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ー
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ス
ト
ン
の
三
名
の
論
を
、
祖
先
崇
拝
の
概
念
設

定
の
仕
方
に
注
目
し
て
検
討
し
、
彼
ら
が
当
時
の
進
化
主
義
的
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
な
か
で
日
本
の
宗
教
と
祖
先
崇
拝
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
明
治
期
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
論
は
、

西
洋
の
人
類
学
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
展
開
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
そ
も
そ
も
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
の
関
心
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
あ
る

い
は
植
民
地
支
配
へ
の
布
石
と
し
て
、
日
本
の
新
し
い
政
治
・
社
会
体
制

や
、
そ
の
前
提
と
考
え
ら
れ
る
日
本
人
の
宗
教
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
ず
神
仏
判
然
令
に
も
と
づ
い
て
「
日
本
に
は
神
道

と
仏
教
と
い
う
二
つ
の
宗
教
が
あ
る
」
と
と
ら
え
、
彼
ら
に
と
っ
て
未
知

の
神
道
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
が
、
資
料
不
足
に
よ
り
困
難
に
直
面
し
、

神
道
を
原
始
的
な
宗
教
、
あ
る
い
は
宗
教
と
は
い
え
な
い
も
の
な
ど
と
評

価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
登
場
し
た
サ
ト
ウ
は
、「
古
神
道
の
復
活
」（
一
八
七

四
）
な
ど
の
論
考
で
、
平
田
国
学
を
重
視
し
た
文
献
学
的
研
究
お
よ
び
、

タ
イ
ラ
ー
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
宗
教
起
源
論
に
も
と
づ
き
、
天
照
大
神
祭

祀
・
天
皇
祭
祀
・
氏
神
祭
祀
な
ど
を
祖
先
崇
拝
の
展
開
と
し
て
把
捉
し

た
。
こ
う
し
た
見
方
が
、
二
〇
世
紀
に
入
る
頃
ま
で
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
の

定
説
と
な
っ
た
。

　

ハ
ー
ン
の
解
釈
は
、
日
本
の
祖
先
崇
拝
を
き
わ
め
て
肯
定
的
に
評
価
す

る
点
で
異
彩
を
放
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
傾
倒
し
、
そ
の
宗
教
発
達
の
法

則
説
の
好
例
と
し
て
日
本
の
祭
祀
の
歴
史
を
と
ら
え
た
ハ
ー
ン
は
、
神
道

と
は
す
な
わ
ち
祖
先
崇
拝
で
あ
る
と
説
明
し
た
。『
心
―
日
本
の
内
面
生

活
の
暗
示
と
影
響
―
』（
一
八
九
六
）
な
ど
多
く
の
著
作
で
ハ
ー
ン
は
、

官
製
運
動
・
諸
政
策
の
影
響
、
地
域
社
会
の
近
代
化
な
ど
も
視
野
に
入
れ

な
が
ら
、「
変
容
の
力
学
」
を
精
査
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
葬
制
の
変
容
パ
タ
ン
を
、
変
容
の
契
機
を
も
た
ら
し
た
イ
ン

パ
ク
ト
を
指
標
に
類
型
化
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
火
葬
場
の
建
設
や
霊

柩
自
動
車
の
導
入
に
よ
り
変
化
が
生
じ
た
「
技
術
化
先
行
型
」、
専
門
業

者
の
参
入
に
よ
る
「
商
品
化
先
行
型
」、
新
生
活
運
動
な
ど
生
活
改
善
を

掲
げ
た
諸
運
動
の
影
響
に
よ
る
「
生
活
改
善
型
」
で
あ
る
。
変
容
を
促
進

し
た
主
体
や
要
因
に
よ
っ
て
さ
ら
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
相
互
に
排

他
的
な
類
型
で
は
な
い
が
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
複
雑
多
岐
に
わ
た
る

地
域
ご
と
の
葬
制
変
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
よ
り
詳
細
に
把
捉
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

戦
前
の
日
本
文
化
紹
介
書
に
お
け
るR

eligion
とA

ncestor W
orship

問
芝　

志
保

　

日
本
の
祖
先
崇
拝
研
究
は
、
研
究
史
を
記
述
す
る
際
に
、
柳
田
國
男
の

業
績
を
始
点
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
明
治
期
に
も
す
で
に
相
当
数
あ
っ

た
、
日
本
の
祖
先
崇
拝
を
論
じ
た
著
作
物
は
、
先
行
研
究
と
し
て
は
扱
わ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
著
作
物
が
経
験
的
デ
ー
タ
に
も

と
づ
く
学
術
的
な
実
証
研
究
で
は
な
く
、
思
弁
的
・
理
念
的
・
規
範
的
な

言
説
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
戦
後
日
本
の
祖
先
崇
拝
研
究
が
、
進
化
主
義
パ

ラ
ダ
イ
ム
や
国
民
道
徳
論
か
ら
直
接
／
間
接
に
影
響
を
受
け
て
き
た
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
発
表
は
こ
の
課
題
の
解

明
に
向
け
た
一
つ
の
作
業
と
し
て
、
明
治
期
に
活
躍
し
た
西
洋
出
身
の
ジ

ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
、
特
に
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
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天
理
外
国
語
学
校
の
朝
鮮
語
教
育
に
み
る
朝
鮮
布
教
の
意
義

金　
　

賻
城

　

本
研
究
発
表
で
は
、
海
外
布
教
師
の
養
成
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

天
理
外
国
語
学
校
の
朝
鮮
語
教
育
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
教
育
に
も
と

づ
い
て
展
開
さ
れ
た
天
理
教
に
お
け
る
朝
鮮
布
教
の
具
体
化
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。
当
時
、
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
た
日
本
宗
教
の
な
か
で
、
朝
鮮

語
を
駆
使
す
る
海
外
布
教
師
を
育
成
す
る
学
校
を
設
立
し
た
の
は
、
天
理

教
が
唯
一
で
あ
っ
た
。
天
理
外
国
語
学
校
の
朝
鮮
語
部
は
「
他
民
族
の
理

解
」
と
「
他
民
族
の
救
済
」
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
語
部
の
「
金
剛
会
」
が
『
訓
民
正
音
』
を
も
と

に
、
天
理
教
の
教
義
を
朝
鮮
語
に
翻
訳
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
当
時

の
状
況
に
注
目
す
る
と
極
め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
翻

訳
活
動
が
学
生
た
ち
の
信
仰
に
基
づ
い
た
宗
教
的
実
践
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
の
後
、
日
本
の
他
宗
教
と
違
っ
て
、
天
理
教
が
朝
鮮

半
島
に
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
一
つ
の
理
由
は
、
そ
の
信
仰
が
韓
国
の

人
び
と
に
よ
っ
て
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
、
朝
鮮
語
に
翻
訳
さ
れ
た
教

義
書
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
天
理
教
の
救
済
観
を
朝
鮮

語
教
育
に
融
合
さ
せ
る
教
育
に
よ
っ
て
、
天
理
教
の
海
外
布
教
と
い
う
概

念
を
、
天
理
教
の
救
済
観
の
も
と
で
意
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
り

わ
け
、
天
理
教
独
自
の
海
外
布
教
が
、
天
理
外
国
語
学
校
の
朝
鮮
語
教
育

と
結
び
つ
け
て
、
朝
鮮
布
教
が
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
は
特
に
注
目
す
べ
き

点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
理
教
の
救
済
観
の
普
遍
性
は
、
ま
さ
に
朝
鮮

語
教
育
を
と
お
し
て
、
朝
鮮
民
族
の
救
済
を
目
的
と
し
て
実
践
さ
れ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
の
祖
先
崇
拝
を
、
家
族
観
や
国
家
観
に
つ
ら
な
る
根
底
的
な
宗
教
観

と
し
て
熱
烈
な
賞
賛
の
言
葉
と
と
も
に
描
き
出
し
た
う
え
で
、
祖
先
崇
拝

を
行
っ
て
い
な
い
西
洋
に
対
す
る
優
位
性
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

し
か
し
二
〇
世
紀
に
入
り
、
西
洋
で
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
説
へ
の
批
判
的

見
解
が
優
勢
と
な
る
と
と
も
に
、
日
本
で
は
ア
ス
ト
ン
が
『
神
道
―
神
々

の
道
―
』（
一
九
〇
五
）
で
、
祖
先
崇
拝
概
念
を
直
接
の
祖
先
へ
の
祭
祀

に
限
定
す
べ
き
と
し
、
従
来
の
広
義
の
祖
先
崇
拝
概
念
に
も
と
づ
く
祖
先

崇
拝
起
源
説
を
退
け
て
、
神
道
は
実
質
的
に
自
然
崇
拝
だ
と
論
じ
た
。
こ

う
な
れ
ば
、
元
来
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
の
目
的
は
、
日
本
の
主
た
る
宗
教

と
考
え
ら
れ
た
神
道
の
解
明
に
取
り
組
む
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
祖
先
崇

拝
は
あ
っ
さ
り
と
彼
ら
の
研
究
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
祖
先
崇
拝
論
の
展
開
が
、
明
治
期
の
宗
教
学
や
国
民
道
徳

論
、
そ
し
て
日
本
国
内
に
お
け
る
人
類
学
・
日
本
民
俗
学
的
な
祖
先
崇
拝

研
究
と
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
い
く
の
か
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
問
い
に

対
し
、
本
発
表
は
明
治
期
に
英
語
で
書
か
れ
た
日
本
文
化
紹
介
書
を
対
象

と
し
、
さ
し
あ
た
り
の
俯
瞰
的
な
見
取
り
図
を
描
く
に
と
ど
ま
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
も
の
を
含
め
る
こ
と
、
ま
た
日
本
国
内
の

祖
先
崇
拝
研
究
と
の
影
響
関
係
を
含
め
て
分
析
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、

日
本
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
研
究
の
淵
源
を
詳
し
く
描
出
す
る
こ
と
が
、
今

後
の
課
題
と
な
る
。


