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哲
學
研
究
第
百
十
四
號

　
義
が
國
霞
代
の
道
徳
と
儒
教
の

第
岡
章
　
儒
漱
傳
來
ε
そ
の
影
響

六
〇

高
　
橋
　
　
俊
　
乗

　
古
傳
に
よ
れ
ば
癒
紳
天
皇
の
十
⊥
ハ
年
に
王
仁
が
論
語
を
獄
じ
π
の
が
、
儒
敷
傳
來
の
始
ご
さ
れ

て
る
る
。
そ
の
蒔
、
我
が
國
に
は
特
に
眼
立
つ
た
鍵
鑑
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
二
百
六
十
翌
年
（
こ

れ
は
書
紀
の
紀
年
で
あ
る
。
正
し
く
は
百
七
八
十
年
号
で
あ
ら
う
）
、
佛
敷
が
啓
明
天
皇
の
十
三
年

に
傳
つ
た
時
に
は
、
蘇
我
・
物
部
爾
氏
の
雫
が
遇
っ
て
載
観
を
さ
へ
醸
し
た
。
こ
の
著
し
い
差
の
超

る
原
因
を
説
く
の
に
、
我
が
國
固
有
の
古
代
の
ジ
ン
・
グ
ビ
儒
敏
の
敏
へ
る
滋
徳
ビ
は
、
単
解
上
大
差

が
な
い
。
尤
も
、
灘
譲
放
伐
を
是
認
す
る
支
那
思
想
の
君
臣
關
係
ご
、
天
壌
無
窮
の
皇
統
を
戴
く
我

が
郵
の
震
臣
陶
係
の
大
差
あ
る
こ
ご
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
か
ら
、
こ
の
事
は
姑
く
除
い
て
他
の
父

子
、
夫
婦
な
ご
の
關
係
に
つ
い
て
、
正
直
こ
か
禮
譲
ご
か
勇
氣
な
ご
の
道
徳
に
つ
い
て
言
ふ
の
で
あ

る
。
か
く
我
が
古
代
の
験
徳
的
風
習
ご
儒
敏
の
撃
墜
ご
は
大
差
は
な
い
が
、
佛
激
は
出
世
間
的
の

敷
で
死
後
未
來
の
生
活
の
安
野
を
求
め
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
佛
禁
野
來
以
前
の
我
が
古
代
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入
の
遣
徳
患
想
や
宗
激
思
想
ご
を
比
べ
て
見
る
ご
、
殆
ざ
未
來
の
事
を
考
へ
す
、
現
世
の
生
活
を
樂

し
ん
で
、
別
段
に
厭
ふ
べ
き
も
の
こ
思
っ
て
み
な
か
っ
た
我
が
古
代
入
の
溢
徳
や
宗
激
ご
佛
激
ご

に
は
，
大
差
が
あ
る
。
從
っ
て
佛
漁
期
來
の
時
に
人
心
が
動
揺
し
て
戦
働
が
逸
っ
た
の
も
、
あ
り
う

る
こ
ご
で
あ
る
ご
、
説
く
入
が
多
い
。
日
本
道
徳
史
の
蓮
説
の
や
う
で
あ
る
○

　
し
か
し
私
は
別
の
考
を
持
っ
て
み
る
。

　
元
來
儒
激
も
佛
激
も
そ
れ
《
＼
支
那
ご
印
度
の
風
習
を
本
こ
し
て
麻
織
立
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
そ
れ
ご
風
習
を
同
じ
う
し
な
い
我
が
古
代
の
道
徳
が
儒
慕
い
つ
れ
ご
も
類
似
す
る
は

す
が
な
い
。
そ
の
中
、
支
那
の
方
が
印
度
に
比
し
て
地
理
的
に
も
人
種
上
に
も
、
日
本
へ
饗
し
て
近

い
か
ら
、
風
習
も
支
那
の
方
が
印
度
よ
り
も
日
本
に
類
縁
の
度
が
多
い
。
從
っ
て
儒
敷
の
方
が
佛

敏
よ
り
も
、
日
本
固
有
の
道
徳
思
想
や
宗
激
思
想
に
近
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
は
印
度
よ
り

近
い
こ
い
ふ
だ
け
で
あ
っ
て
、
大
差
が
な
い
ご
は
言
は
れ
な
い
．
）
も
し
大
差
の
な
い
事
を
主
張
し

よ
う
ご
す
る
な
ら
ば
、
綿
密
な
謹
明
に
よ
っ
て
、
こ
の
差
を
減
少
す
る
や
う
に
試
み
る
義
務
が
あ
ら

う
。
差
の
短
き
か
る
べ
き
筈
で
あ
る
の
が
、
根
本
的
、
一
般
的
で
あ
っ
て
、
差
が
少
い
ご
す
れ
ば
、
何
か

特
殊
な
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
又
蘇
我
・
物
部
爾
氏
の
爾
は
舳
敷
ご
奮
思
想
並
び
に
奮
信
仰
こ
の
事
を
一
の
動
機
こ
し
て
起
つ

　
　
　
我
が
國
古
代
の
蓮
徳
オ
儒
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



84S

　
　
　
哲
墨
一
研
究
　
第
一
欝
十
四
號
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
ニ

て
る
る
が
、
孚
働
の
眞
の
原
因
は
信
仰
の
魚
心
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
佛
激
ご
善
信
仰
並
び

に
奮
思
想
ゆ
こ
の
衝
突
が
翼
の
原
因
で
あ
る
こ
す
れ
ば
、
ま
だ
佛
敷
が
勢
力
を
得
る
こ
ご
少
く
、
奮
信

仰
奮
思
想
が
ま
だ
勢
力
の
大
な
る
時
で
あ
っ
た
に
拘
は
ら
す
、
蕾
信
仰
方
の
物
部
氏
が
敗
れ
た
時
、

何
故
に
第
二
第
三
の
物
部
氏
が
現
れ
て
佛
激
方
に
醤
抗
し
、
物
部
氏
の
弔
ひ
合
戦
を
し
な
か
っ
た

か
。
二
氏
爾
の
眞
の
原
因
は
二
氏
の
勢
力
孚
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
方
が
曇
れ
た
ら
、
そ
れ
っ
き

り
孚
観
が
止
ん
だ
の
で
あ
る
。
後
世
、
戦
國
時
代
の
末
に
天
主
激
が
傳
へ
ら
れ
た
時
、
佛
激
ご
着
生

敷
ご
は
大
差
が
み
る
に
拘
ら
ふ
禦
二
重
の
間
に
眼
立
つ
た
孚
働
を
起
す
や
う
な
左
は
な
か
っ
た
。

風
面
時
代
で
法
華
一
揆
や
一
向
唄
揆
の
あ
っ
た
時
で
あ
る
か
ら
、
佛
鍛
・
天
主
激
の
間
に
藤
織
を
起

す
畳
語
が
あ
る
な
ら
、
戦
働
が
起
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
時
で
あ
っ
た
が
、
島
原
の
凱
の
如
き
、
鴬

政
者
に
縛
す
る
旧
観
は
あ
っ
て
も
、
柱
飾
爾
敷
面
の
戦
働
は
起
ら
な
か
っ
た
。
古
方
は
本
地
垂
泌

説
に
よ
っ
て
血
道
を
佛
数
に
ビ
リ
入
れ
て
、
忌
事
を
佛
激
で
説
明
す
る
時
代
で
あ
り
、
天
主
激
．
の
牧

師
が
、
佛
激
の
中
へ
　
一
新
感
激
を
宣
布
す
る
都
合
上
、
佛
激
臭
い
言
葉
を
用
ひ
、
佛
信
■
ま
が
ひ
の
服
装

を
し
た
こ
ご
、
こ
ご
に
天
主
激
を
傳
へ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
印
度
の
ゴ
ア
を
根
標
こ
し
て
東
洋
各

地
に
布
激
し
貿
易
し
た
爲
、
當
時
の
日
本
人
に
天
主
激
を
も
佛
激
の
一
新
派
で
あ
る
か
の
如
く
思

は
し
め
（
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
）
佛
激
ご
は
全
く
無
異
の
一
新
宗
漱
で
あ
る
ご
思
は
し
め
な
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か
つ
た
ご
い
ふ
事
（
1
）
が
、
佛
耶
爾
激
間
の
璽
を
蓮
さ
な
か
っ
た
一
原
因
ご
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
し
か

し
叡
山
ご
三
井
寺
ご
戦
つ
π
り
、
天
台
宗
ご
法
華
宗
ε
が
血
を
流
し
た
こ
ε
も
あ
る
か
ら
、
天
主
敷

が
虚
血
の
一
新
派
で
あ
る
ご
出
せ
ら
れ
た
か
ら
、
爾
激
間
に
爾
が
起
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ビ
も

言
へ
な
か
ら
う
。
　
つ
ま
）
信
仰
の
別
異
ε
い
ふ
こ
ご
が
、
日
本
人
に
ご
つ
て
大
し
た
刺
戟
を
剋
さ

す
、
喧
嘩
の
種
に
も
な
ら
な
か
つ
．
π
の
で
、
椹
勢
の
無
冠
ご
結
び
つ
く
時
だ
け
、
爲
政
者
の
政
策
ビ
相

反
す
る
時
の
み
に
宗
敷
一
揆
が
超
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
蘇
我
・
物
部
の
戦
も
、
恐
ら
く
さ
う
解
す
べ

き
も
の
で
、
信
仰
上
の
戦
雫
で
は
あ
る
ま
い
。
蘇
我
・
物
部
二
段
が
爾
雄
並
び
立
た
す
、
い
っ
か
孚
が

起
ら
ね
ば
な
ら
な
い
や
う
な
…
機
運
に
な
っ
て
み
た
時
に
百
糠
働
明
王
が
立
像
経
文
を
獄
じ
π
の

で
、
火
の
將
に
燃
え
ん
こ
し
て
み
る
所
へ
油
を
注
ぐ
如
く
雫
が
破
裂
し
だ
の
で
あ
る
。
佛
激
の
渡

來
が
な
く
ε
も
、
早
晩
，
二
毛
の
璽
が
起
る
や
う
に
な
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
爾
二
氏
の
盛
観
の
経

過
は
、
始
こ
そ
佛
を
祭
る
べ
き
か
否
か
の
異
議
か
ら
起
っ
て
る
る
が
、
後
に
は
皇
位
縫
承
の
観
に
墾

じ
て
る
る
し
、
か
つ
、
代
々
神
事
を
掌
り
、
奈
良
李
安
時
代
に
も
術
さ
う
で
あ
っ
た
中
臣
氏
は
當
然
、
物

部
氏
を
援
け
、
物
部
氏
ε
蓮
命
ε
土
ハ
に
す
べ
き
に
拘
ら
す
、
始
は
物
部
蕪
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
獲
心

し
た
爲
、
中
臣
勝
海
は
殺
さ
れ
て
み
る
。
つ
ま
り
、
二
氏
の
戦
で
信
仰
上
の
孚
も
い
く
ら
か
原
因
ご

な
っ
て
み
る
だ
ら
う
が
、
主
な
る
原
因
は
勢
力
雪
に
す
ぎ
ぬ
。

　
　
　
我
が
圃
囲
古
代
の
貼
氾
徳
ミ
儒
敏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
側
三
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暫
學
研
究
　
　
第
冑
口
十
・
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
四

　
　
　
　
　
　
　
〇

　
島
育
の
傳
へ
ら
れ
た
時
に
、
今
日
残
っ
て
み
る
傳
説
中
に
は
、
か
、
る
事
織
が
な
い
。
し
か
し
一

の
悲
劇
が
演
ぜ
ら
れ
て
る
る
。
傳
説
に
よ
れ
ば
癒
紳
天
皇
は
諸
皇
子
の
中
で
、
森
道
稚
郎
子
皇
子

を
太
子
ε
せ
ら
れ
た
。
菟
溢
稚
郎
子
は
始
は
阿
直
岐
や
王
仁
を
師
達
し
て
學
ば
れ
、
書
紀
に
は
「
通

達
せ
ざ
る
な
し
」
ご
詳
し
て
る
る
位
で
あ
り
、
後
に
高
麗
王
の
表
文
に
「
高
麗
王
敷
日
本
並
塩
也
」
ご
あ

っ
た
の
を
見
て
、
太
子
は
使
を
責
め
、
表
文
を
破
ら
れ
た
こ
樽
へ
ら
れ
る
。
素
立
天
皇
は
そ
の
敏
慧

な
の
を
愛
せ
ら
れ
、
か
つ
、
太
子
は
諸
声
子
中
の
末
子
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
が
、
末
子
で
あ
る
故
に
却
て

こ
れ
を
愛
し
て
太
子
に
立
て
ら
れ
た
こ
西
之
解
せ
ら
れ
て
み
る
。
だ
か
ら
御
兄
の
諸
皇
子
が
承

引
さ
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
ご
危
ぶ
み
，
太
子
の
御
兄
の
大
山
守
命
や
細
論
鶴
奪
（
仁
徳
天
皇
）
を
召
し

て
「
み
ま
し
た
ち
は
、
兄
な
る
子
ご
弟
な
る
子
ご
軌
れ
か
愛
し
き
汐
ご
問
を
試
み
ら
れ
π
こ
ご
さ
へ

あ
る
。
然
る
に
慮
紳
天
皇
が
四
卿
御
の
後
、
菟
道
雅
郎
子
は
御
兄
大
島
熊
尊
に
護
っ
て
三
年
ま
で
帥

位
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
途
に
意
を
決
し
宙
害
し
て
、
皇
位
を
御
兄
．
に
譲
ら
れ
た
こ
い
ふ
話
で
あ
る
Q

菟
滋
藤
郎
子
が
何
故
に
死
ん
で
ま
で
も
位
を
御
兄
に
護
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
第
一
の
答

は
、
太
子
は
漢
學
に
通
達
せ
ら
れ
た
方
で
あ
る
。
古
血
の
域
化
を
受
け
て
、
長
幼
の
序
を
深
く
守
り
、

違
に
死
を
以
て
皇
位
を
譲
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
こ
い
ふ
説
で
あ
る
。
太
子
が
弟
の
身
ご
し
て
天
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位
に
即
く
こ
ご
を
正
し
く
な
い
ご
思
は
れ
π
二
ε
は
、
或
は
事
實
で
あ
ら
う
。
　
さ
う
し
て
そ
れ
は

儒
激
の
威
化
、
殊
に
伯
夷
・
叔
齊
な
ご
の
故
事
が
特
に
太
子
の
御
講
に
強
く
窺
い
π
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
第
二
子
賃
下
の
相
績
、
殊
に
末
子
相
績
は
我
が
古
代
央
に
於
て
非
常
に
多
い
。
憩
代
で
は

葦
火
黄
玉
見
奪
が
兄
潜
の
火
閾
降
命
に
勝
っ
て
皇
統
を
つ
い
で
を
ら
れ
る
。
騨
武
天
皇
も
皇
兄

三
方
を
越
え
て
太
子
こ
な
ら
れ
、
緩
靖
天
皇
も
第
三
子
の
御
身
で
あ
り
、
応
化
・
垂
足
・
景
行
・
成
務
・
慮
騨

等
歴
代
多
く
は
皇
兄
に
越
え
て
天
位
に
っ
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
樽
説
が
一
々
事
實
で
は
な
か
ら

う
が
、
か
う
い
ふ
愚
説
が
語
ら
れ
る
爲
に
は
、
當
時
か
、
る
傳
説
の
作
ら
れ
た
時
及
び
そ
れ
霊
前
に

長
子
よ
り
も
そ
れ
以
下
の
弟
の
方
が
多
一
相
懸
し
た
風
脅
が
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
尤
も
多
く

の
董
話
に
於
て
見
ら
れ
る
、
兄
弟
が
雫
ふ
時
は
大
て
い
弟
が
勝
つ
ε
い
ふ
傾
向
が
、
こ
れ
ら
の
傳
論

に
も
用
ひ
ら
れ
て
る
る
だ
ら
う
。
殊
に
彦
火
々
出
見
質
の
場
合
は
確
に
さ
う
思
は
れ
る
○
併
し

そ
れ
ご
共
に
古
代
一
夫
多
妻
の
行
は
れ
だ
時
、
或
家
長
が
年
老
い
て
子
に
相
綾
さ
せ
よ
う
ε
考
へ

る
頃
に
、
最
も
愛
を
得
て
み
る
妻
の
子
が
相
幽
し
や
す
く
、
さ
う
し
て
、
そ
の
頃
最
も
愛
を
得
て
み
る

の
は
大
て
い
最
も
後
に
妻
ご
な
つ
淀
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
生
ん
だ
子
は
先
づ
幼
弟
、
末
子
で
あ
る

こ
ご
が
多
い
こ
い
ふ
風
習
上
の
事
實
が
、
我
が
古
代
更
の
王
位
繊
密
に
現
は
れ
た
事
が
多
か
ら
う

ご
思
ふ
。
だ
か
ら
文
鳥
稚
郎
子
皇
子
が
魚
心
さ
れ
る
の
は
養
毛
の
風
習
こ
し
て
不
思
議
は
な
い

　
　
　
我
が
國
古
代
の
道
徳
ミ
儒
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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折
μ
灘
暁
蘇
究
　
　
第
胃
十
－
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
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の
で
あ
る
が
、
皇
子
懲
ら
當
時
の
風
習
に
反
し
て
正
し
く
な
い
ご
考
へ
ら
れ
た
ご
す
れ
ば
、
か
く
考

へ
給
ふ
ぐ
ら
ゐ
強
い
心
理
墾
化
を
起
す
刺
戟
が
あ
っ
た
こ
見
な
け
れ
ば
な
ら
濾
。
そ
れ
が
右
の

第
一
の
答
で
あ
る
。
し
か
し
當
時
果
し
て
儒
敷
が
そ
れ
ほ
こ
影
響
を
與
へ
だ
で
あ
ら
う
か
。
私

は
俘
信
友
以
後
一
部
學
者
の
説
に
從
う
て
否
定
し
た
い
ビ
思
ふ
○
（
2
）

　
私
の
否
定
す
る
理
由
を
述
べ
る
に
當
っ
て
先
づ
太
子
の
御
蒲
問
に
つ
い
て
考
へ
る
。
そ
の
中
、

太
子
が
高
麗
の
表
文
を
責
め
ら
れ
た
ご
い
ふ
傳
説
は
全
く
架
塞
の
話
で
あ
る
。
何
ご
な
れ
ば
國

吏
ご
朝
鮮
吏
ε
を
比
較
す
る
に
あ
π
b
、
朝
鮮
吏
も
右
い
所
の
年
代
は
あ
て
に
な
ら
澱
が
高
麗
（
高

句
麗
）
が
魏
や
燕
ご
戦
っ
た
り
、
百
濟
・
高
句
麗
ご
戦
端
を
開
く
や
う
に
な
っ
た
頃
の
年
代
は
、
支
那
史

ご
比
較
し
て
定
め
う
る
か
ら
疑
が
な
い
。
百
濟
が
高
句
麗
ご
始
め
て
交
渉
を
生
じ
だ
の
は
高
句

麗
の
故
國
原
王
が
百
濟
の
近
省
古
王
ご
戦
っ
て
趨
れ
た
時
（
西
紺
三
六
九
）
に
始
る
。
而
し
て
神
功
皇

后
の
新
羅
征
伐
頃
の
書
紀
の
紀
年
は
あ
て
に
な
ら
訟
が
、
新
羅
奈
粗
暴
、
百
直
近
省
古
王
の
時
で
あ

っ
た
こ
ご
は
疑
ふ
籐
地
が
な
い
や
う
で
、
籏
暴
怒
四
十
津
眞
滋
の
上
奏
中
に
「
及
瓢
近
省
古
王
ハ
遙
慕
轟
聖

蹟
ハ
始
聖
血
國
h
是
々
瀞
功
皇
后
嬢
政
之
年
並
」
ご
あ
る
の
が
最
も
明
謹
で
あ
る
。
古
事
記
癒
憩
天
皇

の
條
に
照
古
王
の
名
が
毘
て
る
る
の
も
夙
讃
で
あ
る
。
王
仁
の
來
朝
が
照
古
王
の
子
、
近
仇
首
王

の
事
で
あ
る
の
は
右
、
下
道
の
上
奏
、
並
び
に
同
書
同
巻
、
丈
最
下
等
の
上
奏
中
に
そ
の
護
左
が
見
え
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る
。
然
る
に
こ
の
頃
高
句
麗
は
、
百
濟
ご
休
戦
歌
態
で
全
く
交
渉
が
無
か
っ
た
。
從
っ
て
高
句
麗

ご
我
が
國
と
の
交
渉
も
起
ら
な
い
。
故
下
原
王
よ
リ
ニ
代
を
経
た
好
太
王
（
三
九
一
－
四
＝
一
）
は
英
明

の
書
で
あ
っ
て
散
々
に
百
濟
を
破
っ
た
。
日
本
が
百
濟
を
助
け
な
か
っ
た
ら
百
里
が
自
ぶ
ほ
こ

だ
っ
た
○
高
句
麗
が
日
本
に
使
を
邊
つ
た
の
は
、
百
濟
を
攻
め
て
破
っ
た
後
、
日
本
の
勢
力
に
遠
慮

し
て
、
そ
の
鋭
鋒
を
牧
め
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
好
太
王
の
頃
は
我
が
仁
徳
履
仲
馬
丁
に
あ

た
っ
て
み
る
こ
ご
も
ま
つ
疑
が
な
い
か
ら
、
高
句
麗
の
使
は
早
く
ご
も
仁
徳
天
皇
の
末
年
に
來
た

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
師
戸
前
発
ち
癒
瀞
天
皇
の
御
代
に
來
る
筈
が
な
い
。
故
に
菟
道
稚
郎
子
皇
子

の
高
句
麗
の
使
を
責
め
ら
れ
た
傳
説
は
全
く
虚
傳
で
あ
る
。
恐
ら
・
く
太
子
が
王
仁
に
つ
い
て
學

ば
れ
た
ε
い
ふ
卑
湿
を
謹
櫨
…
立
て
よ
う
ご
す
る
企
か
ら
生
れ
だ
説
話
で
あ
ら
う
Q

　
稚
郎
子
の
御
學
殖
を
推
定
す
る
材
料
は
な
い
が
、
さ
ほ
ご
深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
う
ε
思

ふ
。
阿
直
岐
が
來
朝
し
た
時
、
癒
淋
天
皇
は
菟
道
稚
郎
子
を
し
て
之
に
就
い
て
學
ば
し
め
、
か
つ
阿

由
岐
の
本
國
た
る
百
濟
に
命
じ
「
も
し
賢
入
あ
ら
ば
貢
れ
。
」
ご
仰
せ
ら
れ
て
、
王
仁
が
來
た
の
で
あ

る
か
ら
、
天
皇
も
い
く
ら
か
漢
籍
に
親
し
ん
で
居
ら
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
　
さ
う
考
へ
う
る
な
ら
ば
、

そ
の
御
母
紳
功
皇
后
が
新
羅
を
征
伐
さ
れ
た
時
種
々
の
外
交
事
務
を
庭
著
す
る
た
め
一
朝
官
の
中

に
は
漢
學
に
馴
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
ら
う
ピ
、
推
証
す
る
事
も
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。
更
に
癒
棘

　
　
　
我
が
國
恥
山
代
の
舳
氾
徳
ミ
儒
騨
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
七
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六
入

天
皇
が
濁
り
稚
郎
子
に
の
み
學
習
さ
せ
ら
れ
て
、
何
故
に
他
の
譲
皇
子
を
除
外
さ
れ
る
や
う
な
事
．

が
あ
ら
う
。
必
ず
大
覚
鵬
．
尊
そ
の
他
の
皇
子
も
學
ば
れ
だ
の
で
は
な
か
ら
う
か
○
殊
に
從
來
都

は
多
く
大
和
に
あ
っ
た
の
に
．
大
舞
鶴
奪
は
三
韓
ご
の
交
通
の
要
地
た
る
難
波
に
都
を
建
て
ら
れ

π
程
の
方
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
多
少
な
）
ピ
も
漢
籍
に
よ
っ
て
新
文
化
に
も
早
れ
ら
れ
た
で
あ
ら

う
Q
　
か
団
考
へ
る
ご
、
書
紀
や
右
事
記
に
阿
直
岐
や
王
仁
ご
稚
郎
子
の
爾
係
の
み
を
記
し
、
太
子
の

御
聰
明
を
特
筆
し
て
み
る
の
は
、
或
何
か
の
目
的
を
以
て
作
ら
れ
た
簿
説
で
は
な
い
か
ご
疑
へ
る
。

抑
も
阿
薩
岐
・
王
仁
の
來
鞠
傳
説
は
種
々
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
あ
ま
り
横
道
へ
は
い
β

か
ら
薬
包
の
事
に
譲
り
た
い
が
、
例
へ
ば
西
文
民
の
濾
π
る
王
仁
の
名
が
津
眞
道
の
表
文
中
に
は

船
舷
の
認
辰
孫
王
ご
愛
っ
て
み
る
し
、
王
仁
の
貢
つ
元
千
字
交
は
そ
の
頃
ま
だ
支
那
で
作
ら
れ
て

な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
し
て
、
全
禮
が
怪
し
む
べ
き
黙
が
少
く
な
い
。
さ
れ
ば
毛
脚
天
皇
ご
ろ
に

韓
土
の
文
化
や
、
韓
土
を
経
て
支
那
の
文
化
が
輸
入
さ
れ
、
鞭
っ
て
漠
籍
の
轍
入
さ
れ
元
こ
ご
は
信

ず
べ
き
も
の
ご
し
て
も
、
阿
直
隠
や
王
仁
の
傳
説
蓮
う
の
事
實
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
Q
も

し
果
し
て
然
ら
ば
菟
道
稚
郎
子
皇
子
の
聴
力
の
勝
れ
ら
れ
だ
簿
説
も
信
用
で
き
な
い
。
硫
っ
て

朝
鮮
の
駿
況
を
見
る
に
、
高
句
麗
は
支
那
に
接
し
て
み
る
か
ら
交
化
も
高
く
、
早
く
小
獣
林
王
の
時
、

三
七
二
年
に
大
石
を
建
て
》
み
る
が
、
百
濟
に
は
學
問
の
登
齢
し
た
ら
し
い
形
跡
な
く
が
っ
三
國
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吏
記
に
は
近
省
古
王
の
時
、
百
濟
に
は
開
關
以
來
未
だ
文
字
を
以
て
事
を
記
さ
す
ご
あ
る
か
ら
、
そ

れ
ご
同
時
代
に
王
仁
ご
い
ふ
學
者
が
鴇
”
・
來
る
の
は
頗
る
怪
し
い
（
・
、
）
。
王
仁
の
租
先
は
漢
高
租

ビ
傳
へ
ら
れ
る
か
ら
純
百
尊
人
で
な
い
故
、
百
濟
の
文
化
は
低
く
ご
も
、
王
仁
の
や
う
な
智
者
が
出

て
留
る
の
は
不
思
議
で
な
い
ご
説
く
人
も
あ
る
が
、
王
仁
に
ぱ
又
和
遽
と
も
書
か
れ
る
こ
ご
か
ら

見
れ
ば
決
し
て
支
那
人
で
は
あ
る
ま
い
（
璽
）
Q
漠
高
堂
の
子
孫
こ
い
ふ
傳
は
全
く
儒
で
あ
る
。
從

っ
て
王
仁
の
傳
説
は
一
暦
怪
し
く
な
る
。

　
ざ
れ
ば
癒
紳
仁
徳
の
頃
に
、
外
交
上
、
交
易
上
多
少
の
漢
字
は
使
用
さ
れ
、
又
漢
籍
も
若
干
は
輪
入

さ
れ
た
だ
ら
う
が
、
一
の
學
問
ご
し
て
學
ば
れ
、
殊
に
埋
蔵
な
ご
を
學
び
幽
し
た
の
は
遙
か
後
で
あ

ら
う
。
大
化
改
新
（
六
四
五
年
に
始
る
）
以
後
で
さ
へ
學
問
で
身
を
立
て
た
者
は
多
く
は
齢
化
人
で
あ
っ

だ
こ
ご
か
ら
考
へ
る
と
、
純
日
本
人
が
漢
學
を
學
浴
し
た
の
は
、
徐
程
後
の
事
ら
し
く
、
恐
ら
く
聖
徳

太
子
（
第
七
世
粗
酒
）
よ
わ
籐
9
以
前
で
は
な
か
ら
う
（
5
）
。
そ
れ
よ
リ
ニ
百
年
も
前
の
稚
郎
子
が
た
こ

ひ
學
習
さ
れ
た
ご
し
て
御
仁
殖
は
決
し
て
も
深
く
は
な
か
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
鞭
っ
て
太
子
の
‘

思
想
行
動
に
儒
學
が
影
響
し
だ
こ
ご
は
殆
ざ
な
い
ご
思
ふ
○

　
然
ら
ば
何
故
に
三
年
号
位
を
譲
り
、
最
後
に
膚
殺
さ
れ
た
か
ご
い
ふ
ご
、
稚
郎
子
に
師
位
で
き
な

い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
は
御
母
が
皇
族
で
あ
り
、
又
早
く
か
ら
武
内
宿
禰
及
び

　
　
　
我
が
灘
悶
古
代
の
蝋
琶
狸
…
ビ
儒
…
藪
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
営
巣
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七
〇

そ
の
一
族
の
後
見
が
あ
っ
て
、
そ
の
勢
は
父
帝
さ
へ
一
目
を
置
か
れ
る
ほ
ざ
で
あ
っ
た
（
6
）
。
然
る

に
稚
郎
子
は
御
母
が
華
燭
低
ノ
＼
有
力
な
氏
族
の
後
見
が
無
か
っ
た
の
で
、
そ
の
御
勢
力
は
振
は
な

か
っ
た
か
ら
、
例
へ
ば
彼
の
大
友
皇
子
と
大
海
人
皇
子
こ
の
御
筆
係
の
如
く
、
稚
郎
子
は
李
和
に
帥

位
さ
れ
る
こ
ご
が
畳
愚
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
我
が
古
代
史
は
王
位
縫
承
毎
に
大
抵
悲
劇
・
政

墾
を
繰
返
し
て
み
る
。
そ
れ
は
大
て
い
外
戚
の
雫
に
も
こ
づ
い
て
る
る
○
稚
郎
子
の
御
爵
害
も

外
戚
の
勢
力
争
の
犠
牲
ビ
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
○

　
か
う
考
へ
て
細
る
ご
、
儒
敷
並
び
に
支
那
思
想
ご
佛
数
ご
は
そ
の
輸
入
さ
れ
た
時
、
多
少
の
墾
動

を
國
民
思
想
上
に
與
へ
て
る
る
だ
ら
う
が
、
面
懸
や
悲
劇
を
処
す
ほ
こ
の
大
な
る
愛
動
は
起
さ
な

か
っ
た
こ
思
は
れ
る
。
し
か
し
．
僖
思
想
や
奮
信
仰
ご
佛
激
ご
が
大
差
あ
る
如
く
、
儒
敷
も
大
き
い

下
露
を
持
っ
て
る
た
。
故
に
儒
澱
へ
並
び
に
…
般
支
那
文
化
）
は
次
第
一
に
我
が
國
畏
思
想
上
に

歪
な
る
墾
化
、
富
岳
を
惹
潔
し
た
の
で
あ
る
Q
支
那
文
化
に
よ
っ
て
我
が
蛋
民
思
想
が
獲
化
し
て

行
く
沿
革
の
研
究
は
他
臓
の
事
こ
し
て
、
今
は
儒
激
ご
我
が
上
右
の
道
徳
思
想
（
並
び
に
道
徳
的
風

習
）
こ
の
差
異
を
述
べ
て
見
た
い
ご
思
ふ
の
で
あ
る
○

　
註
　
（
一
）
こ
の
一
節
に
新
村
光
止
の
御
指
導
に
よ
る
研
多
し
Q

　
（
二
）
俘
儒
友
の
著
、
中
外
経
緯
傳
巷
一
、
比
古
婆
衣



（
三
）
日
本
書
紀
の
記
事
な
疑
っ
て
、
い
か
に
朝
縛
最
賓
の
史
籍
定
当
言
へ
、
害
紀
よ
り
四
百
年
以
上
後
れ
六
三
國
史
記
な
信
…
す
ろ
の
に
不
榔
舎
の
や
う
で

　
あ
る
が
、
近
省
古
王
の
頃
に
年
代
ば
正
確
で
あ
る
か
ら
、
内
容
に
確
雌
性
に
富
ん
で
み
ろ
事
、
か
つ
王
の
頃
、
高
句
麗
に
ば
大
學
が
繊
來
（
三
七
二
）
て

　
ゐ
糞
の
に
、
隣
の
百
濟
に
於
て
ば
王
の
時
ま
で
文
藻
の
記
錐
な
し
ミ
記
し
、
且
そ
の
後
二
百
年
、
特
に
進
歩
の
記
事
が
見
え
な
い
こ
虐
な
ご
、
百
濟
の

　
隙
＋
問
に
．
つ
い
て
多
極
的
否
定
的
ド
島
記
し
て
み
る
の
匿
、
各
県
具
為
ま
ば
り
で
、
寒
心
く
輩
筒
い
象
ぜ
思
へ
な
い
O
必
山
す
信
頼
し
う
べ
き
古
い
史
破
貯
に
よ
っ
て
書
い
六

　
も
の
で
あ
ら
う
。

（
四
）
津
田
博
士
「
古
事
記
及
日
木
書
紀
の
論
究
」
（
改
版
）
の
附
録
第
二
「
百
溝
に
翻
す
る
日
本
書
記
の
記
載
」
滲
照
。

（
五
）
聖
徳
太
子
の
頃
か
ら
金
石
丈
も
概
要
多
く
塾
し
、
著
蓮
も
残
っ
て
み
る
か
ら
、
こ
の
頃
濯
ら
漢
學
が
急
に
進
歩
し
六
の
で
あ
る
。
も
し
白
く
か
ら
、

　
漢
學
が
渡
辛
し
て
る
雲
ら
、
金
石
文
も
獲
り
、
著
蓮
そ
の
も
の
に
傳
匡
ら
な
く
定
も
、
難
名
く
ら
み
に
傳
ぼ
う
だ
ら
う
書
思
ふ
。
然
る
に
金
石
丈
ほ
和

　
歌
山
縣
伊
都
邪
隅
田
八
幡
宮
の
鏡
銘
以
外
に
な
く
、
書
名
も
嫁
に
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。
太
子
の
頃
か
ら
俄
に
書
籍
が
編
著
さ
れ
金
石
丈
が
績
出
し
て

　
來
る
の
は
そ
れ
以
前
ビ
、
こ
の
頃
ミ
に
漢
學
研
究
の
浩
華
に
一
の
著
し
い
界
線
が
あ
る
こ
ピ
為
示
す
。

（
六
）
由
山
事
記
中
巷
廠
…
絆
天
白
翫
の
悠
陣
に
あ
佑
髪
長
比
漢
の
4
詰
な
ご
O

第
二
章
　
固
有
道
徳
の
探
求

　
　
　
　
我
が
國
古
代
に
於
て
ま
だ
男
腹
の
影
響
を
受
け
な
い
固
有
の
道
徳
思
想
を
探
究
す
る
の
に
、
古

　
　
事
記
・
日
本
書
紀
を
主
こ
す
べ
き
こ
ご
は
今
更
こ
ご
わ
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
二
書

　
　
は
共
に
儒
激
が
壌
土
さ
れ
て
後
、
数
百
年
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
王
仁
の
來
朝
傳
説

57

ﾍ
前
章
の
如
く
否
定
す
べ
き
も
の
ド
一
考
へ
ら
れ
．
。
。
然
る
に
一
歩
を
蔑
っ
て
王
仁
ご
い
ふ
人
を

S　
　
　
　
　
　
　
　
我
が
關
古
代
の
甦
徳
ミ
儒
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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二

傳
説
蓮
り
認
め
る
こ
し
て
も
、
そ
の
忍
辱
は
書
紀
よ
り
入
九
十
年
後
の
事
ご
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
乙
は
前
章
に
引
い
た
津
眞
道
の
上
奏
文
や
、
文
最
弟
の
上
奏
文
で
明
瞭
で
あ
る
。
然
ら
ば
古
事

記
や
書
紀
の
編
纂
は
王
仁
よ
り
三
百
四
五
十
年
後
の
事
で
あ
る
Q
こ
の
問
に
佛
激
の
傳
來
あ
り
、

晴
．
唐
へ
度
々
國
使
が
派
遣
さ
れ
元
．
し
、
朝
鮮
牢
島
で
我
が
兵
が
新
羅
や
唐
の
兵
ご
戦
っ
て
み
る
し
、

大
化
の
改
新
が
あ
っ
た
り
し
て
、
盛
ん
に
支
那
文
化
が
輸
入
さ
れ
た
。
古
事
記
は
推
古
天
皇
ま
で

の
記
事
し
か
な
い
か
ら
、
盛
ん
に
支
那
の
文
化
を
買
入
し
た
聖
徳
太
子
以
後
の
記
事
は
な
い
が
、
日

本
書
紀
は
太
子
以
後
の
記
事
が
相
當
分
量
を
占
め
て
み
る
○
　
こ
れ
ら
の
記
事
が
深
く
支
那
交
化

の
影
響
を
受
け
て
み
る
こ
ご
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
　
し
か
も
書
紀
は
漢
交
で
あ
る
か
ら
、
一
履
そ

の
影
響
が
多
い
。
し
か
し
、
三
民
生
活
が
す
べ
て
支
那
風
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
支
那
文
化

の
影
響
の
多
い
聞
に
、
樹
固
有
の
風
俗
が
多
く
維
持
さ
れ
た
事
は
書
紀
の
記
事
の
問
に
散
見
す
る
。

尤
も
編
纂
者
が
漢
學
に
達
し
た
入
門
ば
か
り
で
あ
り
、
吏
料
ご
し
て
用
ひ
た
書
紀
以
前
の
記
録
そ

の
他
も
多
く
は
漢
窯
に
熟
し
た
入
の
書
い
た
も
の
、
し
か
も
漢
文
の
も
の
が
多
か
っ
た
ら
う
か
ら
、

實
生
活
に
は
ま
だ
一
固
有
の
思
想
風
俗
の
方
が
多
か
っ
た
こ
思
は
れ
る
が
、
書
紀
の
記
事
面
だ

け
で
は
固
有
の
文
化
は
籐
程
少
く
見
え
る
。

　
前
章
で
述
べ
た
如
く
漢
學
の
盛
ん
に
行
は
れ
始
め
た
の
は
佛
激
の
渡
來
前
後
で
あ
ら
う
ご
思
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ぼ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
勿
論
韓
土
ε
の
交
蓮
が
行
は
れ
、
ま
た
支
那
ε
の
交
通
も
あ
っ
た
か
ら
レ

一
部
の
日
本
人
に
は
漢
宇
・
漢
交
が
用
ひ
ら
れ
た
筈
で
あ
る
が
、
日
本
書
紀
や
古
事
記
編
纂
の
史
料

に
用
ひ
ら
れ
る
や
う
な
記
録
や
金
石
文
は
佛
激
耳
垂
以
前
は
除
程
少
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
Q
日

本
書
記
に
は
＝
諏
ε
か
、
一
本
云
ご
か
、
一
書
云
こ
か
記
し
て
異
説
を
併
せ
探
録
し
て
み
る
け
れ
ご

も
、
こ
れ
ら
は
紳
代
筆
か
ら
、
す
つ
ご
後
世
ま
で
あ
る
が
、
後
の
部
分
に
は
記
載
し
て
．
あ
る
年
時
に
近

い
頃
に
編
纂
し
た
古
書
も
あ
ら
う
が
、
寧
ろ
す
つ
ご
後
の
も
の
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
し
て

更
に
古
代
に
知
れ
ば
、
爾
湿
た
よ
る
べ
き
古
い
史
料
は
無
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
す
べ
て
後
世
へ

傳
つ
た
傳
説
に
よ
っ
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
◎

　
履
中
天
皇
の
御
代
は
佛
敷
、
渡
來
の
時
よ
り
一
世
紀
ほ
こ
昔
で
あ
る
。
書
紀
に
よ
れ
ば
天
皇
の

　
　
　
ハ
ジ
メ
テ

四
年
に
「
始
之
於
諸
士
、
鰍
鼠
昌
國
史
記
毎
口
専
心
齢
鼎
四
方
古
び
ご
あ
る
が
、
果
し
て
こ
こ
ま
で
信
じ
　
べ
き
で
あ

ら
う
か
。
抑
も
當
時
は
國
ご
い
ふ
語
が
こ
こ
ま
で
正
．
確
に
用
ひ
ら
れ
た
か
、
頗
る
暖
昧
で
あ
っ
て
、

遙
か
後
世
な
る
奈
良
時
代
で
さ
へ
、
大
和
の
國
の
中
で
、
初
瀬
の
國
ご
言
っ
た
り
、
吉
野
の
國
ご
言
っ

た
り
、
播
磨
の
國
の
中
で
印
南
國
原
ご
言
っ
た
り
す
る
位
で
、
ま
し
て
、
交
通
も
政
治
も
進
ま
な
い
古

代
に
、
國
こ
い
ふ
行
政
歴
劃
が
明
確
に
立
て
ら
れ
た
ε
は
思
は
れ
な
い
。
（
－
）
よ
し
叉
國
こ
い
ふ
逗

劃
が
ほ
寧
定
っ
て
み
た
ご
し
て
も
、
多
く
の
國
々
に
一
度
に
更
官
を
置
き
う
る
た
め
に
は
多
く
の

　
　
　
我
が
國
古
代
の
誼
徳
ミ
儒
敏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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史
官
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
多
く
の
吏
官
を
養
成
す
る
爲
に
は
激
學
が
除
程
進
ん
で
み

な
け
れ
ば
な
．
ら
澱
。
し
か
し
激
學
が
そ
れ
ほ
ご
に
逡
ん
で
居
た
ざ
は
思
は
れ
な
い
か
ら
、
右
の
記

事
は
疑
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
新
羅
や
百
濟
で
さ
へ
、
総
裏
の
上
で
は
非
常
に
遽
れ
て
る
る
か
ら
、

文
化
の
上
で
は
羅
濟
二
國
よ
り
も
後
進
國
た
る
日
本
は
、
抽
象
的
な
予
熱
癌
化
で
は
、
必
ず
二
三
よ

り
著
れ
て
る
た
に
違
ひ
な
い
。
毒
中
天
皇
頃
は
神
功
皇
后
を
去
る
乙
宇
世
紀
で
あ
っ
て
、
確
に
漢

字
は
一
部
の
証
悟
に
行
は
れ
た
に
違
ひ
な
い
が
、
精
紳
文
化
が
臨
画
し
て
み
な
い
か
ら
、
書
紀
編
纂

の
頃
ま
で
傳
っ
て
史
料
こ
し
て
使
は
れ
る
程
な
記
録
な
ご
は
殆
ご
作
ら
れ
な
か
つ
だ
で
あ
ら
う
。

朝
鮮
こ
の
交
通
、
支
那
こ
の
交
通
は
支
那
の
史
籍
に
よ
っ
て
、
紳
功
皇
后
以
前
三
百
年
ほ
こ
漏
り
う

る
け
れ
こ
も
、
古
く
遡
る
程
我
が
精
管
交
化
に
は
大
し
た
影
響
を
獲
し
て
み
な
い
ご
思
は
れ
る
。

　
か
く
考
へ
る
ご
古
事
記
や
日
本
書
紀
編
纂
の
史
料
は
九
分
ま
で
さ
う
古
い
も
の
は
な
く
、
殆
ざ

す
べ
て
が
漢
學
の
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
、
串
來
た
も
の
、
み
に
違
ひ
な
い
。
從
っ
て
古
い
時
代
に

掛
け
て
あ
る
記
事
、
郎
ち
譜
代
紀
の
記
事
や
そ
れ
に
綾
く
古
代
の
記
事
は
古
く
か
ら
言
ひ
傳
へ
ら

れ
た
の
が
、
漢
學
の
盛
ん
に
な
っ
た
頃
よ
り
記
録
さ
れ
始
め
だ
か
、
或
は
漢
窯
の
蜷
ん
に
な
っ
た
頃

に
新
し
く
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
古
く
か
ら
言
ひ
傳
へ
ら
れ
た
も
の
で
も
、
ロ
か
ら
耳
へ
言
ひ

驚
け
る
中
に
、
年
ご
共
に
遜
著
す
る
の
は
當
然
で
あ
っ
て
、
漸
く
、
傳
説
が
固
定
し
だ
し
た
の
は
、
翻
鎌



　
さ
れ
π
時
か
ら
で
あ
る
。
記
録
さ
れ
だ
時
以
後
も
傳
説
が
礎
齢
す
る
こ
ε
は
言
ふ
ま
で
も
な
い

　
が
、
記
録
に
よ
っ
て
一
先
づ
固
定
す
る
。
　
碧
い
も
の
が
固
定
す
る
に
し
て
も
、
新
し
く
作
ら
れ
る
に

　
し
て
も
、
共
に
漢
學
が
盛
ん
に
な
り
か
け
て
か
ら
記
録
さ
れ
た
ご
す
れ
ば
、
さ
う
し
て
記
録
者
が
漢

　
學
に
多
少
な
り
ご
も
素
養
を
持
つ
ご
す
れ
ば
、
傳
説
そ
の
も
の
に
は
支
那
文
化
の
影
響
が
無
か
つ

　
穴
こ
し
て
も
、
支
那
の
學
者
が
表
現
し
た
交
章
を
意
識
的
に
無
意
識
的
に
模
倣
し
、
或
は
利
用
し
て

　
記
録
す
る
か
ら
、
我
々
に
傳
へ
ら
れ
た
傳
説
は
國
學
者
の
所
謂
漢
意
を
含
ん
だ
も
の
こ
な
っ
て
し

　
ま
ふ
○
ま
し
て
始
か
ら
、
漢
意
を
含
ん
だ
も
の
な
ら
、
爾
更
然
う
で
あ
る
。
紳
功
皇
后
が
新
羅
を
征

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
武
豊
さ
れ
た
時
の
記
事
に
「
筆
入
幕
下
國
中
「
封
＝
重
費
府
庫
一
塁
鵬
離
籍
文
書
叩
モ
あ
る
の
は
恐
ら
く
、
史
記
高
誼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
本
紀
の
漢
の
元
年
の
節
の
「
乃
冬
越
重
寳
財
物
府
庫
叫
」
こ
い
ふ
句
と
、
蒲
何
世
家
の
「
堕
黍
丞
相
御
重
律

　
命
新
書
h
藏
レ
之
。
」
こ
い
ふ
句
ご
を
綾
け
合
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
人
に
よ
る
と
、
語
句
は
史
記
か
ら
借

　
り
て
も
、
も
ご
一
か
、
る
事
事
が
あ
っ
た
か
ら
、
漠
文
に
出
　
血
目
あ
る
文
句
を
使
ひ
た
が
る
習
慣
に

　
從
っ
て
、
書
紀
編
者
が
史
記
か
ら
借
り
た
の
で
あ
る
ご
言
ふ
人
も
あ
る
が
、
併
し
か
、
る
考
は
阿
直

　
岐
・
王
仁
の
來
朝
を
儒
里
並
來
の
始
こ
す
る
傳
説
こ
も
矛
贋
す
る
考
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
、
書
紀
の
記

　
事
は
文
飾
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
此
の
記
事
を
本
こ
し
て
、
右
近
皇
后
の
頃
に
漢
學
が

　
行
は
れ
、
皇
后
も
典
籍
を
學
ば
れ
元
も
の
で
あ
ら
う
ご
想
像
す
る
こ
ご
は
無
理
で
あ
る
。
顯
宗
天

韻　
　
　
　
　
我
が
國
古
代
の
誼
穂
定
儒
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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ハ

皇
の
二
年
の
條
に
「
是
時
天
下
安
李
、
民
無
　
儒
役
一
歳
比
登
稔
。
百
姓
般
富
。
稻
餅
銀
銭
一
文
、
馬
被
レ
野
」
ご
あ

る
銀
銭
の
蓮
行
に
關
す
る
記
事
も
同
標
に
考
察
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
（
建
）
、

　
殊
に
記
紀
等
の
古
典
に
つ
い
て
重
要
な
問
題
は
、
こ
れ
ら
・
古
典
に
於
て
、
古
い
時
代
に
掛
け
て
あ

る
事
が
必
ず
し
も
古
い
時
か
ら
あ
る
傳
説
ご
は
言
へ
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
あ
る
事
實
を
紳
代
に

か
け
て
あ
っ
て
も
、
か
、
る
事
が
ご
く
古
代
に
あ
っ
た
こ
は
言
へ
な
い
。
殊
に
民
間
説
話
…
や
、
歌
譲

等
は
縛
説
を
採
録
し
た
時
に
、
或
は
古
血
ハ
編
纂
の
蒔
に
、
記
者
が
考
へ
て
、
良
か
ら
う
ご
想
ふ
所
へ
挿

入
し
た
の
で
古
典
に
よ
っ
て
挿
入
時
代
が
大
愛
違
っ
て
く
る
Q
例
へ
ば

　
　
潜
が
行
き
け
な
が
く
な
り
澱
山
多
事
の
迎
を
行
か
む
、
待
つ
に
は
待
た
じ

こ
い
ふ
歌
は
古
事
記
で
は
、
安
康
天
皇
の
御
代
に
融
通
姫
の
歌
は
れ
た
も
の
ご
な
っ
て
み
る
が
、
萬

葉
集
巷
二
で
は
、
仁
徳
天
皇
の
皇
后
立
夏
媛
の
御
作
こ
な
っ
て
み
る
。
　
又
古
事
記
に
は
巌
巌
の
憲

　
　
　
　
　
や
ち
　
　
ほ
こ
の
　
　
　
　
　
れ
な
ト
に
ひ
　
め

に
、
大
國
生
命
（
入
千
矛
命
）
が
沼
河
北
責
に
慰
し
て
歌
は
れ
た

　
　
八
千
矛
の
　
　
　
　
紳
の
命
は

　
　
や
　
し
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
入
洲
國
　
　
　
　
　
妻
求
ぎ
か
ね
て

　
　
遽
々
し
　
　
　
　
　
越
の
國
に

　
　
さ
か
　
　
め

　
　
賢
し
女
を
　
　
　
　
有
り
ε
聞
か
し
て



　
　
く
は

　
　
麗
し
女
を
　
　
　
　
有
り
ご
聞
こ
し
て

　
　
　
よ
ぼ
ひ

　
　
よ
結
婚
に
　
　
　
　
在
り
立
た
し
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
が
ワ

の
長
歌
及
び
返
歌
が
、
日
本
書
紀
で
は
綴
禮
天
皇
の
御
代
に
勾
大
兄
皇
子
が
、
春
日
皇
女
を
親
聰
し

て
歌
は
れ
だ
長
歌
及
び
皇
女
の
返
歌
さ
れ
だ
長
歌
こ
な
っ
て
み
る
。
勿
論
少
し
語
句
に
墾
化
は

あ
る
が
、
歌
ひ
始
は
次
の
や
う
で
あ
る
Q

863

　
　
入
洲
國

　
　
は
る
び
の

　
　
く
ば

　
　
麗
し
女
を

　
　
宣
し
女
を

こ
な
っ
て
み
る
。

く
の
島
々
か
ら
成
立
し
て
み
る
こ
ご
が
知
ら
れ
旋
後
に
二
二
た
言
葉
に
違

そ
ん
な
に
古
い
言
葉
で
は
な
い
。

は
な
い
。
勾
大
兄
皇
子
の
作
ご
傳
へ
る
歌
の
方
が
格
調
も
よ
く
整
ひ
、
三
昧
も
よ
く
憤
る
か
ら
、
こ

の
方
が
原
作
（
勾
大
兄
皇
子
や
春
日
皇
女
・
が
眞
の
戸
畑
か
ざ
う
か
は
別
こ
し
て
）
に
近
ぐ
、
大
國
主
命

の
詠
旨
い
ふ
方
は
、
入
千
矛
命
の
沼
河
比
實
の
許
に
蓮
は
れ
た
翌
翌
中
に
挿
入
す
る
鴬
に
右
原
作

　
　
　
我
が
園
古
代
の
甦
徳
虐
儒
歎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七

　
　
　
妻
求
ぎ
か
ね
て

　
　
　
春
日
の
國
に

　
　
　
在
り
ご
聞
き
て

　
　
　
在
り
ご
聞
き
て
云
々

八
洲
國
ご
い
ふ
言
葉
は
日
本
の
國
が
一
の
勢
力
に
統
一
さ
れ
、
日
本
の
國
は
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
な
い
か
ら
、
こ
て
も

　
　
　
　
　
　
叉
八
千
矛
命
霞
ら
八
千
矛
命
云
々
ご
歌
は
れ
る
の
も
普
逓
で
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を
改
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
記
紀
の
中
に
採
録
し
て
あ
る
歌
に
は
比
較
的
古
い
調
子
の
歌
が
新

し
い
時
代
に
置
か
れ
、
新
し
い
調
子
の
も
の
が
古
い
時
代
に
あ
っ
た
り
、
又
書
紀
の
紀
年
で
千
年
以

上
も
経
た
間
に
殆
ざ
和
歌
に
進
歩
の
跡
が
見
え
な
い
の
も
、
傳
説
の
・
整
理
さ
れ
た
二
又
は
そ
の
後

の
人
、
或
は
紀
記
の
編
者
が
當
時
の
歌
を
歌
意
ご
似
た
傳
説
の
所
へ
挿
入
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
ひ
ほ
こ

　
歌
以
外
の
例
を
8
る
と
、
新
羅
の
王
子
だ
と
言
は
れ
る
天
群
発
の
蹄
化
し
た
年
代
が
日
本
書
紀

で
は
垂
仁
天
皇
の
御
代
の
事
ご
な
っ
て
み
る
が
、
播
磨
風
土
記
で
は
神
代
の
事
こ
な
っ
て
み
る
。

垂
仁
天
皇
の
御
代
ε
定
め
た
の
は
、
新
羅
の
開
國
年
代
が
我
が
崇
紳
天
皇
の
御
代
に
當
る
の
で
、
田

槍
は
新
羅
の
王
子
ご
言
は
れ
て
る
る
か
ら
、
そ
の
蹄
化
を
崇
帥
天
皇
よ
り
一
代
さ
げ
て
、
天
皇
の
御

子
垂
仁
天
皇
の
御
代
ご
記
録
し
だ
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
書
紀
編
者
の
所
業
で
あ
ら
う
○
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
ち
　
　
な
　
　
も
ウ

垂
仁
天
皇
御
一
代
中
に
心
墨
の
曾
孫
田
道
間
守
が
常
世
に
使
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
。
編
者
は

傳
説
上
に
却
て
大
き
い
破
綻
を
こ
し
ら
へ
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ざ
も
譜
代
ε
す
れ
ば
、
新
羅
の
開

國
以
前
に
來
朝
し
た
こ
ご
、
な
る
。
新
羅
建
國
以
前
か
ら
新
羅
入
は
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
王
子

の
居
る
筈
が
な
い
（
5
）
Q

か
》
る
性
質
を
有
す
る
書
紀
や
古
事
記
中
の
記
事
を
正
面
か
ら
其
の
ま
、
使
っ
て
、
固
有
の
思
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想
や
滋
徳
を
論
ず
る
こ
ご
は
無
理
で
あ
る
σ
　
王
仁
來
朝
以
前
の
記
事
で
あ
る
か
ら
、
支
那
思
想
を

・
曾
ま
な
い
ご
言
は
れ
な
い
。
　
例
一
へ
ば
俳
舞
諾
奪
8
俳
弊
羅
尊
ε
が
天
御
柱
を
廻
っ
て
、
女
紳
が
ま

　
　
　
に
や
　
　

え
　
を
　

ミ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
を
　
ミ
め

づ
「
あ
な
美
し
好
醜
男
」
ご
呼
び
、
次
に
男
神
が
「
あ
な
美
し
好
少
女
」
ご
言
っ
て
、
御
子
を
生
ま
れ
た
ら
不

具
が
生
れ
た
の
で
、
次
に
天
聴
柱
を
廻
り
改
め
て
、
男
淋
が
ま
つ
呼
掛
け
、
次
に
女
紳
が
呼
掛
け
て
御

子
を
生
れ
た
ら
良
い
御
子
が
生
れ
た
ご
い
ふ
傳
説
が
あ
る
。
こ
れ
を
本
ご
し
て
、
我
が
國
に
は
太

古
か
ら
、
夫
唱
婦
随
の
道
が
あ
っ
た
こ
論
ず
る
の
は
誤
で
あ
る
Q
我
が
國
で
は
ご
う
考
へ
て
も
夫

唱
婦
随
の
道
が
太
古
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
詳
細
は
後
の
章
に
説
く
心
確
が
あ
る
か

ら
、
そ
れ
に
譲
る
が
、
例
へ
ば
仲
哀
天
皇
ご
紳
功
皇
后
の
御
坐
で
も
分
る
や
う
に
、
熊
襲
征
伐
の
時
仲

哀
天
皇
は
熊
襲
の
み
塗
顧
た
う
こ
し
て
帥
の
怒
に
ふ
れ
、
皇
后
は
熊
襲
叛
胤
の
策
源
地
た
る
新
羅

を
先
に
討
っ
て
憩
の
冥
助
を
得
ら
れ
た
こ
い
ふ
傳
説
は
夫
唱
婦
随
の
逆
を
示
し
て
み
る
。
さ
う

し
て
夫
唱
婦
随
の
例
は
前
に
あ
0
，
た
の
が
孤
立
し
て
一
つ
だ
け
あ
る
の
に
反
し
、
夫
嫌
同
灌
叉
は

婦
椹
の
方
が
大
き
い
こ
ご
を
示
す
例
の
方
が
す
つ
ご
多
い
G

　
右
は
分
り
や
す
い
例
で
あ
る
が
、
或
叢
説
の
中
に
支
那
の
影
響
が
入
っ
て
み
る
か
否
か
は
、
常
に

し
か
く
明
断
に
分
る
も
の
で
は
な
い
。
ご
言
っ
て
も
支
那
の
造
説
ご
類
似
の
も
の
が
あ
る
か
ら
、

直
ち
に
支
那
丈
化
の
影
響
ε
は
言
へ
澱
。
偶
然
の
類
似
も
あ
ら
う
し
、
又
歴
吏
以
前
悠
久
な
昔
に
、

　
　
　
我
が
國
古
代
の
叢
徳
定
儒
敷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
0

我
が
目
本
入
の
租
先
（
そ
れ
も
一
民
族
で
な
く
数
民
族
で
あ
っ
淀
か
も
知
れ
な
い
）
が
、
恐
ら
く
他
の

國
土
に
居
た
頃
に
得
た
傳
説
ご
同
じ
応
答
が
別
の
滋
を
蓮
っ
て
支
帯
に
も
移
さ
れ
て
、
一
致
す
る

や
う
に
な
つ
元
か
も
知
れ
な
い
。
例
へ
ば
二
本
書
紀
の
憲
頭
に
天
地
開
鵬
の
こ
ご
を
記
し
た
丈

句
は
次
の
や
う
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
ワ
カ
レ

　
　
古
、
天
地
未
レ
剖
、
陰
陽
不
レ
分
，
渾
沌
却
鶏
子
旨
漢
津
講
論
レ
牙
、
及
下
富
鉱
陽
者
薄
靡
而
爲
レ
天
、
重
濁
岩
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
滞
叢
濃
聖
地
、
精
妙
之
黒
甜
易
、
重
叢
叢
凝
蜴
難
。
　
二
天
先
成
，
而
地
後
園
。
　
然
後
神
聖
生
蚕
ハ
中
一
焉
。

こ
れ
は
明
か
に
支
那
の
古
書
か
ら
綴
レ
合
は
し
淀
文
句
で
あ
っ
て
、
鶏
子
の
響
は
三
五
暦
記
に
あ

り
、
清
陽
者
薄
雲
以
下
の
文
句
は
准
南
子
天
丈
訓
ご
酷
似
し
て
み
る
。
し
か
し
文
句
が
漢
籍
か
ら

借
用
し
た
故
に
、
内
容
ま
で
支
那
の
も
の
で
あ
る
こ
す
る
の
は
輕
卒
で
あ
る
。
さ
う
で
あ
る
か
否

か
は
再
往
吟
味
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
こ
の
文
句
冠
り
の
思
想
、
叉
は
此
れ
に
似
た
思
想
が
、

我
が
國
に
支
那
の
影
響
を
受
け
す
に
濁
立
に
存
し
た
こ
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
し
か
し
天
地
初
成
の

事
は
書
紀
に
刻
記
し
て
あ
る
六
つ
の
異
書
に
も
、
古
事
記
の
中
に
も
砦
精
粗
の
別
は
あ
れ
、
少
し
つ

つ
述
べ
て
み
る
。
た
や
書
記
の
本
丈
ほ
こ
に
詳
し
く
な
い
だ
け
で
あ
る
。
し
て
見
る
ご
、
書
記
の

本
丈
の
説
は
編
者
或
は
そ
れ
の
材
料
を
提
供
し
た
傳
説
の
記
録
者
が
文
飾
し
た
結
果
生
れ
た
支

那
的
の
も
の
で
あ
る
こ
し
て
も
、
他
の
異
説
も
皆
ひ
ご
し
く
、
こ
の
本
志
の
如
く
天
地
初
成
の
事
を
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述
べ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
天
地
初
婚
に
つ
い
て
古
代
の
日
本
人
が
未
熟
な
が
ら
何
か
考
へ
て

る
淀
こ
ご
は
疑
が
無
か
ら
う
。
恐
ら
く
書
紀
の
編
者
や
傳
説
の
記
録
者
だ
け
が
考
へ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
。
か
く
古
代
の
日
本
人
が
天
地
の
始
に
つ
い
て
考
へ
て
る
た
ご
す
る
ご
、
そ
れ
は
支
那

思
想
か
ら
黒
黒
さ
れ
π
の
か
、
或
は
支
那
か
ら
濁
立
に
考
へ
た
の
か
や
問
題
で
あ
る
。
さ
て
天
地

が
分
れ
て
そ
の
中
に
生
れ
出
　
た
帥
々
の
名
を
書
紀
に
も
そ
の
異
説
に
も
古
事
記
に
も
載
せ
て
あ

る
が
、
皆
理
窟
か
ら
考
へ
て
つ
け
た
理
論
く
さ
い
名
聡
で
あ
る
か
ら
、
天
地
開
關
の
説
は
民
間
説
話

で
は
な
く
、
多
少
知
識
あ
る
者
が
理
論
的
に
考
へ
だ
事
に
違
ひ
な
い
が
、
さ
れ
ば
こ
て
、
こ
の
理
由
だ

け
で
支
那
思
想
の
影
響
だ
こ
決
す
る
わ
け
に
も
行
く
ま
い
。
或
は
日
本
人
が
猫
立
に
考
へ
て
る

た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
こ
も
悠
潅
な
る
昔
に
も
つ
ご
他
の
國
土
に
居
っ
た
時
一
部
の
期
先
が

支
那
以
外
の
文
化
系
統
の
思
想
を
直
接
か
間
接
か
に
懸
軍
い
だ
こ
ご
が
あ
っ
て
、
天
地
開
闘
に
つ

い
て
考
へ
る
事
を
授
か
っ
た
こ
ご
が
あ
っ
淀
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
書
紀
の
本
文
や
異
説
や

古
事
記
に
載
せ
て
あ
る
天
地
初
成
の
説
は
す
べ
て
支
那
思
想
の
十
分
に
輸
入
さ
れ
て
後
に
書
上

げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
故
，
大
な
り
小
な
り
、
そ
れ
ぐ
皆
漢
慮
を
含
ん
で
み
る
。

　
書
紀
も
古
事
記
も
共
に
古
傳
を
傳
へ
よ
う
ビ
し
元
も
の
に
蓮
ひ
な
い
が
、
そ
の
古
傳
が
す
べ
て

漢
意
を
含
ん
で
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
支
那
の
影
響
を
全
く
受
け
漁
、
或
は
影
響
の
殆
ご
無
い
固
有

　
　
　
我
が
國
古
代
の
遺
徳
虐
儒
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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の
道
徳
や
思
想
ご
、
支
那
の
思
想
ご
を
厚
別
す
る
こ
ご
は
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
困
難
で
は
あ
る

が
、
こ
の
班
別
を
明
ら
か
に
せ
す
し
て
古
代
の
道
徳
や
思
想
を
論
究
す
る
こ
ご
は
出
機
な
い
の
で

あ
る
か
ら
，
そ
こ
に
何
ら
か
の
方
策
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
私
は
多
く
の
傳
説
を
固
有
の
も
の
並
に
固
有
に
近
い
も
の
こ
、
支
那
姫
鱒
の
も
の
並
に
支
那
の

影
響
を
多
く
受
け
て
工
専
た
も
の
こ
に
涯
別
す
る
こ
ご
に
骨
を
折
る
よ
り
も
、
古
い
國
語
及
び
、
中

世
以
後
ま
で
残
っ
淀
洋
語
に
し
て
も
後
世
の
用
法
ご
蓮
つ
淀
聡
い
用
法
を
集
め
て
見
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
震
臣
早
撃
や
親
子
關
係
・
夫
婦
繭
係
・
兄
弟
關
係
な
ご
を
調
べ
て
、
こ
れ
ら
入
卓
上
に
現
れ
た

遊
徳
的
風
習
及
び
思
想
を
考
察
し
て
見
よ
う
ご
思
ふ
，
も
こ
よ
り
言
語
は
絶
え
ず
鍵
遷
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
古
語
ご
言
へ
こ
も
、
何
等
か
の
憂
遷
を
経
て
古
語
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我

々
の
有
す
る
交
献
に
記
さ
れ
た
古
語
に
な
る
ま
で
に
、
既
に
外
耳
の
影
響
が
な
い
ε
は
言
へ
澱
。

さ
う
し
て
外
國
の
中
へ
支
那
を
も
加
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
、
か
、
る
言
語
を
基
礎
ε
し
て

研
究
し
た
結
果
は
純
田
本
的
で
な
い
ご
言
へ
る
で
あ
ら
う
が
、
支
那
の
影
響
は
古
い
時
代
に
繰
る

ほ
こ
少
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
漢
學
が
漸
く
盛
行
し
た
佛
激
渡
來
以
後
に
残
さ
れ
た
古
語
へ
並
び
に
中

世
以
後
に
も
用
ひ
ら
れ
た
普
通
の
語
に
し
て
も
、
そ
の
古
い
用
法
）
に
よ
っ
て
支
那
思
想
の
影
響
の

少
い
古
代
の
思
想
や
滋
徳
を
探
り
う
る
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。
況
ん
や
、
漠
學
の
盛
行
し
な
い
以
前
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に
既
に
古
語
の
中
に
支
那
の
影
響
が
あ
る
こ
し
て
も
、
嘗
時
の
目
本
人
が
古
代
支
那
人
ε
交
探
し

た
り
貿
易
し
た
り
し
て
、
物
質
的
文
化
に
は
恐
ら
く
少
な
か
ら
澱
影
響
を
受
け
た
に
蓮
ひ
な
い
が
、

精
沸
的
文
化
の
上
に
は
恐
ら
く
あ
ま
り
多
く
の
影
響
を
獲
し
て
み
な
い
で
あ
ら
う
か
ら
、
思
想
や

道
徳
の
研
究
上
に
は
、
障
害
が
少
い
ご
思
は
れ
る
。
算
置
の
盛
ん
に
な
り
出
し
て
か
ら
以
後
に
記

録
さ
れ
て
、
所
謂
漢
意
の
多
く
加
つ
た
古
駁
説
を
材
料
ε
し
て
研
究
す
る
よ
り
は
、
確
に
支
那
影
響

を
大
部
分
除
外
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
か
う
し
て
研
究
で
き
た
も
の
を
基
礎
こ
し
て
古
傳
説
を
漣
意
ぶ
か
く
解
剖
し
て
行
け
ば
、
古
代

縫
本
λ
の
滋
徳
思
並
並
に
道
徳
的
風
習
の
儒
ら
ぬ
翼
相
を
（
よ
し
や
全
部
で
な
く
こ
も
）
探
究
し
う

る
ビ
綬
旧
す
る
の
で
あ
る
Q

　
註
（
一
）
萬
葉
集
巷
一
「
香
其
山
ぜ
年
無
出
マ
」
逢
ひ
し
畦
立
ち
て
見
に
來
し
印
粥
國
原
」
・
同
巻
「
入
隅
し
・
我
が
大
越
の
、
両
こ
し
為
す
天
の
下
に
、
國
に

　
　
し
も
澤
に
あ
れ
こ
も
、
山
川
の
画
筆
河
内
ミ
、
御
心
為
吉
野
の
闘
の
云
々
」
）
こ
の
歌
で
に
古
野
の
遡
な
天
の
下
の
國
々
書
同
じ
水
畢
糠
に
羅
い
て
歌
つ

　
　
て
る
る
。
後
に
元
正
天
工
出
の
噂
大
和
の
國
よ
り
離
し
て
古
野
監
書
い
ふ
一
行
政
琶
劃
を
畿
い
六
こ
ミ
に
あ
ろ
が
、
こ
の
翫
ば
持
統
天
皇
の
噂
、
柿
本
人

　
　
麿
の
作
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
吉
野
監
の
な
い
時
で
あ
ろ
。
岡
谷
五
「
こ
も
り
く
の
初
瀬
の
國
に
、
さ
よ
ぱ
ひ
に
、
あ
が
く
れ
ば
、
急
な
ぐ
も
り
雲
は
降

　
　
り
來
ぬ
云
々
。
］
上
古
の
國
造
の
支
駝
し
六
國
匡
後
澱
の
國
ミ
蓮
っ
て
、
境
界
の
定
つ
六
行
政
涯
域
で
な
く
國
造
の
勢
力
の
及
ぶ
昏
睡
た
「
濃
域
定
し
て

　
　
支
配
し
て
ゐ
表
の
で
、
脚
に
に
大
小
の
差
が
極
端
に
あ
る
。
又
ご
の
国
造
に
も
朝
廷
に
も
課
し
な
い
原
野
肉
林
が
恐
ら
く
多
か
つ
糞
や
う
で
あ
ろ
Q
初

　
　
瀬
の
圃
ビ
か
印
南
の
國
亡
か
い
ふ
國
に
醐
造
に
關
係
匡
な
い
が
、
唯
匿
城
ざ
い
ふ
意
昧
で
あ
み
。
ク
ニ
の
語
源
に
必
ず
郡
の
支
那
音
か
ら
來
象
も
の
で

　
　
あ
ら
う
り
大
化
の
改
漸
以
後
の
行
政
醸
域
ぜ
し
て
の
國
に
、
こ
の
ク
ニ
の
原
義
海
韓
じ
六
も
の
で
あ
っ
雲
ミ
思
改
れ
る
。

　
　
　
　
　
我
が
國
古
代
の
道
徳
ビ
儒
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
三
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哲
學
研
究
　
第
百
十
四
號

入
籍

（
二
）
艶
羨
細
二
年
の
文
に
後
漢
腰
明
三
絶
永
亭
二
年
の
條
に
「
是
歳
天
下
安
亭
、
入
無
慮
役
。
等
比
登
庸
、
百
姓
毅
富
、
読
解
三
十
、
牛
羊
被
野
」
ビ
あ
る

　
丈
た
用
び
糞
も
の
だ
§
冨
ほ
れ
て
み
ろ
。

（
三
）
新
躍
脳
も
古
い
勝
の
端
麗
年
に
い
悟
用
で
・
音
な
い
が
、
三
國
艶
嚇
記
に
ほ
西
紀
五
・
七
年
の
鰭
國
ミ
切
回
へ
ら
れ
、
我
が
臨
厚
塗
紀
年
の
六
〇
四
、
患
黙
黙
｝
犬
由
翫
の
四
十

　
一
年
に
當
っ
て
み
ろ
。
（
大
正
十
四
年
八
月
、
以
下
次
號
）

附
明
治
維
新
以
前
の
済
民
教
育
の
機
關
晒
し
て
、
裏
毛
露
要
な
働
な
し
☆
寺
子
屋
（
及
び
泓
塾
）
の
研
究
に
今
日
に
ま
だ
＋
分
に
出
來
て
る
ま
ぜ
ん

　
ビ
こ
ろ
が
そ
の
研
究
資
料
に
現
雀
、
臼
に
一
散
侠
し
て
み
る
有
獄
で
す
か
ら
、
今
の
中
に
藩
論
為
集
め
て
お
か
な
い
定
、
後
に
な
れ
ば
、
ミ
て

　
も
研
究
な
全
う
す
ろ
こ
亡
が
趨
來
な
い
か
も
知
れ
ま
ぜ
ん
Q
し
か
し
識
し
ろ
民
間
の
私
設
の
事
業
で
す
か
ら
、
世
に
公
に
さ
れ
六
資
料
ほ
少
く
、

　
世
に
公
に
さ
れ
な
い
材
料
が
罪
常
に
多
か
ら
う
亡
思
謬
れ
ま
す
Q
そ
れ
故
皆
糠
の
御
援
助
た
仰
い
で
、
嵩
來
る
だ
け
偉
く
集
め
て
、
ま
亡
め
て
見

　
糞
い
定
存
じ
ま
す
。

　
　
一
、
寺
子
麗
（
及
び
泓
嬢
）
の
経
螢
看
、
数
師
の
日
誌
、
記
簸
、
幕
開
墓
碑
な
ご
Q

　
　
二
、
寺
子
屋
（
及
び
私
謎
）
の
敦
育
な
受
け
六
人
の
魑
想
詑
、
自
照
、
師
匠
S
の
往
復
の
手
紙
な
ご
〇

　
　
三
、
寺
子
屋
（
及
び
私
選
）
に
於
て
用
ひ
ら
れ
糞
特
殊
の
毅
科
書
。
敢
具
な
ご
。
現
存
ぜ
る
建
物
の
爲
眞
、
説
明
圖
な
ご
〇

　
　
四
、
寺
子
屋
（
及
び
私
塾
）
の
敦
育
の
實
肢
帯
軽
し
査
紛
鑑
、
そ
の
槙
篇
、
篶
愚
な
ご
〇

　
　
五
、
そ
の
仙
、
何
に
よ
ら
ず
、
こ
ん
な
氷
片
的
な
も
の
で
も
寺
子
屋
（
及
び
私
塾
）
に
關
す
・
る
資
料
。

　
乙
案
不
用
の
方
、
又
に
現
在
御
入
用
で
な
い
方
に
遽
當
の
期
間
お
貸
し
下
さ
い
ま
す
か
、
叉
ぱ
相
當
の
儂
絡
に
て
お
談
り
下
さ
る
や
う
お
願
び
致

　
し
ま
す
。

　
　
六
、
寺
子
屋
（
及
び
私
塾
）
の
経
輪
者
、
歎
育
活
の
生
点
し
て
ゐ
ら
れ
る
か
、
又
に
そ
の
遺
族
に
し
て
種
々
の
資
料
た
有
し
、
も
し
く
ほ
種
々
の

　
　
　
材
料
為
記
憶
し
て
居
ら
れ
る
か
、
或
に
寺
子
屋
（
及
び
私
塾
）
に
於
て
敏
育
た
受
け
索
方
の
並
春
し
て
居
ら
れ
る
揚
合
。

　
こ
れ
ら
の
人
々
よ
り
酸
接
に
お
話
た
承
っ
て
盆
か
う
け
糞
い
ビ
霧
じ
ま
す
か
ら
か
、
ろ
人
々
存
御
承
知
の
方
ほ
卿
紹
介
な
賜
り
六
う
山
仔
じ
ま
す
。

大
正
，
十
ご
二
年
九
月

高

　
橋
　
　
俊
　
　
乗

京
都
市
薮
屋
町
丸
太
町
下
ツ


