
一
、
は
じ
め
に

華
夷
観
と
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
中
国
を
中
心
と
し
た
周
辺
諸
国
と
の
関

係
を
、
文
化
的
優
劣
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
中
華
主
義
的
観
念
を
意
味
す
る
。

こ
の
観
念
の
誕
生
は
中
国
古
代
に
求
め
ら
れ
る
が
、
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
諸
国

は
、
中
国
を
「
華
」
と
し
、
周
辺
民
族
を
「
夷
」
と
す
る
こ
の
華
夷
観
を
、
伝

統
的
に
共
有
し
、
ま
た
従
属
し
て
き
た
。

し
か
し
、
一
六
四
四
年
に
漢
民
族
の
国
家
で
あ
っ
た
明
が
滅
亡
し
、
代
わ
っ

て
女
真
族
の
清
が
中
原
を
支
配
し
た
こ
と
は
、
周
辺
諸
国
の
華
夷
観
に
大
き
な

変
動
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
た
。
朝
鮮
で
は
、
反
清
北
伐
論
と
対
明
義
理
論

に
も
と
づ
き
、
中
華
文
明
の
唯
一
の
継
承
者
を
自
認
す
る
「
小
中
華
意
識
」
と

呼
ば
れ
る
華
夷
観
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
日
本
で
も
、
中
世
に
形
成
さ
れ
た

「
神
国
」
思
想
を
発
展
さ
せ
た
「
日
本
型
華
夷
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
華
夷
観
を

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

五
九

成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
た
な
華
夷
観
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
た
な
「
自
己
像
」
と

「
他
者
像
」
が
形
成
さ
れ
、
両
者
の
関
係
性
が
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
自
己
像
も
他
者
像
も
と
も
に
イ
メ
ー
ジ
の
産
物
で
あ
り
、
現
実
が
直

接
に
写
し
取
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
実
を
、
意
識
的
に
あ
る
い
は

無
意
識
的
に
、
歪
曲
さ
せ
な
が
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
同
時

代
人
に
よ
っ
て
「
見
た
い
よ
う
に
見
ら
れ
た
」
イ
メ
ー
ジ
の
集
合
体
が
自
己
像

や
他
者
像
な
の
で
あ
り
、
同
時
代
人
の
欲
望
が
写
し
取
ら
れ
た
表
象
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
華
夷
観
の
変
容
を
検
証
す
る
こ
と
は
、

同
時
代
の
日
本
人
の
世
界
観
に
関
す
る
欲
望
を
検
証
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
江
戸
時
代
の
日
本
で
展
開

し
た
華
夷
観
を
め
ぐ
る
言
説
の
展
開
を
検
証
し
、
そ
の
変
容
過
程
の
解
明
を
試

み
る
こ
と
に
す
る
。
今
回
と
く
に
注
目
し
た
い
と
思
う
の
は
、
近
松
門
左
衛
門

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

｜
｜
江
戸
時
代
に
お
け
る
華
夷
観
の
変
容
｜
｜

井

上

厚

史



の
『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
大
田
南
畝
の
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
に
お
け

る
華
夷
観
の
変
容
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
作
品
に
表
出
さ
れ
た
華
夷
観
の
変

容
こ
そ
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
日
本
人
の
華
夷
観
が
大
き
く
転
換
し
た
こ
と
を

物
語
る
証
左
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
転
換
は
、
幕
末
の
「
尊
皇
攘
夷
」
運
動
の

展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
元
禄
以
前
の
華
夷
観

江
戸
初
期
、
す
な
わ
ち
元
禄
時
代
以
前
の
日
本
人
の
華
夷
観
を
語
る
に
は
、

ま
ず
当
然
の
こ
と
と
し
て
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
侵
略
戦
争
（
文
禄
・
慶
長
の

役
、
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
）
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
心
両
面
に
渡
る

莫
大
な
犠
牲
と
五

六
万
人
と
い
う
朝
鮮
人
捕
虜
を
日
本
に
連
行
し
た
戦
争
に

対
し
て
、
朝
鮮
側
の
資
料
で
は
、
日
本
人
を
「
犬
羊
の
類
」「
漆
歯
の
陋

」

「
横
目
の
異
類
」「
倭
奴
」
と
呼
称
し
、
激
烈
な
日
本
蔑
視
観
が
表
出
さ
れ
た
。

す
で
に
戦
争
以
前
か
ら
日
本
を
「
蛮
夷
」「
蛮
人
」「
島
夷
」「
小
夷
」
と
僭
称

し
て
い
た
朝
鮮
知
識
人
の
華
夷
観
は
、
戦
争
に
よ
る
多
大
な
被
害
に
よ
り
、
日

本
に
対
す
る
蔑
視
を
極
限
に
ま
で
強
化
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
日
本
側
の
資
料
、
た
と
え
ば
小
瀬
甫
庵
『
太
閤
記
』（
一
六

二
六
年
刊
）
に
記
述
さ
れ
た
朝
鮮
は
、「
異
国
退
治
」「
虚
誕
」「
妄
言
」「
反

間
」
と
記
さ
れ
て
い
る
程
度
で
、
テ
ク
ス
ト
の
ど
こ
に
も
強
烈
な
蔑
視
観
は
見

ら
れ
な
い
。
中
国
（
明
）
に
対
し
て
も
、「
さ
す
が
大
国
の
し
る
し
、
大
や
う

に
し
め
や
か
な
る
事
言
語
に
絶
え
た
り
と
感
じ
あ
へ
り
き
」
の
よ
う
に
、「
大

国
」
と
し
て
尊
敬
す
べ
き
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
甫
庵
が
江
戸
幕
府
の

目
を
意
識
し
て
史
実
を
改
変
し
て
い
た
と
し
て
も
、『
太
閤
記
』
に
表
出
さ
れ

た
華
夷
観
は
、
朝
鮮
の
激
烈
な
日
本
蔑
視
観
と
あ
ま
り
に
対
照
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
初
頭
の
テ
ク
ス
ト
に
表
出
さ
れ
た
朝
鮮
に
対
す
る
お

だ
や
か
な
蔑
視
観
は
、
当
時
の
日
本
人
の
漢
籍
解
釈
に
対
す
る
態
度
と
符
合
す

る
も
の
で
あ
る
。
中
村
幸
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
時
漢
籍
を
和
訳
す
る
こ

と
を
「
諺
解
」
と
称
し
た
の
は
、
朝
鮮
で
漢
籍
を
「
諺
文
」
に
よ
っ
て
解
釈
し

て
い
た
こ
と
の
影
響
で
あ
り
、
仮
名
草
子
等
多
く
の
翻
案
物
の
テ
ク
ス
ト
に
朝

鮮
の
典
籍
の
影
響
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
林
羅
山
や
山

崎
闇
斎
は
朝
鮮
朱
子
学
に
傾
倒
し
、
朝
鮮
朱
子
学
の
影
響
の
下
に
自
ら
の
儒
学

説
や
神
道
説
を
展
開
し
た
。
朝
鮮
侵
略
戦
争
に
お
け
る
敗
退
を
経
験
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
日
本
人
は
依
然
と
し
て
中
国
を
「
華
」
と
と
ら
え
る
華

夷
観
に
従
属
し
て
お
り
、
朝
鮮
に
対
す
る
親
和
性
を
喪
失
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
朝
鮮
を
「
夷
」
と
と
ら
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

当
時
の
日
本
人
に
は
朝
鮮
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
お
ぞ
ま
し
い
「
夷
」、

す
な
わ
ち
「
南
蛮
人
」
で
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
脅
威
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

江
戸
幕
府
は
き
び
し
い
切
支
丹
禁
制
を
実
施
す
る
が
、
幕
府
の
政
策
に
呼
応

し
て
多
く
の
「
排
耶
書
」
と
呼
ば
れ
る
反
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
が
生
み
出
さ
れ
た
。

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

六
〇



「
近
年
来
る
ば
れ
て
ん
共
、
更
に
天
道
の
恐
れ
も
な
く
、
私
に
天
地
の
作
者
を

作
立
、
神
社
仏
閣
を
滅
却
し
、
此
国
を
南
蛮
へ
取
べ
き
謀
を
以
て
、
様
々
虚
言

し
て
、
人
を
た
ぶ
ら
か
す
。

其
科
甚
重
ふ
し
て
、
天
罰
・
仏
罰
・
神
罰
・

人
罰
、
一
つ
と
し
て
免
れ
ず
。
皆
々
つ
る
し
殺
さ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
伴
天

連
や
南
蛮
人
こ
そ
「
皆
々
つ
る
し
殺
さ
る
」
べ
き
邪
悪
な
「
夷
」
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
十
七
世
紀
初
頭
の
華
夷
観
は
、
中
国
を
「
華
」
と
し
、
キ
リ

シ
タ
ン
を
「
夷
」
と
す
る
、
伝
統
的
華
夷
観
の
部
分
的
修
正
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
、
転
機
が
訪
れ
る
。
転
機
は
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
一
六
四
四
年
の
明
清
交
代
（「
華
夷
変
態
」）
で
あ

る
。「
華
」
と
し
て
屹
立
し
て
い
た
中
国
の
権
威
が
、
突
如
と
し
て
疑
わ
れ
る

事
態
が
発
生
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
本
草
学
研
究
の
進
展
に
伴
う
中
国
語
と
日

本
語
の
差
異
の
発
見
で
あ
る
。『
改
正
増
補

多
識
篇
』（
一
六
七
〇
年
刊
）
に

は
、
数
多
く
の
「
愚
按
ず
る
に
此
の
和
訓
誤
れ
り
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
中

国
語
と
日
本
語
の
間
に
は
ズ
レ
が
あ
る
た
め
、
両
者
は
完
全
に
は
一
体
化
し
え

な
い
対
象
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
始
め
た
。

こ
の
二
つ
の
出
来
事
を
契
機
と
し
て
、
十
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
従
来
の

華
夷
観
の
根
本
的
な
変
容

再
構
成
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え

ば
、
山
鹿
素
行
は
『
中
朝
事
実
』（
一
六
六
九
年
作
）
の
中
で
、「
本
朝
を
以
て

中
国
と
為
」
し
、「
朝
鮮
・
新
羅
・
百
済
は
皆
本
朝
の
藩
臣
」
と
位
置
づ
け
た
。

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

六
一

ま
た
荻
生
徂
徠
も
「
三
代
よ
り
し
て
後
は
、
中
華
と
雖
も
亦
た
戎
狄
之
れ
を
猾

る
。
古
の
中
華
に
非
ざ
る
也
。
故
に
徒
ら
に
古
の
中
華
の
名
を
慕
う
者
は
、
亦

た
非
也
」
と
い
い
、「
夷
こ
そ
中
華
世
界
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
世
界
で
あ
り
得

る
」
可
能
性
が
徐
々
に
開
示
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

知
識
人
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
華
夷
観
の
再
構
成
に
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、

庶
民
の
華
夷
観
に
も
大
き
な
変
動
が
起
き
つ
つ
あ
っ
た
。
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
は
、

朝
鮮
通
信
使
を
題
材
に
し
た
庶
民
絵
画
や
『
朝
鮮
人
来
朝
記
』
な
ど
の
木
版
絵

本
な
ど
を
丹
念
に
分
析
し
た
結
果
、
近
世
初
期
に
は
、
中
国
人
や
中
国
の
貿
易

品
・
舶
来
文
化
を
「
唐
人
」、
朝
鮮
を
「
高
麗
」「
朝
鮮
」「
韓
」、
沖
縄
を
「
琉

球
」「
中
山
」
と
そ
れ
ぞ
れ
別
々
な
名
称
で
認
識
し
て
い
た
が
、
元
禄
以
降
に

な
る
と
、
西
洋
人
を
含
む
す
べ
て
の
外
国
人
に
蔑
称
と
し
て
の
「
唐
人
」
を
適

用
し
、
一
般
化
し
て
考
え
る
傾
向
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
華
夷
観
の
変
動
時
期
に
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
国
性
爺
合
戦
』

（
一
七
一
五
年
作
）
は
著
さ
れ
た
。『
国
性
爺
合
戦
』
は
、
華
夷
観
変
動
期
の
ま

っ
た
だ
中
で
成
立
し
た
作
品
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
明
清
交
代
と
い
う
華
夷
観

形
成
に
直
結
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
重
要
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。「
華
」
と

し
て
の
中
国
の
権
威
が
疑
わ
れ
始
め
、
中
国
人
も
朝
鮮
人
も
琉
球
人
も
、
そ
し

て
西
洋
人
ま
で
も
す
べ
て
「
唐
人
」
と
し
て
一
元
的
に
呼
称
す
る
よ
う
な
時
代

の

囲
気
の
中
で
、『
国
性
爺
合
戦
』
は
華
夷
観
に
関
す
る
新
た
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
読
者
や
聴
衆
に
送
り
届
け
た
の
で
あ
る
。



三
、『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』

に
お
け
る
華
夷
観
の
変
容

『
国
性
爺
合
戦
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
の
遺
臣
鄭
芝
竜
が
日
本
に
亡
命

し
、
日
本
人
の
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
鄭
成
功
が
中
国
に
渡
り
、
明

国
の
将
軍
と
な
っ
て
清
と
戦
っ
た
と
い
う
史
実
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
作
品

で
あ
る
。
一
七
一
五
年
十
一
月
の
大
坂
竹
本
座
初
演
以
来
、
足
掛
け
三
年
越
し

の
大
当
た
り
を
取
り
、
十
八
世
紀
前
半
の
庶
民
の
華
夷
観
形
成
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
。

『
国
性
爺
合
戦
』
に
関
し
て
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
「
江
戸
の
心
性
史
」
を
扱
っ
た
三
橋
修
の
研
究
で
あ
る
。

三
橋
は
近
松
の
浄
瑠
璃
を
丹
念
に
分
析
し
、
世
話
物
、
と
く
に
心
中
物
で
女
性

に
向
け
ら
れ
て
い
た
「
畜
生
」
と
い
う
悪
態
語
が
、『
国
性
爺
合
戦
』
の
中
で

清

「
韃
靼
国
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
近

松
が
心
中
物
で
生
気
を
発
し
て
い
た
「
畜
生
」
と
い
う
言
葉
を
女
性
か
ら
国
家

（「
道
も
な
き
法
も
な
き
手
に
た
ら
ぬ
畜
生
国
」）
に
転
用
さ
せ
た
こ
と
は
、
韃

靼
国
将
軍
の
李
蹈
天
の
家
来
が
降
参
し
た
と
き
、「
我
が
家
来
に
な
る
か
ら
は

日
本
流
に
月
代
そ
っ
て
元
服
さ
せ
。
名
も
改
め
て
召
し
つ
か
は
ん
」
と
い
っ
て

彼
ら
の
名
前
を
「
ち
ゃ
ぐ
忠
左
衛
門
」「
か
ぼ
ち
ゃ
右
衛
門
」「
る
す
ん
兵
衛
」

な
ど
と
日
本
流
に
「
創
氏
改
名
」
さ
せ
た
こ
と
と
と
も
に
、
近
松
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
発
露
と
み
な
し
う
る
と
い
う
。

し
か
し
、『
国
性
爺
合
戦
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
三
橋
が
指
摘
し
た
よ
う

な
国
家
意
識
の
直
接
的
表
現
以
外
に
も
、
華
夷
観
に
関
す
る
重
要
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
華
」
と
し
て
屹
立
し

て
い
た
中
国
に
併
置
さ
れ
る
う
る
日
本
が
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
主
人
公
で
あ
る
鄭
成
功
の
名
前
が
、「
和
藤
内
」

「
和
で
も
唐
で
も

な
い
」
と
設
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
大
明
の
帝
の
御
妹
栴
檀
皇
女
」
に
つ

い
て
、「
唐
土
の
王
胤
の
浅
ま
し
き
御
姿
」
を
描
い
て
「
唐
土

も
ろ
こ
し
」

の
権
威
が
否
定
さ
れ
る
場
面
を
設
定
し
、「
唐
子
髷
に
は
。
薩
摩
櫛
。
島
田
髷

に
は
。
唐
櫛
と
。
大
和
も
ろ
こ
し
打
ち
ま
ぜ
て
」
と
い
う
描
写
か
ら
は
、「
大

和
」
と
「
も
ろ
こ
し
」
の
並
立

対
等
性
が
視
覚
的
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
謡
曲
「
白
楽
天
」
を
も
と
に
、
唐
土
の
白
楽
天
が
「
日

本
の
智
恵
を
は
か
ら
ん
と
」
日
本
に
や
っ
て
来
た
が
、
漁
翁
に
変
じ
た
住
吉
大

明
神
の
和
歌
に
返
答
が
で
き
ず
退
散
し
た
と
い
う
逸
話
を
挿
入
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
日
本
人
の
智
恵
が
も
ろ
こ
し
に
勝
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
て

い
る
。

こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
演
出
の
積
み
重
ね
の
上
に
、『
国
性
爺
合
戦
』
は
読

者
や
観
客
に
〈
日
中
関
係
に
お
け
る
力
の
均
衡

と
い
う
華
夷
観
に
関
す
る
重

要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
届
け
る
の
で
あ
る
。
日
本
は
、
神
功
皇
后
の
三
韓
征

伐
や
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
な
ど
、
朝
鮮
に
対
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
歴
史
を

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

六
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持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
国
に
対
し
て
は
、「
日
本
そ
だ
ち
の
国
性
爺
」
が
、

「
大
明
の
味
方
と
成
り
只
今
軍
真
最
中
」
と
い
う
活
劇
を
演
じ
る
こ
と
な
ど
、

従
来
の
世
界
観
や
歴
史
観
か
ら
は
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
和
藤
内
は
、
滅
び
行
く
明

中
国
と
い
う
主
人
に
最
後
ま
で
忠
節
を
尽

く
す
日
本
人
の
雄
姿
を
表
象
す
る
と
と
も
に
、
今
や
中
国
を
救
援
す
る
に
足
る

ほ
ど
偉
大
な
存
在
に
な
っ
た
日
本
を
観
客
に
開
示
す
る
。
和
藤
内
と
は
、
日
中

間
の
力
関
係
を
「
主
従
」
か
ら
「
並
立

均
衡
」
へ
と
転
換
さ
せ
る
象
徴
的
人

物
で
あ
っ
た
。

『
国
性
爺
合
戦
』
の
上
演
か
ら
七
〇
年
後
の
寛
政
六
年
（
一
七
八
四
）。
蜀
山

人
、
四
方
赤
良
、
寝
惚
先
生
と
し
て
知
ら
れ
た
大
田
南
畝
は
、『
国
性
爺
合

戦
』
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
を
著
し
た
。
主
人

公
の
塩
秀
才
は
「
唐
土
潯
陽
の
江
の
河
岸
」
で
塩
屋
の
子
ど
も
に
生
ま
れ
た
中

国
人
で
あ
っ
た
が
、
成
長
の
過
程
で
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
日
本
の
文
物
に
憧
れ

て
い
く
。
た
と
え
ば
、
文
字
は
「
姫
氏
国
（

日
本
）
の
東
海
先
生
の
和
様
」

を
習
い
、
習
字
に
関
す
る
文
物
は
「
残
ら
ず
和
物
に
」
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、

絵
を
見
れ
ば
「
唐
絵
と
違
つ
て
、
又
、
和
絵
は
格
別
な
物
」
と
大
和
絵
を
称
賛

し
、
詩
に
つ
い
て
も
「
と
か
く
唐
人
は
、
夜
が
明
け
た
ら
、
詩
を
作
ろ
う

と
て
、
詩
ば
か
り
作
っ
て
も
、
詩
人
は
居
な
が
ら
名
所
も
知
ら
ず
、
何
の
役
に

も
立
た
ぬ
も
の
」
と
中
国
の
詩
人
を
揶
揄
し
、
そ
の
代
わ
り
に
「
大
和
歌
を
詠

み
て
み
ん
」
と
い
っ
て
、
塩
秀
才
に
和
歌
を
学
ば
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
遊
女

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ
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狂
い
の
せ
い
で
日
本
に
逃
げ
延
び
て
行
く
と
、「
白
楽
天
」
の
よ
う
に
追
い
返

さ
れ
そ
う
に
な
る
が
、「
日
頃
、
日
本
の
事
を
慕
い
て
、
諸
事
日
本
風
」
で
あ

っ
た
た
め
に
、
塩
秀
才
は
日
本
へ
の
逗
留
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
南
畝
は
作

品
の
最
後
で
、
次
の
よ
う
に
、「
唐
人
」
を
文
字
通
り
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
言

葉
を
し
ゃ
べ
る
存
在
と
し
て
描
い
て
い
る
。

日
本
な
れ
ば
、「
相
に
相
生
の
松
こ
そ
」
と
歌
ふ
場
な
れ
ど
、
唐
人
な
れ

ば
、「
し
し
き
が
ん
か
う
が
か
い
れ
い
に
う
き
う
」
と
い
ふ
。

『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
が
繰
り
返
し
記
述
す
る
テ
ー
マ
は
、
日
本
趣

味
（「
日
本
風
」）
に
盲
目
的
に
憧
れ
る
中
国
人
を
登
場
さ
せ
、
徹
底
的
に
中
国

を
揶
揄
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
自
惚
れ
や
高
慢
を
意
味
し
た
「
塩
屋
」

の
息
子
と
し
て
塩
秀
才
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
象
徴
的
で
あ
る
。
塩
秀
才
に

は
和
藤
内
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
武
勇
や
忠
節
は
全
く
感
じ
ら
れ
ず
、
ひ
た
す
ら

無
能
な
人
物
（「
浮
気
な
唐
人
ど
も
」）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

「
華
」
と
し
て
の
中
国
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
、
中
国
に
優
越
す

る
「
日
本
」
が
繰
り
返
し
表
象
さ
れ
て
い
る
。
中
国
は
も
は
や
ひ
た
す
ら
揶
揄

さ
れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
と
い
う
タ
イ

ト
ル
自
体
、「
中
国
も
か
た
な
し
」（「
漢
国
無
体
」）
の
「
最
高
だ
」「
大
い
に

い
か
す
」（「
此
奴
和
日
本
」

当
時
の
流
行
語
）「
日
本
」
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
り
、
華
夷
観
に
お
け
る
中
国
と
日
本
の
逆
転
現
象
を
象
徴
す
る
言
説
で
あ

っ
た
。



『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
に
至
る
七
〇
年
間
は
、

十
八
世
紀
に
お
け
る
日
本
人
の
華
夷
観
が
大
き
な
変
動
を
受
け
た
時
期
に
相
当

し
て
い
る
。『
国
性
爺
合
戦
』
の
段
階
で
は
「
華
」
で
あ
る
中
国
と
「
夷
」
で

あ
る
日
本
の
対
等
性
が
し
き
り
に
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、『
漢
国
無
体

此
奴

和
日
本
』
の
段
階
に
な
る
と
、
日
本
こ
そ
が
「
華
」
で
あ
り
、
中
国
は
も
は
や

取
る
に
足
り
な
い
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
十
七
世
紀
前
半
ま
で
伝
統
的
に
保
持
さ
れ
て
い
た
中
国
中
心
の
華
夷
観
は
、

十
八
世
紀
後
半
に
至
っ
て
つ
い
に
日
中
を
逆
転
さ
せ
た
華
夷
観
へ
と
変
貌
し
、

伝
統
的
華
夷
観
の
根
本
的
変
革

逆
転
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
、「
皇
国
」「
支

」「
毛
唐
人
」

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
に
見
ら
れ
る
華
夷
感

の
変
容
は
、
十
八
世
紀
の
言
説
空
間
に
共
通
す
る
広
汎
な
現
象
の
一
例
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
視
点
を
当
時
の
言
説
空
間
全
体
に
拡
大
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
華

夷
観
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
新
た
な
言
説
が
誕
生
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
。

『
国
性
爺
合
戦
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
寺
島
良
安
の
『
和
漢
三
才
図
会
』

（
一
七
一
二
年
の
自
序
を
持
つ
）
巻
第
一
に
は
、「
天
部
」

宇
宙
に
関
す
る
記

述
が
あ
る
。
た
と
え
ば
星
に
つ
い
て
、「
そ
も
そ
も
星
が
人
と
な
っ
た
の
か
、

人
が
星
と
な
っ
た
の
か
。
万
国
で
天
は
同
一
で
あ
る
。
ど
う
し
て
星
が
中
華
一

国
に
だ
け
関
わ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
星
に
関
す

る
中
国
の
権
威
が
当
然
の
ご
と
く
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
は
、「
天
児
屋
根
命
の
苗
裔
は
神
代
以
来
易
わ
る
こ
と
な
く

代
々
天
皇
の
補
佐
を
務
め
て
き
て
お
り
、
中
華
で
も
こ
の
事
実
を
称
賛
し
て
い

る
」
と
い
う
よ
う
に
、
中
国
の
承
認
を
依
然
と
し
て
必
要
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
西
川
如
見
の
『
町
人
嚢
』（
一
七
一
九
年
刊
）
に
な
る
と
、
中

国
の
相
対
化
は
さ
ら
に
進
み
、「
此
国
に
む
ま
れ
と
む
ま
れ
た
る
人
、
な
ど
か

は
此
や
ま
と
姿
を
に
く
み
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
を
い
と
ひ
て
、
ひ
と
へ
に
も
ろ
こ
し

姿
を
よ
し
と
い
は
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
（「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」）
を
嫌
悪

し
、
中
国
（「
も
ろ
こ
し
姿
」）
偏
重
に
陥
る
風
潮
が
批
判
さ
れ
始
め
た
。
そ
し

て
、「
す
べ
て
唐
土
よ
り
伝
へ
た
る
わ
ざ
も
、
此
国
に
て
は
お
の
づ
か
ら
此
国

の
気
風
に
変
化
す
る
が
ゆ
へ
に
、

此
国
に
て
は
此
国
の
す
が
た
を
貴
ぶ
べ

し
」
と
い
う
よ
う
に
、
た
と
え
中
国
か
ら
伝
来
し
た
文
化
（「
唐
土
よ
り
伝
へ

た
る
わ
ざ
」）
と
い
え
ど
も
、
日
本
で
は
日
本
の
方
式
（「
此
国
の
す
が
た
」）

を
尊
重
し
て
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
登
場
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
独
自
性
を
強
調
す
る
如
見
が
描
い
た
自
己
像
と
は
、
次
の

よ
う
な
「
世
界
第
一
」
を
自
認
す
る
日
本
で
あ
っ
た
。

日
本
は
武
勇
を
本
と
し
文
筆
を
末
と
し
て
、
百
世
不
易
の
要
害
の
国
、
世

界
第
一
な
り
。
人
情
気
風
文
筆
器
財
に
至
る
迄
万
国
に
類
ひ
な
く
別
に
一

風
の
姿
あ
り
て
、
芸
能
細
工
の
た
ぐ
ひ
も
み
な
其
好
む
処
清
潔
に
淡
薄
を

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ
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よ
し
と
す
。
お
も
く
し
つ
こ
き
は
も
ろ
こ
し
姿
な
り
と
い
や
し
む
。
是
此

水
土
の
神
風
な
り
。
し
か
る
に
末
代
儒
仏
の
書
多
く
な
り
、
唐
土
天
竺
の

学
を
翫
ぶ
人
多
く
な
り
て
、
い
つ
と
な
く
異
国
の
気
に
う
つ
り
て
異
国
の

風
体
を
好
み
、
此
国
の
風
儀
を
い
や
し
め
、
是
を
俗
と
し
異
国
の
姿
を
真

と
し
て
、
万
民
華
麗
を
悦
び
質
素
を
悪
み
、
常
の
風
を
賞
せ
ず
し
て
珍
く

奇
成
を
貴
べ
る
世
と
な
れ
り
。
今
の
ご
と
く
に
し
て
百
歳
を
も
過
し
な
ば
、

後
は
み
な
異
国
の
風
体
に
変
化
し
て
、
や
ま
と
だ
ま
し
ゐ
を
ば
失
ひ
て
ん

や
と
お
そ
れ
い
ぶ
か
る
人
も
多
か
り
。

日
本
は
、「
百
世
不
易
の
要
害
の
国
」「
世
界
第
一
」
の
国
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
近
年
儒
教
や
仏
教
を
学
ん
だ
こ
と
か
ら
「
異
国
の
風
体
」
ば
か
り
を

尊
重
し
て
日
本
独
自
の
風
儀
を
喪
失
し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
調
子
で
あ
と
百
年
も

す
れ
ば
「
や
ま
と
だ
ま
し
ゐ
」
を
喪
失
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
危
惧
さ
れ
て
い

る
。『

国
性
爺
合
戦
』
に
表
出
さ
れ
た
華
夷
観
再
構
成
に
対
す
る
激
し
い
情
熱
は
、

当
時
の
日
本
人
に
激
し
い
中
国
の
相
対
化
を
う
な
が
し
、「
や
ま
と
姿
」「
や
ま

と
ご
ゝ
ろ
」「
や
ま
と
だ
ま
し
ゐ
」
と
い
う
日
本
に
対
す
る
強
烈
な
自
覚
を
呼

び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
華
夷
観
の
変
動
を
さ
ら
に
加
速
化
さ
せ
た
の
が
、
賀
茂
真
淵
や
本

居
宣
長
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
「
国
学
」
の
登
場
で
あ
っ
た
。
渡
辺
浩
は
、

そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
本
朝
」「
国
朝
」「
吾
国
」「
本

」「
和
国
」

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ
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「
日
本
」
等
に
代
わ
っ
て
、
意
識
的
に
「
皇
国
」
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
賀
茂

真
淵
を
嚆
矢
と
し
、
遅
く
と
も
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
は
「
皇
御
国
廼
上

代
乃
道
」
と
い
う
句
を
含
む
誓
詞
を
本
居
宣
長
な
ど
の
入
門
者
に
提
出
さ
せ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
国
学
の
誕
生
と
「
皇
国
」
と
い
う
言
説
の
成
立
が

密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

真
淵
は
、
中
国
風
を
嫌
悪
し
、
漢
字
（「
か
ら
の
文
」）
が
渡
来
す
る
以
前
の

古
代
日
本
語
（「
い
に
し
へ
の
ふ
み
」）
や
和
歌
（「
い
に
し
へ
の
う
た
」）、
そ

し
て
古
代
日
本
人
の
精
神
（「
い
に
し
へ
人
の
こ
ゝ
ろ
」「
や
ま
と
魂
」）
の
復

活
を
提
唱
し
た
。
そ
し
て
『
古
事
記
』
を
「
専
ら
す
め
ら
御
国
の
こ
と
ば
に
て
、

し
か
も
あ
や
に
か
き
た
る
文
」
で
あ
る
と
と
ら
え
た
。

真
淵
の
こ
の
復
古
主
義
を
継
承
し
た
の
が
、
本
居
宣
長
で
あ
る
。
宣
長
も
、

真
淵
同
様
に
日
本
を
「
皇
国
」
と
と
ら
え
、「
皇
国
は
、
万
国
に
す
ぐ
れ
て
、

古
の
伝
へ
も
又
正
し
く
、
そ
の
道
は
、
殊
に
万
国
を
御
照
し
坐
大
御
神
の
道
な

る
物
を
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
称
賛
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
そ
し
て
宣
長

は
、
皇
国
・
漢
国
・
異
国
を
次
の
よ
う
に
分
節
化
す
る
の
で
あ
る
。

漢
国
こ
そ
、
皇
国
よ
り
見
れ
ば
、
貴
賤
の
す
ぢ
も
別
た
ず
、
君
臣
の
道
も

た
ゝ
ざ
れ
ば
、
鳥
獣
に
は
近
け
れ
、
皇
国
は
か
た
じ
け
な
く
も
、
天
照
大

御
神
の
御
国
と
し
て
、
天
皇
は
即
大
御
神
の
御
子
に
ま
し
ま
せ
ば
、
下
が

下
ま
で
人
草
の
心
も
何
も
、
万
国
に
勝
れ
て
、
も
と
よ
り
君
臣
父
子
そ
の

餘
の
道
も
、
お
の
づ
か
ら
備
り
た
る
故
に
、
殊
さ
ら
に
こ
れ
を
い
ひ
た
て



て
、
教
へ
さ
と
す
に
も
及
ば
ざ
り
し
程
の
事
な
る
に
、
い
か
で
か
外
国
聖

人
の
道
を
し
も
待
こ
と
あ
ら
ん
、
異
国
は
大
御
神
の
御
国
に
あ
ら
ざ
る
が

故
に
、
悪
神
と
こ
ろ
を
え
て
、
万
の
事
あ
し
く
、
国
も
人
も
治
ま
り
が
た

き
故
に
こ
そ
、
さ
ま
の
名
を
設
け
て
、
教
へ
さ
と
せ
る
な
れ

「
万
国
に
勝
れ
」
た
「
皇
国
」
に
対
し
、「
漢
国
」
は
「
鳥
獣
に
近
」
い
国
で

あ
り
、「
異
国
」
は
「
万
の
事
あ
し
」
き
国
と
規
定
さ
れ
る
ま
で
に
、
自
国
の

称
賛
と
他
国
の
蔑
視
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
十
八
世
紀
後
半
に
国
学
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
始
め
た
「
皇
国
」

と
い
う
言
説
は
、
し
だ
い
に
庶
民
の
華
夷
観
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。
そ
し

て
、「
皇
国
」
の
登
場
に
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
新
た
な
二
つ
の
言

説
が
こ
の
時
期
に
誕
生
し
て
い
る
。
一
つ
が
、
中
国
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
の

「
支

」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
、
他
者
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
の
「
毛
唐

人
」
で
あ
る
。
中
国
の
呼
称
が
そ
れ
ま
で
の
「
中
華
」
か
ら
「
支

」
へ
と
変

貌
し
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。「
支

」
と
い
う

言
葉
に
は
も
は
や
「
華
」
と
し
て
の
権
威
は
ど
こ
に
も
具
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

同
様
に
、
外
国
人
の
呼
称
が
「
唐
人
」
か
ら
「
毛
唐
人
」
へ
と
変
貌
し
た
こ
と

は
、
外
国
人

他
者
に
対
す
る
蔑
視
観
が
よ
り
一
層
強
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

華
夷
観
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
一
連
の
新
た
な
言
説
の
展
開
は
、
た
と
え
ば
為

永
春
水
作
『
春
色
恋
白
波
』（
一
八
三
九

四
一
年
刊
）
の
中
に
集
約
的
に
刻

印
さ
れ
て
い
る
。

今
猶
日
本
の
人
び
と
が
、
松
浦
の
一
族
の
勇
に
な
ら
ひ
て
必
死
の
戦
ひ
を

な
す
も
の
な
ら
ば
、
異
国
の
夷
賊
等
が
鉾
先
に
あ
へ
な
く
も
崩
さ
れ
ん
や
。

我
一
人
な
り
と
も
死
を
き
は
め
、
せ
め
て
は
毛
唐
人
ど
も
に
目
を
覚
ま
さ

せ
、
皇
国
の
武
備
の
一
助
と
な
さ
ん
。

『
春
色
恋
白
波
』
は
、
日
本
が
「
皇
国
」
と
し
て
意
識
化
さ
れ
た
時
、
そ
こ

に
「
異
国
の
夷
賊
」
や
「
毛
唐
人
」
が
同
時
に
意
識
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
中
国
中
心
の
華
夷
観
は
こ
こ
で
は
完
全
に
逆
転

し
て
お
り
、
日
本

「
皇
国
」
こ
そ
が
「
華
」
で
あ
り
、
中
国
や
朝
鮮
や
西
洋

な
ど
は
す
べ
て
「
毛
唐
人
」
の
住
む
「
異
国
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
ま
で
に
変

容
し
た
の
で
あ
っ
た
。

五
、「
尊
皇
攘
夷
」
論
成
立
の
背
景

塚
本
学
は
、
尊
王
攘
夷
論
が
成
立
す
る
に
は
、
そ
れ
に
先
行
し
て
「
中
華
世

界
外
の
夷
こ
そ
中
華
世
界
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
世
界
で
あ
り
得
る
と
い
う
感
覚
」、

あ
る
い
は
「
日
本
を
劣
位
に
お
く
華
夷
意
識
か
ら
の
脱
却
」
が
必
要
だ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
中

国
中
心
の
華
夷
観
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
完
全
に
日
本
を
中
心
と
す
る
華
夷

観
に
再
構
成
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
こ
の
華
夷
観
の
変
容
が
、
ど
の
よ
う
に
し

て
政
治
思
想
で
あ
る
尊
王
攘
夷
論
の
成
立
と
結
び
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

六
六



周
知
の
よ
う
に
、「
尊
王
攘
夷
」
は
後
期
水
戸
学
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
た
政

治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
水
戸
藩
主
で
あ
っ
た
徳
川
斉
昭
が
『
弘
道
館

記
』（
一
八
三
八
年
成
立
）
の
中
で
「
我
が
東
照
宮
、
撥
乱
反
正
、
尊
王
攘
夷
、

允
に
武
、
允
に
文
、
以
て
太
平
の
基
を
開
き
た
ま
ふ
」
と
述
べ
た
の
が
、
そ

の
初
出
と
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
家
で
あ
る
「
王
室
」
を
尊
び
、
外
国
人
で
あ
る

「
夷
狄
」
を
攘
お
う
と
い
う
こ
の
排
外
思
想
の
成
立
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
新
た
な
自
己
像
と
他
者
像
の
形
成
、
す
な
わ
ち
新
た
な
華
夷
観
の
成
立
が
深

く
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
弘
道
館
記
』
を
解
説
し
た
藤
田
東
湖
は
、『
弘
道
館
記
述
義
』（
一
八
四
六

年
作
）
の
中
で
「
尊
王
攘
夷
は
、
実
に
志
士
・
仁
人
の
、
尽
忠
・
報
国
の
大
義

な
り
」
と
述
べ
、
尊
王
攘
夷
論
を
遵
守
す
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
東
湖

は
日
本
を
「
中
国
」、
外
国
を
「
四
夷
百
蛮
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

水
戸
学
の
尊
王
攘
夷
論
の
背
景
に
、「
華
」

「
中
国
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た

日
本
と
、「
四
夷
百
蛮
」
と
し
て
一
元
的
に
認
識
さ
れ
た
「
夷
」
か
ら
構
成
さ

れ
た
新
た
な
華
夷
観
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
水
戸
学
の
尊
王
攘
夷
論
は
あ
く
ま
で

「
尊
王
」
で
あ
り
、「
尊
皇
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
見
小
さ

な
問
題
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
水
戸
学
で
は
慎
重
に
「
尊
皇
」
と
い
う
用
語
の

使
用
は
避
け
ら
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
水
戸
学
で
は
「
皇
国
」
を
多
用
す
る

本
居
宣
長
ら
の
国
学
（「
古
学
」）
を
嫌
悪
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
東
湖
は
、

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

六
七

「
蓋
し
古
学
者
流
は
、
徒
ら
に
俗
儒
曲
学
の
説
を
認
め
て
、
以
て
聖
賢
の
道
と

な
せ
ば
、
す
な
は
ち
そ
の
意
も
ま
た
恕
す
べ
き
も
の
あ
り
。
し
か
る
に
俗
儒
曲

学
を
罵
り
て
併
せ
て
周
孔
の
教
を
廃
す
る
は
、
こ
れ
噎
に
懲
り
て
食
を
廃
す
る

な
り
。
豈
に
謬
ら
ず
や
」
と
述
べ
て
、「
古
学
者
」

国
学
者
が
儒
教
を
廃
除

し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
「
謬
」
と
し
て
強
く
非
難
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
水
戸

学
が
儒
教
を
信
奉
す
る
学
問
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、「
尊
王
攘
夷
」
と
い

う
言
葉
自
体
、『
論
語
』
憲
問
篇
の
「
周
室
を
尊
び
夷
狄
を
攘
ふ
は
、
皆
天
下

を
正
す
所
以
な
り
」
と
い
う
朱
注
に
忠
実
に
従
い
、
周
室
を
天
皇
家
を
示
す

「
王
室
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
概
念
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

尊
王
と
尊
皇
は
発
音
が
同
じ
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
両
者
を
併
記
し
て
説
明

す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
、
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ

て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
水
戸
学
で
は
、
幕
末
の
桜
田

門
外
の
変
後
に
書
か
れ
た
「
水
戸
斬
奸
状
」（
一
八
六
〇
年
）
や
「
斬
奸
趣
意

書
」（
一
八
六
二
年
）
に
お
い
て
も
「
尊
王
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て

「
尊
皇
」
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両
者
の
混
同
が
起
き
る
の
は
、

水
戸
学
と
国
学
の
両
方
に
理
解
を
示
し
た
吉
田
松
陰
の
登
場
以
降
で
あ
る
。

松
陰
は
、
会
沢
正
志
斎
と
親
交
を
深
め
る
な
ど
水
戸
学
か
ら
大
き
な
影
響
を

受
け
た
。
主
著
と
さ
れ
る
『
講
孟
余
話
』（
一
八
五
八
年
成
立
）
の
中
で
、
松

陰
は
「
聖
人
の
学
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

先
一
心
を
正
し
、
人
倫
の
重
き
を
思
ひ
、
皇
国
の
尊
き
を
思
ひ
、
夷
狄
の



禍
を
思
ひ
、
事
に
就
き
類
に
触
れ
相
共
に
切
磋
講
究
し
、
死
に
至
る
迄
他

念
な
く
、
片
言
雙
語
も
是
を
離
る
ゝ
こ
と
な
く
ん
ば
、
縱
令
幽
囚
に
死
す

と
雖
も
、
天
下
後
世
必
ず
吾
志
を
継
ぎ
成
す
者
あ
ら
ん
。
是
聖
人
の
志
と

学
と
な
り
。

「
聖
人
の
学
」
が
講
究
す
べ
き
こ
と
は
、「
人
倫
」
で
あ
り
、「
皇
国
」
で
あ

り
、「
夷
狄
の
禍
」
で
あ
る
と
い
う
。「
皇
国
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
賀

茂
真
淵
に
始
ま
る
国
学
が
提
唱
し
始
め
た
国
学
的
言
説
で
あ
っ
た
。
水
戸
学
の

摂
取
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
学
を
自
由
に
渉
猟
し
な
が
ら
独
自
の
思
想
を
形
成
し

た
松
陰
に
し
て
初
め
て
、「
朱
子
学
ぢ
や
陽
明
学
ぢ
や
の
と
一
偏
の
事
に
て
は

何
の
役
に
も
立
ち
申
さ
ず
、
尊
王
攘
夷
の
四
字
を
眼
目
と
し
て
、
何
人
の
書
に

て
も
何
人
の
学
に
て
も
其
の
長
ず
る
所
を
取
る
様
に
す
べ
し
。
本
居
学
と
水
戸

学
と
は
頗
る
不
同
あ
れ
ど
も
、
尊
攘
の
二
字
は
い
づ
れ
も
同
じ
」
と
言
え
た
の

で
あ
り
、
そ
の
松
陰
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
某
尊
皇
攘
夷
の
事
に
痛
く
憤
慨
仕

り
候
は
由
来
久
敷
き
事
に
て
一
朝
一
夕
の
儀
に
は
之
れ
な
く
候
」
と
い
う
よ
う

に
、
水
戸
学
と
国
学
を
折
衷
さ
せ
た
「
尊
皇
攘
夷
」
と
い
う
新
た
な
言
説
を
作

り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

松
陰
に
と
っ
て
、「
皇
国
ノ
皇
国
タ
ル
所
以
、
人
倫
ノ
人
倫
タ
ル
所
以
、
夷

狄
ノ
悪
ム
ベ
キ
所
以
ヲ
日
夜
声
高
ニ
称
説
」
す
る
こ
と
こ
そ
火
急
の
任
務
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
皇
国
」
と
「
夷
狄
」
が
い
か
に
松
陰
の
念
頭
を

離
れ
な
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
自
己
を
「
皇
国
」
と
位
置
づ
け
、
他
者

を
「
支

」「
夷
人
」「
夷
狄
禽
獣
」
と
認
識
し
た
こ
と
と
、
尊
王
攘
夷
を
「
尊

皇
」
攘
夷
と
読
み
替
え
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
同
一
の
華
夷
観
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
江
戸
時
代
の
華
夷
観
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
華
夷
観
の

完
全
な
逆
転
と
、
自
己
像
と
他
者
像
の
「
皇
国
」「
夷
狄
」
へ
の
一
元
的
形
象

化
の
中
で
、「
尊
皇
攘
夷
」
思
想
を
形
成
し
、
幕
末
に
お
け
る
急
進
的
な
排
外

運
動
を
展
開
す
る
原
動
力
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

六
、
結
語

十
七
世
紀
前
半
か
ら
十
八
世
紀
後
半
に
至
る
一
五
〇
年
以
上
に
も
及
ぶ
長
い

期
間
の
中
で
、
華
夷
観
の
変
容
に
は
二
つ
の
大
き
な
転
期
が
あ
っ
た
。
一
つ
は

十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
〈
対
等
な
日
本
と
中
国

を
表
象
し
た
時
期
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
〈
中
国
に
優
越
す
る
日
本

を
表
象
し

た
時
期
で
あ
る
。
後
者
は
、
伝
統
的
華
夷
観
を
根
底
か
ら
逆
転
さ
せ
る
も
の
で

あ
り
、『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ
の
移
行
は
、

ま
さ
に
こ
の
華
夷
観
の
逆
転
現
象
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
華
夷
観
の
変
容
を
検
証
す
る

こ
と
は
、
同
時
代
の
日
本
人
の
世
界
観
に
関
す
る
欲
望
を
検
証
す
る
こ
と
で
も

あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
十
七
世
紀
初
頭
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
お
び
え
て
い
た
日

本
人
の
心
性
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
「
世
界
第
一
」
を
自
認
す
る
ほ
ど
に
自
尊

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

六
八



心
を
深
め
、「
夷
人
」

「
異
人
」
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
克
服
し
た
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
現
実
と
乖
離
し
歪
曲
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
集
積
は
、
一

八
五
三
年
に
ペ
リ
ー
が
黒
船
で
浦
賀
に
入
港
す
る
と
い
う
大
事
件
に
よ
り
、
根

底
か
ら
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
皇
国
」「
支

」「
毛
唐
人
」
と
い
う
新

た
な
言
説
の
登
場
は
、
ま
さ
に
不
安
と
大
混
乱
に
包
ま
れ
た
当
時
の
日
本
人
の

心
性
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
吉
田
松
陰
の

「
尊
皇
攘
夷
」
論
が
誕
生
し
、
現
実
の
行
動
と
し
て
の
尊
皇
攘
夷
（
尊
王
攘

夷
）
運
動
の
大
き
な
う
ね
り
を
生
み
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
華
夷
観
の
変
容
は
、
新
た
に
誕
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
言

説
を
包
摂
し
な
が
ら
、
長
い
時
間
を
か
け
て
「
尊
皇
攘
夷
」
論
に
集
約
さ
れ
、

近
代
日
本
の
世
界
観
に
継
承
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
近

松
が
作
り
出
し
た
「
道
も
な
き
法
も
な
き
手
に
た
ら
ぬ
畜
生
国
」
と
い
う
他
者

像
が
、
近
代
日
本
の
他
者
認
識
に
継
承
さ
れ
、
ア
ジ
ア
侵
略
に
利
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
『
岩
波

哲
学
・
思
想
事
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）
二
〇
一
頁
。

河
宇
鳳
『
朝
鮮
実
学
社
の
見
た
近
世
日
本
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
）
三
五

七

三
六
〇
頁
。

す
で
に
中
世
か
ら
中
国
中
心
の
華
夷
観
か
ら
の
離
脱
は
試
み
ら
れ
て
お
り
、
十
四

世
紀
に
書
か
れ
た
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
の
よ
う
に
、
日
本
を
「
神
国
」
あ

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

六
九

る
い
は
三
千
世
界
の
中
央
に
位
置
す
る
国
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
村
井
章
介
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』（
校
倉
書
房
、
一
九

八
八
）
三
四

三
七
頁
、「
三
国
史
観
と
神
国
思
想
」
を
参
照
の
こ
と
。

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
）
五
七

六
〇
頁
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
思
想
や
イ
メ
ー
ジ
の
領
域
に
属
す

る
日
本
型
華
夷
「
意
識
」
で
あ
り
、
国
際
関
係
に
お
け
る
外
交
的
秩
序
を
示
す
日
本

型
華
夷
「
秩
序
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
華
夷
観
は
前
近
代
の

東
ア
ジ
ア
諸
国
す
べ
て
が
保
持
し
て
い
た
観
念
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
わ
ざ

わ
ざ
「
日
本
型
」
と
限
定
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿

で
は
単
純
に
「
華
夷
観
」
と
だ
け
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。

近
世
前
期

中
期
に
か
け
て
の
華
夷
観
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
十
八
世
紀

日
本
人
の
朝
鮮
観
」（『
環

年
秋
』
藤
原
書
店
、
二
〇
四

二
一
五

頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
は
、
そ
の
姉
妹
編
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

『
朝
鮮
実
学
者
の
見
た
近
世
日
本
』
三
二
頁
。

同
、
三
七
頁
。

新
日
本
古
典
文
学
体
系
『
太
閤
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
三
四
八
頁
。

同
、
四
三
七
頁
。

同
、
四
四
九
頁
。

同
、
四
五
〇
頁
。

同
、
四
四
七
頁
。

『
中
村
幸
彦
著
作
集

第
五
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
）
一
〇
一

一
一
〇

頁
。『

環

年
秋
』
二
〇
六

〇
七
頁
。

日
本
思
想
大
系
『
キ
リ
シ
タ
ン
書

排
耶
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
四
五

六

四
五
七
頁
。

川
勝
守
『
日
本
近
世
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）
一
八
七



頁
。拙

稿
「
本
草
学
受
容
に
お
け
る
漢
字
と
和
訓
の
問
題
」（『
島
根
県
立
国
際
短
期
大

学
紀
要

第
一
号
』
一
九
九
四
）
を
参
照
の
こ
と
。

『
山
鹿
素
行
全
集

第
十
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
）
一
八
頁
。

同
、
二
二
頁
。

吉
川
幸
次
郎
『
仁
斎
・
徂
徠
・
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）
二
三
八

三

九
頁
。

塚
本
学
『
近
世
再
考

地
方
の
視
点
か
ら
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版

部
、
一
九
八
六
）
七
七
頁
。

ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
「
近
世
日
本
の
庶
民
文
化
に
現
れ
る
朝
鮮
通
信
使
像
」（『
季
刊

韓

号
』
韓
国
研
究
院
、
一
九
八
八
）
一
二
八
頁
。

三
橋
修
『〈
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ

考

江
戸
の
心
性
史
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク

ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
二
）
一
六

三
〇
頁
。

日
本
文
学
大
系
『
近
松
浄
瑠
璃
集

下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
）
二
三
一
頁
。

同
、
二
五
五
頁
。

三
橋
は
、『
国
性
爺
合
戦
』
に
見
ら
れ
る
「
創
氏
改
名
」
や
「
畜
生
」
の
使
い
方

に
、
近
松
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
出
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
書
二
八
頁
、
お
よ
び

三
〇
頁
。

『
近
松
浄
瑠
璃
集

下
』
二
四
七
頁
。

同
、
二
七
四
頁
。

同
、
二
七
七
頁
。

同
、
二
七
九
頁
。

同
、
二
七
八
頁
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
草
双
紙
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
二
一
三
頁
。

同
、
二
一
四
頁
。

同
前
。

同
、
二
一
五
頁
。

同
前
。

同
、
二
一
六
頁
。

同
、
二
二
三
頁
。

同
、
二
二
六
頁
。

同
、
二
一
三
頁
。

同
、
二
一
九
頁
。

同
、
二
一
二
頁
の
解
説
を
参
照
の
こ
と
。

東
洋
文
庫
『
和
漢
三
才
図
会
１
』（
平
凡
社
、
一
九
八
五
）
五
二
頁
。

東
洋
文
庫
『
和
漢
三
才
図
会
２
』（
平
凡
社
、
一
九
八
五
）
一
四
頁
。

岩
波
文
庫
『
町
人
嚢
・
百
姓
嚢
・
長
崎
夜
話
草
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
）
一

〇
五
頁
。

同
、
一
三
七
頁
。

同
、
一
四
一

四
二
頁
。

渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
）
一
四

九
頁
。

日
本
思
想
大
系
『
近
世
神
道
論

前
期
国
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
）「
文
意

考
」
三
四
一
頁
。

同
、
三
四
三
頁
。

同
、「
歌
意
考
」
三
五
一
頁
。

同
、
三
五
三
頁
。

同
前
。

同
、「
書
意
」
四
四
七
頁
。

『
本
居
宣
長
全
集

第
八
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
）「
く
ず
花
」
一
三
二
頁
。

同
、
一
三
六
頁
。

同
、
荒
野
泰
典
「
近
世
の
対
外
観
」（『
岩
波
講
座

日
本
通
史

第

巻
近
世

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

七
〇



３
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
二
三
五

四
〇
頁
。

ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
「「
毛
唐
人
」
の
登
場
を
め
ぐ
っ
て

｜
近
世
日
本
の
対
外
認

識
・
他
者
観
の
一
側
面
｜
」（『
境
界
の
日
本
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
）
二
八

二

八
四
頁
。

『
春
色
恋
白
波
』（
古
典
文
庫
、
一
九
六
七
）
一
三
頁
。

ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
は
、
中
国
人
や
朝
鮮
人
、
琉
球
人
が
極
端
に
毛
深
い
「
毛
唐

人
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
礼
を
紹
介
し
て
い
る
。『
境
界
の
日
本
史
』
二
八
二

八
四
頁
。

『
近
世
再
考

地
方
の
視
点
か
ら
』
七
七
頁
。

同
、
八
一
頁
。

日
本
思
想
大
系
『
水
戸
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）
二
三
〇
頁
。

同
、
二
九
六
頁
。

同
、
三
一
六
頁
。

同
、
二
七
〇
頁
。

同
、
二
三
一
頁
「
尊
王
攘
夷
」
の
頭
注
、
お
よ
び
尾
藤
正
英
に
よ
る
解
説
「
水
戸

学
の
特
質
」
五
五
八

五
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

日
本
思
想
大
系
『
幕
末
政
治
論
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
）
一
四
九
頁
。

同
、
二
一
三
頁
。

岩
波
文
庫
『
講
孟
余
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
）
三
一

三
二
頁
。

『
吉
田
松
陰
全
集

第
九
巻
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
一
）「
安
政
六
年
十
月
二

十
日
入
江
杉
蔵
宛
書
簡
」
四
八
八
頁
。

『
吉
田
松
陰
全
集

第
五
巻
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
一
）「
安
政
五
年
十
一
月

末
又
は
十
二
月
初
旬
意
見
書
草
稿
」
四
三
八

三
九
頁
。
こ
の
他
に
も
、「
安
政
五

年
十
一
月
朔
日
戊
午
幽
室
文
稿
」（
同
書
、
二
六
三
頁
）、「
安
政
五
年
九
月
九
日
松

浦
松
洞
宛
書
簡
」（『
吉
田
松
陰
全
集

第
九
巻
』
九
七
頁
）
に
も
、「
尊
皇
攘
夷
」

が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

『
国
性
爺
合
戦
』
か
ら
『
漢
国
無
体

此
奴
和
日
本
』
へ

七
一

日
本
思
想
大
系
『
吉
田
松
陰
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
）「
回
顧
録
」
五
四
七
頁
。

『
講
孟
余
話
』
三
二
頁
。

同
、
四
八
頁
。

同
、
一
一
八
頁
。

注

を
参
照
。


