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日
本
の
思
想
史
と
日
本
人
特
有
の
美
意
識
を
結
び
つ
け
て
論
じ
た
著
作
は
か
な
り
多
い
。
た
と
え
ば
、
世
阿
弥
の
能
に
お
け
る
「
幽

玄
」
、
芭
蕉
の
俳
譜
に
お
け
る
「
わ
び
」
、
「
き
び
」
な
ど
を
論
じ
た
著
作
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
「
い
き
」
と
い
う
側
面
か
ら
日

本
人
の
美
意
識
を
考
察
の
対
象
に
し
た
の
は
、
『
「
い
き
」
の
構
造
』
（
昭
和
五
年
）
が
初
め
て
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
書
は
「
い
き
」

と
い
う
江
戸
時
代
は
化
政
期
の
町
人
の
美
的
理
想
を
、
一
個
の
思
想
と
し
て
抽
出
し
て
、
そ
の
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す
る
こ
と

に
お
お
む
ね
成
功
し
た
ま
れ
な
書
で
あ
る
。
一
方
、
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
十
一
一
年
四
月
号
に
発
表
、
の
ち

に
『
文
芸
論
』
に
収
録
）
は
立
体
を
用
い
て
の
「
風
流
」
の
構
造
分
析
と
、
「
風
流
」
の
美
的
表
現
の
体
系
的
把
握
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
数
多
く
の
風
流
論
が
あ
る
中
で
一
体
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
九
鬼
は
「
風
流
」
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
「
風
流
」
に
つ
い
て
の
九
鬼
の
論
じ
方
を
検
討
す
る
中
で
晩
年
の
彼
の
思
想
的
特
質
の
一
端

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

さ
て
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
「
風
流
」
に
は
一
一
一
つ
の
契
機
が
あ
る
。
第
一
は
社
会
的
日
常
性
に
お
け
る
世
俗
を
断
つ
と
い
う
「
離
俗
」

九
鬼
周
造
に
お
け
る
「
風
流
」
の
構
造

(-） 
大
東
俊
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と
い
う
道
徳
性
、
第
二
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
充
実
さ
れ
る
べ
き
生
活
の
内
容
と
し
て
の
「
耽
美
」
と
い
う
芸
術
性
で
あ

る
。
そ
し
て
、
第
三
は
第
一
と
第
二
の
契
機
の
い
わ
ば
総
合
と
し
て
の
「
自
然
」
と
い
う
契
機
で
あ
り
、
「
風
流
」
に
お
い
て
は
世
俗

性
を
清
算
し
て
、
自
然
美
へ
復
帰
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
九
鬼
は
言
う
。

…
…
風
流
に
あ
っ
て
自
然
と
芸
術
と
は
裏
表
に
な
っ
て
ゐ
る
。
自
然
美
と
芸
術
美
と
を
包
摂
す
る
唯
美
主
義
的
生
活
の
実
存
を
風

流
は
意
図
す
る
と
云
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
自
然
美
を
包
蔵
し
な
い
芸
術
美
だ
け
の
生
活
は
風
流
と
は
言
へ
な
い
。
日
本
人
が
特

に
自
然
を
愛
す
る
国
民
で
あ
る
と
こ
ろ
に
風
流
が
勝
義
に
於
て
特
に
日
本
的
色
彩
を
濃
厚
に
有
っ
て
ゐ
る
理
由
が
見
出
さ
れ
る
。
（
④

（
１
）
 

’
六
一
二
）

態寂

九
鬼
の
立
論
に
お
い
て
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
契
機
が
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
が
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
の
ち
ほ
ど
検
討
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。

次
に
、
九
鬼
は
俳
句
を
例
に
し
て
、
「
風
流
」
が
創
出
す
る
種
々
の
美
的
価
値
に
つ
い

て
述
べ
る
。
二
項
対
立
的
に
、
「
華
や
か
な
も
の
」
と
「
寂
ぴ
た
も
の
」
、
「
可
笑
し
い
も
の
」

笑
と
「
厳
か
な
も
の
」
、
「
細
い
も
の
」
と
「
太
い
も
の
」
、
と
い
う
三
組
の
対
立
関
係
が
挙

げ
ら
れ
、
「
風
流
」
が
創
出
す
る
美
的
価
値
の
本
質
的
構
造
は
こ
れ
ら
の
関
係
に
還
元
さ

れ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
関
係
は
正
八
面
体
を
用
い
て
立
体
的
に
図
式
化

さ
れ
、
「
風
流
正
八
面
体
」
が
成
立
す
る
。
「
風
流
の
産
む
す
べ
て
の
価
値
は
こ
の
正
八
面

体
の
表
面
ま
た
は
内
部
に
一
定
の
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
」
（
④
’
七
四
）
こ
と
に
な
る
。

九
鬼
は
、
「
し
を
り
」
、
「
位
」
、
「
ま
こ
と
」
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
、
「
幽
玄
」
、
「
優
美
」
、
「
壮

麗
」
、
「
佗
ぴ
」
を
正
八
面
体
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
「
寂
」
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「
細
」
「
華
」
の
一
一
一
点
の
作
る
直
角
一
一
一
角
形
を
意
味
す
る
と
か
、
「
佗
び
」
は
「
寂
」
「
細
」
「
０
」
の
三
点
の
作
る
直
角
三
角
形
内
に
位

置
す
る
一
定
点
で
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
九
鬼
自
身
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
上
記
以
外
の
ざ

ま
ざ
ま
な
美
的
価
値
も
原
理
上
こ
の
正
八
面
体
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
九
鬼
の
言
う
「
風
流
」
は
、

単
に
芭
蕉
の
俳
譜
に
お
け
る
風
流
と
い
っ
た
よ
う
な
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
特
定
の
時
代
の
美
的
理
念
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
す
べ
て

の
美
的
理
念
の
奥
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
を
創
出
す
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
、
最
も
根
源
的
で
日
本
的
な
美
的
理
念
と
い
う
こ
と
に
な
る

》
っ
○以
上
の
よ
う
な
「
風
流
」
に
関
す
る
九
鬼
の
規
定
に
対
し
て
、
「
実
証
的
、
歴
史
的
な
考
察
に
欠
け
て
お
り
、
十
分
に
納
得
出
来
な

（
①
』
）

い
面
が
多
い
」
と
い
う
評
価
が
一
部
か
ら
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
立
体
を
用
い
て
の
九
鬼
の
構
造
分
析
が
斬
新
で
、
国
文
学
の
分

野
で
は
受
け
入
れ
難
い
と
は
い
え
、
事
の
当
否
は
慎
重
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
風
流
論
を
轡
く
に
至
っ
た
九
鬼
自
身

の
経
緯
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
彼
が
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
を
発
表
し
た
当
時
の
時
代
思
潮
を
視
野
に
収
め
て
お

く
こ
と
は
、
彼
の
意
図
を
理
解
す
る
上
で
あ
な
が
ち
無
意
味
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
ず
、
太
平
洋
戦
争
へ
向
か
う
当
時
の
時
代
思
潮
を
大
ま
か
に
言
え
ば
、
外
来
の
文
明
へ
の
抵
抗
と
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
確
保
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
で
煽
情
的
な
日
本
精
神
論
、
日
本
主
義
論
が
多
々
叫
ば
れ
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
の
ち
の
評
価
は
別
と
し
て
、
広
い
意
味
で
の
文
化
史
の
中
で
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
探
求
す
る
真
撃
な
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
言
葉
の
内
実
は
違
っ
て
も
、
「
風
流
」

（
３
）
 

と
い
う
美
的
理
念
に
重
大
な
関
心
を
寄
せ
た
》
輌
孜
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
散
見
さ
れ
る
の
は
、
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の

中
か
ら
、
『
九
鬼
周
造
文
庫
目
録
』
（
甲
南
大
学
哲
学
研
究
室
、
昭
和
五
十
一
年
）
に
よ
っ
て
、
風
流
論
執
筆
ま
で
に
九
鬼
が
実
見
し
た

と
思
わ
れ
る
論
孜
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
小
宮
豊
隆
『
芭
蕉
の
研
究
・
一
（
昭
和
八
年
）
と
岡
崎
義
恵
『
日
本
文
芸
学
』
（
昭
和
十
年
）
で
あ

一一
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き
て
、
以
上
の
論
孜
を
中
心
に
し
て
、
九
鬼
の
風
流
論
の
モ
チ
ー
フ
に
連
な
る
も
の
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
４
）
 

ま
ず
、
九
鬼
の
蔵
書
に
は
な
い
が
、
斉
藤
清
衛
の
『
中
世
日
本
文
学
』
（
昭
和
十
年
）
は
独
自
の
中
世
把
握
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、

奈
良
朝
の
文
芸
か
ら
説
き
お
こ
し
、
平
安
時
代
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
を
中
心
に
細
述
し
、
そ
の
結
実
を
江
戸
時
代
の
芭
蕉
の
俳
譜
に
見

る
も
の
で
あ
る
。
徒
ら
に
伝
統
に
反
逆
す
る
こ
と
な
く
、
伝
統
自
体
の
上
に
新
た
な
文
学
理
念
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
わ
が
国
の
文

学
の
発
展
史
に
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
俳
譜
を
日
本
的
文
芸
理
念
の
到
達
地
点
と
見
な
す
斉
藤
の
見
解
は
、
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
岡
崎
義
恵
が
発
句
を
「
日
本
的
文
芸
様
式
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
独
自
の
特
徴
を
も
長
所
を
も

示
し
て
い
る
も
の
」
と
し
た
上
で
、
発
句
の
精
神
は
「
日
本
的
方
法
に
よ
っ
て
、
独
自
の
構
造
力
を
発
揮
し
よ
う
と
し
て
、
色
々
に
悩

（
５
）
 

み
惑
っ
た
結
果
、
遂
に
狸
得
し
た
日
本
的
正
路
に
立
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

九
鬼
の
風
流
論
執
筆
後
の
論
孜
で
あ
る
が
、
栗
山
理
一
の
『
風
流
論
』
も
同
様
の
立
場
で
あ
る
。
栗
山
は
「
風
流
」
の
完
成
を
芭
蕉

に
見
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
日
本
の
風
流
は
王
朝
の
「
み
や
び
」
に
於
て
「
都
雅
」
を
確
立
し
、
中
世
の
「
す
き
」
に
於
て
愁
心
と

陶
酔
を
知
っ
た
。
更
に
近
世
の
「
風
雅
」
に
到
っ
て
感
傷
の
客
観
化
が
詩
心
の
自
立
性
を
確
保
し
て
、
こ
こ
に
風
流
の
伝
統
は
完
成
し

（
６
）
 

た
と
い
蜂
（
こ
と
が
出
来
る
」
と
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
な
斉
藤
、
岡
崎
、
栗
山
と
い
っ
た
当
時
の
有
数
の
国
文
学
者
の
主
張
に
照
ら
し
て
み
る
時
、
「
風
流
」
と
い
う
日
本
的
な

美
的
理
念
の
到
達
点
を
芭
蕉
の
俳
譜
に
見
る
と
い
っ
た
九
鬼
の
発
想
は
、
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
の
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
九
鬼
の
独
創
は
、
「
風
流
」
と
い
う
根
源
的
な
美
的
理
念
が
展
開
し
て
歴
史
上
取
り
得
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
、
「
風
流
正
八
面
体
」

に
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
鬼
の
風
流
論
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
九
鬼
と
同
様
に
、
あ

る
普
遍
的
で
根
源
的
な
美
的
理
念
を
想
定
し
、
そ
の
展
開
と
し
て
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
美
的
理
念
を
位
極
づ
け
て
い
く
と
い
う
方
法

は
、
実
は
上
述
の
岡
崎
に
そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
。
岡
崎
の
『
日
本
文
芸
学
』
（
昭
和
十
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
岡
崎
は
復
刻
版
の

る
。
そ
の
後
、
＋

西
克
礼
『
風
雅
》

つ
く
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
以
上
（

ま
ず
、
九
鬼
（

そ
の
後
、
九
鬼
の
蔵
香
に
は
、
栗
山
理
一
『
風
流
論
』
（
昭
和
十
四
年
）
、
岡
崎
義
恵
『
日
本
文
芸
の
様
式
』
（
昭
和
十
四
年
「
大

礼
『
風
雅
論
』
（
昭
和
十
五
年
）
な
ど
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
九
鬼
の
関
心
が
い
ず
こ
に
あ
っ
た
か
お
の
ず
と
察
し
が
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そ
れ
で
は
次
に
、
九
鬼
の
風
流
論
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
書
く
に
至
っ
た
九
鬼
自
身
の
経
緯
を
明
ら
か
に

す
る
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
九
鬼
の
「
風
流
」
の
三
つ
の
契
機
に
あ
っ
て
は
「
自
然
」
の
契
機
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

九
鬼
は
『
笈
の
小
文
』
の
有
名
な
一
節
に
定
位
し
て
自
ら
の
「
風
流
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
は

芭
蕉
自
身
の
芸
術
的
態
度
の
表
明
で
も
あ
る
。
九
鬼
の
引
用
箇
所
を
前
後
の
文
脈
の
中
に
戻
し
て
み
よ
う
。

補
説
に
お
い
て
、
こ
の
論
孜
が
「
優
美
」
と
「
崇
高
」
の
弁
証
法
的
展
開
と
い
う
構
想
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
私

は
こ
の
論
文
の
中
で
、
普
遍
的
な
美
の
精
神
の
実
現
と
展
箭
と
を
、
根
本
的
な
原
理
と
し
、
そ
れ
が
歴
史
的
世
界
に
あ
ら
わ
れ
る
道
程

に
お
い
て
、
日
本
的
な
芸
術
理
念
の
出
現
し
て
い
る
状
態
を
探
求
し
た
」
と
述
べ
た
上
で
、
「
優
美
」
、
「
崇
高
」
と
い
う
「
こ
の
最
高

範
鴫
の
下
に
、
日
本
的
な
美
の
様
相
が
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
説
こ
う
と
し
て
い
る
」
と
つ
け
加
え
て

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
限
り
、
九
鬼
の
風
流
論
は
、
当
時
の
国
文
学
の
成
果
を
無
視
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
か
ら
十
分
に
滋
養
を
吸

い
上
げ
て
成
立
し
た
感
が
強
い
。
そ
の
意
味
で
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
時
代
の
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
７
）
 

い
る
。と
も
か
く
風
流
に
は
「
造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
見
る
と
こ
ろ
花
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
な
し
。
お
も
ふ
と
こ
ろ
月

に
あ
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
な
し
」
（
『
卯
辰
紀
行
』
）
と
い
ふ
趣
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
（
④
’
六
三
）

西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の
絵
に
お
け
る
、
利
休
が
茶
に
お
け
る
、
其
貫
道
す
る
物
は
一
な
り
。

(三〉
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「
造
花
」
と
は
も
と
は
老
荘
思
想
の
「
造
化
」
で
あ
り
、
世
界
の
始
ま
り
に
お
い
て
森
羅
万
象
を
創
り
出
し
た
造
物
主
で
あ
る
が
、

芭
蕉
の
用
例
に
お
い
て
は
森
羅
万
象
そ
の
も
の
、
ま
た
は
、
森
羅
万
象
が
生
成
変
化
し
て
い
く
推
移
そ
の
も
の
と
い
っ
た
具
合
に
、
意

味
の
重
点
が
移
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
岩
波
書
店
の
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
の
『
芭
蕉
文
集
』
で
は
、
こ
の
「
造
化
」
と

い
う
語
に
「
天
地
自
然
（
宇
宙
の
運
行
）
」
と
い
う
注
を
付
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
岩
波
文
庫
」
の
『
芭
蕉
紀
行
文
集
』
で
は
同
じ
語
に
、

「
老
荘
思
想
に
お
け
る
造
化
。
万
物
を
創
造
化
青
す
る
も
の
。
神
ま
た
は
自
然
」
と
い
う
注
を
付
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
芭
蕉
の
「
風

雅
」
が
「
造
化
に
し
た
が
ひ
て
、
四
時
を
友
と
す
」
る
こ
と
で
あ
り
、
「
造
化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に
か
へ
」
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
風
雅
」
と
は
俳
譜
と
い
う
芸
術
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
と
同
時
に
、
自
ら
の
生
き
方
と
か
か
わ
る
問
題
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
小
宮
豊

隆
は
芭
蕉
の
言
葉
を
説
明
す
る
中
で
、
人
間
が
「
夷
狄
を
出
、
鳥
獣
を
離
れ
て
」
生
き
る
た
め
に
は
、
即
ち
、
「
風
雅
」
の
道
に
生
き

、
、

、
、

、
、

、
、
、

（
８
）
 

ろ
た
め
に
は
、
「
自
然
に
随
順
し
自
然
に
復
帰
し
、
自
由
に
、
私
な
く
、
自
然
に
な
ら
う
と
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
傍
点
は
小
宮

に
よ
る
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
造
化
」
と
い
う
語
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
十
分
に
引
き
出
し
た
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
九

鬼
の
言
う
「
自
然
」
が
「
造
化
」
と
い
う
語
に
定
位
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
小
宮
の
解
釈
は
九
鬼
の
用
い
る
「
自

然
」
と
い
う
語
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
小
宮
に
お
い
て
は
、
「
造
化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に

、
、

（
９
｝
 

か
へ
る
」
こ
と
は
、
「
自
分
を
自
然
と
同
じ
も
の
に
す
る
事
」
（
傍
点
は
小
宮
に
よ
る
）
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「
造
化
」
と
は
と
り
も
な

お
さ
ず
、
上
述
の
一
節
に
も
見
受
け
ら
れ
る
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
九
鬼
の
言
う
「
自
然
」
に
つ
い
て
も

事
情
は
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｛
川
）

こ
こ
で
問
題
は
日
本
語
の
「
自
然
」
と
い
う
語
の
意
味
に
移
っ
て
く
る
。
柳
父
章
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
自
然
」
と
い
う
語

は
近
代
以
後
、
西
欧
語
の
冒
三
『
の
の
訳
語
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
翻
訳
の
た
め
の
新
た
な
造
語
で
は
な

し
か
も
風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
見
る
処
、
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
お
も
ふ
所
、
月
に

あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
像
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
夷
狄
に
ひ
と
し
・
心
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
鳥
獣
に
類
ス
。
夷
狄
を
出
、
鳥
獣
を
離

れ
て
、
造
花
に
し
た
が
ひ
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り
。
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①
の
語
義
が
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
②
の
系
列
が
冒
冒
の
の
訳
語
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
自
然
」
と
い
う
日
本

語
に
あ
っ
て
は
旧
来
の
意
味
と
冒
冒
「
⑦
の
訳
語
と
し
て
の
意
味
が
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
こ
と
に
由

来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
行
き
違
い
を
柳
父
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
一
方
、
小
宮
は
そ
の
点
を

、
、

あ
る
程
度
意
識
し
て
、
「
風
雅
」
と
は
『
自
分
を
自
然
と
同
じ
も
の
に
す
る
事
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
小
宮
は
「
自
然
」
と
い
う

語
を
①
、
②
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
半
ば
意
識
的
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
鬼
の
場
合
は
語
義
に
対
す
る
関
心
は
薄
い
が
、

①
、
②
双
方
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
「
自
然
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
契
機
は
、
九
鬼
の
言
う
「
風
流
」
に
お
い
て
は
、
日
本
的
特
徴
を
現
出
せ
し
め
る
中
心

的
な
契
機
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
的
価
値
を
創
出
す
る
根
源
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
諸
価
値
の
挙
げ
方
が
妥
当
か
ど
う
か
、
ま
た
、

そ
れ
ら
の
う
ち
ど
の
価
値
を
正
八
面
体
の
頂
点
、
表
面
、
も
し
く
は
内
部
に
位
置
づ
け
る
か
に
対
し
て
は
、
い
ざ
さ
か
異
論
が
あ
る
か

・
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
正
八
面
体
を
用
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
九
鬼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ど
れ
人

い
。
仏
教
用
語
の
「
自
然
」
な
ど
は
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
別
ｂ
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
量
亘
『
①
の
語
義
に
関
し
て
一
一
一
一
口
え
ば
、
日
本
語
の
「
自
然
」
と
い
う
語
が
引
き
受
け
て
い
の
は
、
一
二
の
一
二
。
－
の
目
冒
『
⑫
の
凹
且

の
ご
ｃ
こ
の
『
３
【
８
．
目
目
〕
目
‐
三
且
Ｐ
旨
員
．
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
山
、
川
、
海
、
風
、
雨
、
動
植
物
な
ど
人
為
に
よ
ら
な
い
で
存
在

す
る
も
の
や
現
象
の
す
べ
て
を
息
亘
『
の
は
含
意
し
て
い
る
。
｜
方
、
「
自
然
」
と
い
う
語
を
『
広
辞
苑
』
（
第
三
版
）
で
引
く
と
、
次
の

如
く
で
あ
る
。

し
１
ぜ
ん
〔
自
然
〕
①
（
ジ
ネ
ン
と
も
）
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
ざ
ま
。
天
然
の
ま
ま
で
人
為
の
加
わ
ら
ぬ
さ
ま
。
（
「
ひ

と
り
で
（
に
）
」
の
意
で
副
詞
的
に
も
用
い
る
）
・
・
・
…
②
①
〈
目
Ｅ
『
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
）
人
工
・
人
為
に
な
っ
た
も
の
と
し

て
の
文
化
に
対
し
、
人
力
に
よ
っ
て
変
更
・
形
成
・
規
整
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
お
の
ず
か
ら
な
る
生
成
・
展
開
に
よ
っ
て
成
り
い
で

た
状
態
。
…
…
⑧
人
間
を
含
め
て
天
地
間
の
万
物
。
宇
宙
。
…
…
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い
さ
さ
か
恋
意
的
な
感
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
価
値
を
挙
げ
て
正
八
面
体
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
と
も
か
ら
ん
で
、
「
実
証
的
、

歴
史
的
な
考
察
に
欠
け
て
」
い
る
と
い
う
批
難
を
浴
び
そ
う
な
箇
所
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
仮
説
で
あ
る
に
せ
よ
、
最

も
日
本
的
で
根
源
的
な
美
的
理
念
を
「
風
流
」
に
求
め
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
美
的
価
値
を
体
系
的
に
位
置
づ
け
た
の
は
九
鬼
の
可
と

し
た
い
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
九
鬼
の
風
流
論
執
筆
の
経
緯
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
が
発
表
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
、

昭
和
十
二
年
の
「
思
想
」
二
月
号
に
掲
載
き
れ
た
「
日
本
的
性
格
」
（
の
ち
に
『
人
間
と
実
存
』
に
収
録
）
を
参
照
す
る
と
き
、
お
よ

そ
の
事
情
は
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
孜
は
早
い
時
期
か
ら
日
本
文
化
論
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
九
鬼
の
晩
年
の
成
果
の
ひ
と

（
胆
一

つ
で
あ
る
が
、
同
じ
日
本
文
化
至
鰄
で
あ
り
、
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
結
構
を
と
っ
て
い
る
『
「
い
き
」
の
構
造
』
と
比
べ
る
と
、
「
実
証
的
、

歴
史
的
な
考
察
に
欠
け
て
」
い
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。
「
い
き
」
は
江
戸
時
代
化
政
期
の
江
戸
町
人
の
美
的
理
念
で
あ
り
、
時

代
的
に
も
地
域
的
に
も
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
九
鬼
は
そ
の
「
い
き
」
に
「
媚
態
」
、
「
意
気
地
」
、
「
諦
め
」
と
い
う
三
契
機
を
認

め
、
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
か
ら
芸
能
・
芸
術
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
。

一
方
、
「
日
本
的
性
格
」
に
お
い
て
は
、
日
本
的
性
格
ま
た
は
日
本
文
化
の
主
要
な
契
機
は
「
自
然
」
、
「
意
気
」
、
「
諦
龍
一
の
三
つ

と
さ
れ
、
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
、
山
鹿
素
行
、
法
然
、
親
鷲
な
ど
が
歴
史
的
考
察
抜
き
に
、
同
じ
地
平
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

昔
の
哲
学
者
は
地
、
水
、
火
、
風
の
四
原
質
の
う
ち
で
地
の
微
粒
子
は
正
六
面
体
を
成
し
、
水
の
微
粒
子
は
正
二
十
面
体
、
火
の

微
粒
子
は
正
四
面
体
、
風
の
微
粒
子
は
正
八
面
体
を
成
す
と
考
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
風
」
の
微
粒
子
の
形
態
と
さ
れ
て
ゐ
た
正
八

面
体
が
「
風
流
」
の
価
値
体
系
を
表
は
し
得
る
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
が
似
合
は
し
い
と
考
へ
る
。
（
④
’
八
○
）

四
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天
皇
や
三
種
の
神
器
に
関
す
る
考
察
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
伝
統
的
な
日
本
の
思
想
に
関
し
て
、
歴
史
性
を
排
除
し
て
、
や
や
性
急
に
概

括
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
」
の
契
機
は
賀
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
な
ど
の
国
学
者
た
ち
の
思

想
に
そ
の
典
型
的
な
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
意
気
」
の
契
機
は
武
士
道
に
お
い
て
、
「
諦
念
」
の
契
機
は
仏
教
に
お

い
て
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
三
つ
の
契
機
は
そ
れ
ぞ
れ
神
道
、
儒
教
、
仏
教
に
該
当
す
る
と
き
れ
、
「
発
生
的
見
地

か
ら
は
、
神
道
の
自
然
主
義
が
質
料
と
な
っ
て
儒
教
的
な
理
想
主
義
と
仏
教
的
な
非
現
実
主
義
と
に
形
相
化
さ
れ
た
」
（
③
’
二
八
一
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
形
相
は
外
部
か
ら
質
料
に
加
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
質
料
の
中
に
潜
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
「
意
気
」
や
「
諦
念
」
の
契
機
は
神
道
的
な
「
自
然
」
の
中
に
既
に
萌
芽
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
次
第
に
発
展
し
て
、
自
己
に
適
合
す
る
儒
教
や
仏
教
を
摂
取
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
九
鬼
の
言
う
日
本
文
化
は
、
つ
き
つ
め

て
言
え
ば
、
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
契
機
の
自
発
自
展
の
産
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
最
重
要
の
契
機
は
「
自
然
」
で
あ
る
。
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
の
説
に
即
し
た
九
鬼
の
論
述
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

九
鬼
に
よ
れ
ば
、
真
淵
の
言
う
「
天
地
の
ま
に
ま
に
」
、
「
天
地
の
心
の
ま
に
ま
に
」
、
「
天
地
に
随
て
」
な
ど
は
、
す
べ
て
「
自
然
の

お
の
づ
か
ら
な
こ
と
」
（
③
’
二
七
五
）
の
意
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
天
地
」
に
は
一
種
の
規
範
や
秩
序
と
し
て
の
「
お

の
づ
か
ら
な
自
然
の
道
」
（
同
上
）
が
備
わ
っ
て
い
て
、
ざ
か
し
ら
な
理
屈
で
は
こ
れ
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
道
」
は
四
季
の

移
り
変
り
の
よ
う
に
、
お
の
ず
か
ら
で
な
だ
ら
か
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
地
で
人
間
だ
け
が
貴
い
の
で
は
な
く
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
す
べ
て
が
同
じ
で
あ
り
、
「
自
然
へ
帰
れ
ば
そ
こ
に
お
の
づ
か
ら
な
道
が
行
な
は
れ
て
ゐ
る
」
〈
同
前
）
と
九
鬼
は
言
う
。
そ
し
て
、

宣
長
の
言
う
「
神
の
道
」
も
、
理
屈
に
よ
っ
て
議
論
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
た
だ
物
に
ゆ
く
道
」
、
即
ち
、
「
お
の
づ
か
ら
な
る
自

然
の
道
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
。

そ
れ
故
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
理
想
的
な
生
き
方
、
道
徳
の
理
想
と
い
っ
た
も
の
に
お
い
て
も
、
殊
更
ら
し
い
こ
と
が
嫌
わ

れ
、
「
自
然
」
が
尊
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
っ
た
い
西
洋
の
観
念
形
態
で
は
自
然
と
自
由
と
は
屡
々
対
立
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
日
本
の
実
践
体
験
で
は
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西
洋
に
お
い
て
は
、
「
自
由
」
と
は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
道
徳
法
則
を
選
び
取
る
こ
と
、
即
ち
、
倫
理
的
必
然
性
に
服
従
し
て
生

き
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
人
が
尊
ぶ
と
こ
ろ
の
偶
然
性
の
ま
ま
に
生
き
る
「
自
然
」
と
い
う
も
の
は
「
盗
意
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な

る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
「
さ
か
し
ら
」
を
捨
て
、
「
自
然
」
の
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
が
「
自
由
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
日
本
に
お
い

、

て
は
、
道
徳
の
領
野
と
生
の
地
平
と
が
混
然
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
｝
」
の
よ
う
な
九
鬼
の
把
握
が
、
小
宮
豊
隆
の
「
自
分
を
自

、

然
と
同
じ
も
の
に
す
る
事
」
、
ひ
い
て
は
芭
蕉
の
「
造
化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に
か
へ
る
」
と
い
っ
た
一
一
一
口
葉
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
晩
年
の
九
鬼
の
日
本
文
化
へ
の
関
心
は
、
「
自
然
」
と
い
う
キ
ー
・
ワ
ー
ド
ヘ
と
収
敵
し

て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
九
鬼
が
い
つ
頃
か
ら
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
、
日
本
文
化
を
解
釈
す
る

〈
Ｍ
｝

上
で
の
有
効
性
に
気
づ
い
て
い
た
か
は
、
〈
丁
ひ
と
つ
明
ら
か
で
は
な
い
。
若
干
の
示
唆
を
求
め
る
な
ら
ば
、
『
偶
然
性
の
問
題
』
〈
昭
和

十
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

…
…
東
洋
の
思
想
に
あ
っ
て
は
自
由
と
自
然
と
は
乖
離
的
対
立
を
し
な
い
で
融
合
相
即
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
が
著
し
い
。
「
み
づ

か
ら
」
の
有
つ
目
的
的
必
然
性
と
「
じ
れ
ん
に
」
の
有
つ
因
果
的
必
然
性
と
が
「
お
の
づ
か
ら
」
な
る
自
発
性
に
止
揚
き
れ
た
段
階

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。
（
②
’
一
○
二
）

自
然
と
自
由
と
が
融
合
相
即
し
て
会
得
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
自
然
に
お
の
づ
か
ら
送
り
出
る
も
の
が
自
由
で
あ
る
。
自
由
と
は
窮

屈
な
さ
か
し
ら
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
天
地
の
心
の
ま
ま
に
お
の
づ
か
ら
出
て
来
た
も
の
が
自
由
で
あ
る
。
自
由

お
の
れ

の
「
自
」
は
自
然
の
「
自
」
と
同
じ
「
自
」
で
あ
る
。
「
み
づ
か
ら
」
の
「
身
」
も
「
お
の
づ
か
ら
」
の
「
己
」
も
と
も
に
自
己
と

し
て
の
自
然
で
あ
る
。
自
由
と
自
然
と
が
峻
別
さ
れ
ず
、
道
徳
の
領
野
が
生
の
地
平
と
理
念
的
に
同
一
視
き
れ
る
の
が
日
本
の
道
徳

の
特
色
で
あ
る
。
（
③
’
二
七
六
）
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「
偶
然
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
性
質
上
、
日
本
的
な
「
自
然
」
と
い
う
概
念
に
言
及
し
た
箇
所
は
他
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
こ

の
よ
う
な
記
述
と
「
日
本
的
性
格
」
に
お
け
る
「
自
然
」
と
の
距
離
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
『
偶
然
性
の
問
題
』
に

お
い
て
は
、
「
自
然
」
は
主
と
し
て
道
徳
の
領
野
の
問
題
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
日
本
的
性
格
」
に
お
い
て
は
、
広
く
日
本
文
化
全
般

の
規
定
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
鬼
は
道
徳
の
理
想
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
が
、
同
様
に

芸
術
の
理
想
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
し
、
「
和
歌
に
し
て
も
俳
句
に
し
て
も
、
絵
画
、
建
築
に
し
て
も
、
茶
道
、
花
道
か
ら
造
庭

術
に
至
る
ま
で
、
日
本
の
芸
術
で
は
自
然
と
芸
術
と
の
一
致
融
合
と
い
ふ
こ
と
が
目
標
と
な
っ
て
ゐ
る
二
③
’
二
七
七
）
と
述
べ
て

い
る
が
、
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
は
芸
術
の
分
野
に
お
け
る
日
本
的
性
格
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
言
い

か
え
れ
ば
、
「
風
流
」
は
美
的
理
念
に
お
け
る
日
本
的
性
格
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
九
鬼
の
文
章
の
引
用
は
岩
波
瞥
店
版
『
九
鬼
周
造
全
集
』
か
ら
と
し
、
引
用
文
の
あ
と
に
巻
数
と
頁
数
と
を
示
し
た
。
例
え
ば
、
④
’
六
三

は
第
四
巻
六
三
頁
を
表
す
。
な
お
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
２
）
西
下
経
一
・
栗
山
理
一
編
「
日
本
文
学
の
美
的
理
念
」
〈
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
一
一
一
年
十
二
月
、
至
文
堂
）
七
九
頁
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
小
宮
登
随
『
芭
蕉
の
研
究
』
（
昭
和
八
年
）
、
武
田
裕
吉
「
風
流
の
道
」
（
「
短
歌
研
究
」
昭
和
八
年
四
月
）
、
岡
崎
義
恵
一
日
本

文
芸
学
』
｛
昭
和
十
年
）
、
斉
藤
清
衛
『
中
世
日
本
文
学
』
（
昭
和
十
年
）
、
寺
田
寅
彦
「
俳
句
の
精
神
」
（
『
俳
句
作
法
講
座
』
第
二
巻
、
昭
和
十

年
）
、
水
澤
澄
夫
「
一
．
風
流
』
雑
考
」
｛
「
杜
会
及
国
家
」
昭
和
十
一
年
一
月
’
十
月
）
、
武
者
小
路
実
篤
「
風
流
に
つ
い
て
の
雑
感
」
（
「
俳
句
研
究
一

昭
和
十
二
年
六
月
）
、
栗
山
理
一
・
池
田
勉
・
蓮
田
善
明
・
清
水
文
雄
「
風
流
論
討
究
」
（
「
文
芸
文
化
」
昭
和
十
三
年
十
一
月
１
十
四
年
三
月
）
、

栗
山
理
一
『
風
流
論
』
（
昭
和
十
四
年
）
、
岡
崎
義
恵
『
日
本
文
芸
の
様
式
』
（
昭
和
十
四
年
）
、
大
西
克
礼
『
風
雅
論
』
（
昭
和
十
五
年
｝
、
遠
藤

嘉
基
「
風
流
孜
」
（
「
国
語
・
国
文
」
昭
和
十
五
年
四
月
）
、
遠
藤
嘉
基
「
風
流
の
展
開
」
（
「
形
成
」
昭
和
十
五
年
六
月
）
な
ど
．
他
に
画
家
の

村
上
華
岳
、
花
道
の
西
川
一
草
亭
な
ど
に
も
風
流
に
関
す
る
随
想
が
あ
る
。

（
４
）
九
鬼
の
蔵
書
に
は
、
斉
藤
箸
『
集
成
文
学
概
論
』
｛
昭
和
四
年
）
が
所
蔵
き
れ
て
い
る
ｃ

（
５
）
『
日
本
文
芸
の
様
式
と
展
開
』
（
宝
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
）
四
七
頁
。
本
番
は
先
の
『
日
本
文
芸
学
』
と
『
日
本
文
芸
の
様
式
当
の
合
本
・

復
刻
版
で
あ
り
、
引
用
箇
所
は
『
日
本
文
芸
の
様
式
』
の
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
箇
所
を
含
む
論
文
は
、
『
岩
波
講
座
・
東
洋
思
潮
』
十

六
（
昭
和
十
一
年
）
に
発
表
き
れ
た
も
の
で
あ
る
。
少
し
時
代
は
下
る
が
、
岡
崎
は
西
鶴
、
近
松
、
芭
蕉
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
的
世
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る
が
、
九
鬼
が
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
は
ざ
だ
か
で
は
な
い
。

（
９
）
同
前
、
四
七
頁
。

一
ｍ
）
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
〉
一
七
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
ｕ
）
○
号
己
宣
ご
目
貫
Ｆ
８
ヨ
ミ
．
“
ロ
ミ
ミ
ミ
に
よ
る
。

（
、
）
。
い
き
」
の
榊
造
』
に
つ
い
て
は
，
拙
稿
「
九
鬼
周
造
に
お
け
る
比
較
文
化
の
問
題
」
「
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
七
八
号
、
’
九

九
一
年
二
月
）
を
参
照
。

（
⑬
）
坂
部
恵
氏
は
「
日
本
的
性
格
」
を
評
し
て
、
「
同
工
の
構
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
『
「
い
き
」
の
櫛
造
』
に
比
し
て
、
緊
張
と
魅
力
に
お

い
て
は
な
は
だ
し
く
劣
り
、
当
時
の
平
凡
な
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
大
幅
に
屈
伏
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
弓
不
在
の
歌
九
鬼
周
造

の
世
界
』
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
○
年
、
一
○
三
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
日
本
的
性
格
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
戦
前
の

ざ
ま
ざ
ま
な
国
粋
主
義
の
問
題
と
も
か
ら
み
、
九
鬼
の
思
想
全
体
の
評
価
と
も
関
連
す
る
ゆ
え
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

〈
ｕ
）
晩
年
の
九
鬼
が
日
本
文
化
に
強
い
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
背
景
に
つ
い
て
、
田
中
久
文
氏
は
、
九
鬼
の
人
生
に
ま
つ
わ
る
ざ
ま

（
６
）
栗
山
理
一
『
風
流
》
座
（
子
文
瞥
房
、
昭
和
十
四
年
）
二
四
頁
。

（
７
）
岡
崎
義
恵
『
日
本
文
芸
の
様
式
と
展
開
』
（
宝
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
）
三
六
九
頁
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
岡
崎
が
挙
げ
て
い
る
「
日
本
的

な
芸
術
理
念
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
あ
か
ざ
。
き
よ
さ
．
い
さ
ぎ
よ
さ
・
ざ
や
け
さ
。
は
げ
し
さ
・
あ
ら
苔
（
原
始
時
代
）
、
あ
わ
れ
．
お

か
し
・
う
る
わ
し
・
え
ん
・
き
よ
ら
・
ゆ
う
．
な
ま
め
か
し
・
あ
て
。
あ
え
か
（
古
典
時
代
｝
、
幽
玄
・
有
心
・
妖
艶
。
た
け
た
か
し
・
と
お

し
ろ
し
．
わ
び
．
さ
び
・
か
ら
ぴ
・
ひ
え
（
中
世
「
す
い
・
つ
う
．
わ
け
。
い
き
．
し
ゃ
れ
。
か
る
み
．
い
き
み
・
す
ご
み
・
義
理
・
人
悩
（
近

世
）
、
諦
念
・
則
天
去
私
・
内
部
生
命
・
心
境
・
真
実
・
純
情
・
象
徴
・
花
鳥
調
詠
・
実
相
観
入
・
写
生
（
現
代
）
」
。
こ
こ
に
は
「
風
流
」
が

見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
の
脅
に
出
会
っ
た
九
鬼
が
こ
の
点
を
ど
う
考
え
た
か
、
残
念
な
が
ら
知
る
す
べ
は
な
い
。

（
８
）
小
宮
登
陸
『
芭
蕉
の
研
究
』
（
岩
波
轡
店
、
昭
和
八
年
）
四
八
頁
。
こ
の
書
も
風
流
論
の
執
筆
の
前
か
ら
九
鬼
の
蔵
轡
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
九
鬼
が
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
は
ざ
だ
か
で
は
な
い
。

な
ら
ば
、
そ
れ

年
十
二
月
号
〉
）

界
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
西
鶴
は
「
源
氏
」
や
「
平
家
」
に
含
ま
れ
て
い
た
栄
華
と
勢
力
と
の
世
界
を
根
幹
に
し
て
い
る
。

町
人
物
は
そ
の
近
世
化
で
あ
る
し
、
武
家
物
や
好
色
物
も
大
体
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
叙
事
詩
の
直
系
で
あ
る
。
近
松
は
芭
蕉
と
違
っ
た
意
味

で
、
劇
的
に
、
英
雄
の
世
界
と
愛
の
世
界
と
を
結
合
し
、
そ
の
対
立
・
葛
藤
か
ら
、
宗
教
の
世
界
へ
人
生
を
導
く
と
い
う
形
を
採
っ
た
。
芭
蕪

は
二
つ
の
世
界
を
対
立
さ
せ
ず
、
融
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
宗
教
的
世
界
と
し
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
に
お
い
て
日
本
的

な
揮
融
の
美
は
極
致
に
達
し
た
。
こ
こ
で
は
「
日
本
美
」
は
一
切
一
つ
の
境
地
に
融
け
て
い
る
。
も
し
こ
の
芭
蕉
に
対
立
す
る
も
の
を
求
め
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
「
日
本
美
」
の
中
の
も
の
で
は
な
い
。
」
（
「
文
芸
学
か
ら
見
た
日
本
美
」
〈
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十
三
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ざ
ま
な
寂
し
苔
と
い
っ
た
も
の
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
道
と
し
て
は
、
『
「
い
き
」
の
櫛
造
』
で
諮
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
自
他

の
緊
張
関
係
は
も
は
や
有
効
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
ぎ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
歴
史
と
自
然
に
包
ま
れ
た
京
都
で
の
生
活
の
中
で
、

そ
れ
ま
で
の
九
鬼
の
哲
学
の
中
心
に
あ
っ
た
苔
ま
ざ
ま
な
二
元
的
な
対
時
の
世
界
が
次
第
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と

同
時
に
、
九
鬼
に
と
っ
て
西
洋
と
い
う
も
の
も
次
第
に
遣
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
」
言
九
鬼
周
造
』
ぺ
り
か
ん
社
、
’
五
四
頁
）
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
が
、
筆
者
も
大
筋
に
お
い
て
賛
成
で
あ
る
。
九
鬼
周
造
と
い
う
哲
学
者
の
実
人
生
と
彼
の
思
想
的
特
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
軽
々
し

い
発
言
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
九
鬼
に
お
い
て
は
両
項
の
関
係
を
論
ず
る
こ
と
は
、
彼
の
哲
学
の
全
体
鰹
を
捉
え
る
上
で
資
す
る
こ
と
大

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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