の
バ
カ
リ
と
し
て
具
体
的
に
、
「自
己
犠
牲
」
に
よ
る

「
平
等
」

と
い
っ
た
モ
ラ
ル
を
体
現
し
て
お
り
、
漢
人
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
性
格
に
基
づ

く
操
作
と
結
び
付
い
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
チ
ベ

ッ
ト
の

事
例
で
立
証
し
た
よ
う
に
、
「
雷
鋒
」
の
体
現
す
る

「平
等
」
的

モ
ラ
ル
は
、

チ
ベ
ッ
ト
人
に
と

っ
て
は
、
ラ
マ
と
信
者
と
の
間
に
区
別
が
な
く
、
念
願
を
か

な
う
接
点
が
な
く
な
る
も
の
と
な

っ
た
。
そ
れ
が
故
に
、
必
然
的
に
雷
鋒
の
追

求
者
と
ラ
マ
の
信
者
と
の
問
で
文
化
摩
擦
が
生
じ
た
。

今
回
で
は
、
雷
鋒
と
い
う

「錘
」
に
よ
る
中
国
の
秩
序
の
回
復
し
か
見
な
か

っ
た
。
今
後
、
こ
の

「錘
」
が
過
剰
と
な
り
、
そ
の
反
動
と
も
い
え
る

「万
元

戸
」

(差
を

つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
暴
発
し
た
金
持
ち
)
の
経
済
改
革

の
模
索

が
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
の
実
践
に
関
し
て
は
、
中
国

の
文
化
シ
ス
テ
ム
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
通
時
的
に
理
解
し
て
、
は
じ
め
て
そ

の
実
態
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
小
論
の
文
化
的
解
釈
で

あ
り
、
こ
の
解
釈
は
、
他
者
に
た
い
し
て
、
受
け
身
的
な
反
応
で
は
な
く
、
逆

に
、
自
己
再
生
産
的
に
深
化
し
て
い
く
力
を
も

つ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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注(1
)
文
化
人
類
学
者
の
青
木
保

は
、

一
九
八
七
年

日
米

に
お
け
る
経
済
紛
争
を
め
ぐ

る
相
対
主
義
と
反
相
対
主
義
の
動

き
を
取
り

上
げ

、
政
治

、
経
済

の
摩
擦

の
背
後

に
文
化

の
違

い
が
働

い
て

い
る
と
示
唆

し
、
更

に

「
文
化

の
否
定
性
」
を
指
摘
し

た

(青

木
保

『
文
化
の
否
定
性
』
中
央
公
論
社
、

一
九
九
〇
年
、
七
-
四
十

六
頁
)
。

筆
者
は

こ
れ
を
受
け

て
、
中
国
に
お
け
る
社
会
主
義
社
会

の
相
対
化

も
中

国
に
お

け

る
文
化
的

な
再
解
釈

の
過
程
だ
考
え
て

い
る
。

(
2
)
坂
井
信

三

「
身
体

加
工
と
儀
礼
」
、
青
木
保

、
黒

田
悦
子
編

『
儀
礼
』
東
京
大

学
出
版
会
、

一
九
八
八
年

、

一
九

三
～

二
.
=

頁
。

(3
)
ヴ

ィ
ク
タ
ー

・
タ
ー
ナ
ー

『
象
徴

と
社
会
』
第

一
章
、
梶
原
景
昭
訳
、
紀
伊
国

屋
書
店
、

一
九
八

一
年
、

一
五
～

六
六
頁

(≦
0
8
『
目
霞
昌
①
「…
b
§
§
暈

寒

書

§

戚
ミ
側§

ぎ
諺

O
。
ヨ
巴

¢
巳
く
臼
ω尋

牢

。
ω
ω獄

O
諱
)
。

(4
)
中
国
思
想

の
基
本
と
な

っ
て

い
る
。
「
人
間

の
呼
吸

の
気
息
が
転
じ
た
生
命
力
」

と
・い
う

も

の
で
は
な

い

(『
世
界
大

百
科
事
典
』
第

五
巻

、
平
凡
社

、

一
九

六
八

年
)
。
「
物
質

1ー
エ
ネ

ル
ギ

ー
」
、
「
エ
ー
テ
ル
状
の
波
」
、
「
放
射
性
発
散
気
体
」
、
(ジ

ョ
ゼ

フ

・
ニ
ー
ダ

ム

『
中

国
の
科
学
と
文
明
』
第
三
巻
、
東
畑
精

一
、
籔
内
清
監

訳

、
思

索
社

、

一
九

七

五
、

四

五

八
頁

、
、五

二

一
頁

に

よ

る
)
。

(
臼
o
ω
Φ
弓
ゴ

三
〇
巴
冨

彎

擘

ユ
鬢
9
1お

=
晨

"
の
9
§
ミ

§

駄
Q
ミ

蹄
ミ
帖§

§

O
ミ
ミ

"
く
9
ω
b

・

目
冨

ω
巻

岳
。
ω
。
h
9

ヨ
区

£

Φ
d
巳
く
①匿

亳

国

。
ωω
葛

鼠

一〇
倉

H
8
α
・)
。

(5
)
周
敦
頤

(
一
〇

一
七
～
七
三
年
)

の

「
太
極
」
説
は
基
本
的

に
宇
宙
発
生
論
に

関
す
る
も

の
で
あ
る
。
彼

の
考

え
方

は
特

に
い
く

つ
か

の
言
葉

に
象
微
さ
れ
て

い

る
。
「
万
物
化
生
」

の
基
本
で
あ
る

§
ミ

§

(動
)
、
惹
無
(静
)
よ
り

、
§
恥霪

(
エ

ネ

ル
ギ

ー
)
と

き
鴨ミ

賢
(慣
性
)
が
生
じ
る
と

い
う
。
(
ジ

ョ
ゼ

フ

.
ニ
ー
ダ

ム
、

上
掲
書

、
第

三
巻

、
五
〇
九
頁
)
。

(
6
)

ジ

ョ
ゼ

フ

・
二
ー
ダ

ム
、
上
掲
書
、
第
三
巻
、
五
〇
八
～
五
〇

九
頁

。

(7
)
上
火

[ω
冨
昌
αq
冨

o
凵
"
日
本
語

に
当
た
る
適
当
な

言
葉

が
な

い
が
、
意
味
と

し

て
は
身

体
内
部

の
熱

い

エ
ネ

ル
ギ

ー
が
強
す
ぎ
る

こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
。

(8
)
守

冨

9。
蒔

し
o
ぎ

閑
`
菊
①
腎

冨
器
ジ
臣

乱

昌
O
』
巳

O
同巴
ひq
"
≧
び
①
含
罫

黥

無

毎
恥§

§

馬
§

§
§

ぎ

遷
魯

一§

轟
§

§
.
ud
o
ω8
員

国
8

αq
ぼ

8

竃

罵
臣
一P

μ
8

㎝
・

」(
9
)
『
毛
沢
東
選
集
』
第

二
巻
、
北
京
外
文

出
版
社

、

一
九

六
八
年

、
五
二
四
頁
。

(
10
)
「
共
同
綱
領
第

六
章
」
、

一
九
四
九
年
中
国
人
概
政

治
協
商
会
議
第

一
回
全
代
表

会
議

で
通
過
。
引
用
は
周
達
生
著
、
『
中
国
民
族
誌
』
所
収

、
N
H
K
ブ

ッ
ク
ス
、

一
九
八
○
年

、
二

一
六
～

二

一
七
頁
。

(11
)
『
劉
少
奇
選
集
』
下
巻

、
人
民
出
版
社
、

一
九

八
五
年
、

一
六
五
頁
。

(12
)
甘
粛
省
民
族
研
究
所
編

『
中

国
民
族
関
係
史
』
甘
粛
省
民
族
出
版
社
、

一
九
八

三
年
、

二
四
～
四
七
頁
。

(
13
)
「
黒
帽
派
」

"
こ
の
宗
教
団
体

の
法

王
は

「嚆
瑪

巴
喜
」

(
=

一〇

四
～

一
二
八

三
年
)
と

い
う
。
彼
は
当
時
中

原
政
権

の
フ
ビ

ラ
イ
と
関
係
を
も

っ
て
い
た
。

一

二
五
六
年
、
彼
は

モ
ン
ゴ
ル
か
ら
金
色
の
縁
の

つ
い
た
黒

い
帽
子
を

い
た
だ

い
た
。

そ
れ
以
来
、
彼

の
宗
派
を
黒

い
帽
子
を
被

っ
た
宗
教

団
体
と
呼
ば
れ

る
よ
う

に
な

っ
た

。
チ
ベ

ッ
ト

の
他

の
宗
教
団
体
も
そ
れ
ぞ
れ
の
色
の

つ
い
た
帽

子
を
目
印

と

し
、
他

の
宗
教
団
体
と
区
別
し
て

い
る
。
本
文
の

「
黄
帽
派
」

の
ダ

ラ
イ

.
ラ

マ

と
パ

ソ
チ

ェ
ン

・
ラ

マ
も
そ

の

一
派

で
あ
る
。

(14
)
『世

界
大
百
科
事
典
』
十

六
巻

、
平
凡
社
、

一
九
六
入
年
、
五
七
五
頁
。

(15
)
降
辺
嘉
措

『
班
禅

大
師
』
東
方
出
版
社

、

一
九

八
九
年
、

一
八

二
頁
。

(
16
)
上
掲
書
、
降
辺
嘉

措
、

一
八
三
頁

。

(
17
)
上
掲
書
、
降
辺
嘉
措
、

一
八
三
頁
。
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