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研
究
論
文本

居
宣
長
の
天
文
知
識
受
容
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
国
学
的
宇
宙
論
の
成
立
序
説

増
田
友
哉

は
じ
め
に

　
本
稿
は
本
居
宣
長
（
享
保
一
五
年
・
一
七
三
〇
~
享
和
元
年
・
一
八
〇
一
）
の

天
文
知
識
の
受
容
と
そ
の
活
用
方
法
を
主
題
と
す
る
︒
宣
長
の
著
述
に
お
け
る

天
文
に
関
す
る
言
及
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
宣
長
が
天
文
知
識
を
必
要
と
し
た

理
由
と
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
そ
の
際
︑
蘭
学
由
来
の
西
洋
天
文
学

が
社
会
に
流
布
し
た
時
代
状
況
を
視
野
に
入
れ
︑
宣
長
が
そ
れ
ら
の
知
識
を
ど

の
よ
う
に
吸
収
し
︑
自
ら
の
言
説
を
補
強
す
る
た
め
如
何
に
用
い
た
の
か
を
︑

時
系
列
を
追
っ
て
考
察
し
た
い
︒

　
本
論
に
入
る
前
に
︑
先
学
が
国
学
と
蘭
学
（
洋
学
）
と
の
関
係
を
如
何
に
整

理
し
て
き
た
か
︑
そ
し
て
先
行
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
︒
村

岡
典
嗣
は
﹁
国
学
の
蘭
学
と
の
共
鳴
﹂
を
指
摘
し
︑
そ
れ
は
﹁
儒
教
的
仏
教
的

合
理
主
義
の
か
か
る
弊
害
に
対
し
て
お
こ
つ
た
︑
我
国
近
世
の
実
証
主
義
﹂
で

あ
る
点
か
ら
︑﹁
語
学
的
研
究
で
︑
契
沖
に
始
ま
る
国
学
の
学
問
的
精
神
﹂
と

﹁
功
利
実
用
の
技
と
し
て
主
張
さ
れ
た
蘭
学（

1
）

﹂
に
実
証
性
と
い
う
共
通
性
を
見

る
︒
宗
教
︑
道
徳
的
教
説
と
し
て
の
儒
仏
に
対
抗
す
る
実
証
主
義
的
学
問
と
し

て
の
国
学
︑
蘭
学
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
同
様
に
︑
中
山
茂
も
国
学

を
﹁
仏
儒
の
牽
強
付
会
に
反
対
し
て
︑
学
問
的
問
題
に
対
し
て
︑
よ
り
実
証
的

態
度
を
と
り
︑
洋
学
の
流
入
に
対
し
て
寛
容
で
あ
り
︑
同
情
的
で
さ
え
も
あ
っ

た（
2
）

﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　
た
し
か
に
︑
国
学
者
が
儒
仏
批
判
の
た
め
︑
蘭
学
︑
特
に
天
文
学
を
そ
の
実
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証
性
の
高
さ
か
ら
利
用
し
た
の
は
︑
宣
長
を
草
分
け
と
し
て
︑
続
く
服
部
中な
か

庸つ
ね

（
宝
暦
七
年
・
一
七
五
七
~
文
政
七
年
・
一
八
二
四
）︑
平
田
篤
胤
︑
佐
藤
信の
ぶ

淵ひ
ろ

の

著
述
に
見
え
る
よ
う
に
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
国
学
︑
特
に
中
庸
の

﹃
三
大
考
﹄
以
降
︑
国
学
的
宇
宙
論
に
お
け
る
﹁
実
証
﹂
と
︑
契
沖
の
語
学
的

研
究
や
洋
学
の
目
指
す
実
証
と
が
意
を
異
に
す
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
点
︑
伊
東
多
三
郎
が
国
学
と
洋
学
の
関
係
を
︑﹁
結
局

其
の
実
際
に
現
れ
た
所
は
︑
国
学
の
科
学
性
を
促
進
す
る
為
の
洋
学
と
し
て
よ

り
も
︑
そ
の
神
秘
性
に
奉
仕
す
る
洋
学
と
し
て
の
方
向
へ
進
ん
で
居
る（

3
）

﹂
と
結

論
し
て
い
る
よ
う
に
︑
国
学
の
﹁
神
秘
性
﹂︑
時
に
非
合
理
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
な
神
話
解
釈
に
お
い
て
洋
学
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ

る
︒

　
一
方
で
︑
こ
の
国
学
︑
特
に
古
道
論
に
お
け
る
神
秘
性
︑
あ
る
種
の
う
さ
ん

く
さ
さ
に
よ
っ
て
︑
洋
学
史
・
科
学
史
の
立
場
か
ら
は
︑
国
学
者
の
語
る
天
文

説
や
宇
宙
論
の
内
実
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
側
面
が
存
在
す
る（

4
）

︒
近
年
︑﹃
江

戸
の
宇
宙
論
﹄
を
著
し
た
池
内
了
は
同
書
の
中
で
︑﹁
天
文
学
史
か
ら
言
え
ば
︑

本
木
良
永
に
よ
っ
て
地
動
説
が
明
確
に
示
さ
れ
︑
司
馬
江
漢
に
よ
っ
て
そ
の
イ

メ
ー
ジ
が
人
々
に
伝
え
ら
れ
︑
志
筑
忠
雄
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
と
結
び

つ
け
ら
れ
︑
そ
し
て
山
片
蟠
桃
が
無
数
の
人
間
が
住
む
広
大
な
宇
宙
の
描
像
へ

と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
た
﹂
と
い
う
流
れ
の
中
で
﹁「
江
戸
の
宇
宙
論
」
の
展

開（
5
）

﹂
を
示
し
て
い
る
︒
池
内
の
よ
う
に
︑
近
代
科
学
に
繋
が
る
か
ど
う
か
と
い

う
観
点
で
江
戸
の
宇
宙
論
を
評
価
す
る
者
は
︑
国
学
者
の
語
る
宇
宙
論
に
注
目

す
る
こ
と
は
な
い（

6
）

︒
篤
胤
や
信
淵
の
宇
宙
論
を
簡
単
に
検
討
し
た
中
山
も
︑

﹁
時
は
す
で
に
十
九
世
紀
で
あ
る
︒
神
話
の
合
理
化
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
自

体
が
︑
も
は
や
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
﹂
と
評
し
︑﹁
明
治
の
西
欧
的
実
証

主
義
と
は
連
絡
す
る
も
の
で
は
な
い（

7
）

﹂
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
る
︒

　
国
学
者
の
天
文
や
宇
宙
に
関
す
る
言
説
へ
︑
妄
説
︑
時
代
逆
行
的
と
い
っ
た

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
下
さ
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
面
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
科
学

史
が
﹁
科
学
﹂
史
で
あ
り
︑
西
洋
由
来
の
﹁
科
学
﹂
へ
と
日
本
史
が
進
歩
し
て

い
く
過
程
を
描
写
す
る
以
上
︑
国
学
者
の
天
文
知
識
の
受
容
に
誤
謬
を
認
め
る

の
は
当
然
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
近
年
で
は
﹃
洋
学
史
研
究
事
典
﹄
の
﹁
天
文

学
﹂
の
項
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
天
文
学
の
通
史
を
描
く
上
で
﹁
今
後
は
︑
思

想
史
・
社
会
史
・
対
外
交
渉
史
か
ら
の
考
察（

8
）

﹂
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
︒
狭
義

の
﹁
科
学
﹂
に
始
終
し
な
い
︑
よ
り
広
い
視
野
か
ら
の
天
文
学
史
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る（

9
）

︒
そ
の
た
め
本
稿
は
︑
国
学
者
の
天
文
説
を
科
学
的
な
﹁
正

し
さ
﹂
に
ど
こ
ま
で
迫
っ
て
い
た
か
と
い
う
尺
度
か
ら
は
検
討
し
な
い
︒
本
稿

の
視
座
は
国
学
者
の
天
文
説
・
宇
宙
論
を
︑
人
間
や
宇
宙
の
根
源
的
存
在
意
義

と
い
っ
た
宗
教
・
思
想
上
の
実
存
的
な
問
い
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
理
解
し

た
上
で
︑
そ
れ
が
如
何
な
る
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
︑
構
想
さ
れ
た
の
か
を
解
明

す
る
点
に
あ
る
︒
こ
の
試
み
は
︑
日
本
天
文
学
史
の
新
た
な
一
端
と
し
て
︑
西

洋
由
来
の
天
文
知
識
が
国
学
思
想
に
与
え
た
影
響
を
解
明
す
る
た
め
の
第
一
歩

と
言
え
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
は
︑
宣
長
を
国
学
と
西
洋
天
文
学
と
の
交
わ
り

の
起
点
と
捉
え
︑
国
学
が
西
洋
天
文
学
を
摂
取
す
る
に
至
っ
た
理
由
と
︑
国
学



本居宣長の天文知識受容をめぐって

9

的
宇
宙
論
が
展
開
す
る
萌
芽
を
宣
長
の
言
説
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
︒

第
一
節
　
安
永
年
間
の
論
争
に
お
け
る
宣
長
の
不
可
知
論

　
十
六
世
紀
半
ば
︑
宣
教
師
に
よ
っ
て
地
球
（
球
体
）
説
が
紹
介
さ
れ
る
ま
で

は
︑
日
本
人
に
と
っ
て
大
地
は
平
面
で
あ
っ
た
︒
日
本
社
会
に
地
球
説
が
広
が

る
中
で
︑
諸
宗
教
の
世
界
観
は
地
球
説
と
時
に
対
立
し
︑
時
に
同
調
し
て
き
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

10
）

︒

　
宣
長
も
そ
の
よ
う
な
動
向
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
︒
宣
長
が
地
球
説
等
︑
西

洋
由
来
の
科
学
知
識
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
知
識
が
宣

長
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
︑
近
年
︑

新
た
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る（

11
）

︒
宣
長
が
西
洋
由
来
の
天
文
知
識
を
用
い
た
理

由
を
︑
森
和
也
は
﹁
中
国
あ
る
い
は
イ
ン
ド
の
価
値
を
相
対
化
さ
せ
る
た
め
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
知
識
を
利
用
し
︑
そ
の
相
対
化
さ
れ
た
諸
地
域
の
上
に
︑

日
本
の
優
位
性
を
断
定
的
に
主
張（

12
）

﹂
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
宣
長
が
何
を
契
機
と
し
て
天
文
説
を
活
用
し
始
め
た
の
か
︑
そ
こ

に
ど
の
よ
う
な
行
き
詰
ま
り
が
あ
っ
た
の
か
︑
そ
し
て
︑
篤
胤
等
の
国
学
的
宇

宙
論
と
宣
長
は
ど
う
繋
が
る
の
か
と
い
う
点
は
未
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い（

13
）

︒
そ
の
た
め
︑
本
節
で
は
︑
先
ず
宣
長
と
儒
者
と
の
天
体
や
天
地
を
め

ぐ
る
安
永
年
間
の
論
争
を
検
討
す
る
︒
そ
こ
で
宣
長
が
ど
の
よ
う
な
論
に
お
い

て
儒
者
と
対
峙
し
た
の
か
を
確
認
し
た
い
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
か
ら
宣
長
が
西
洋

由
来
の
天
文
学
的
知
識
を
必
要
と
し
た
理
由
を
見
出
し
た
い
︒

　
宣
長
に
と
っ
て
︑
安
永
年
間
は
自
己
の
学
問
・
思
想
が
確
立
す
る
と
と
も
に
︑

論
争
の
時
代
で
あ
っ
た
︒
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
は
︑﹃
天
祖
都
城
弁
弁
﹄

で
高
天
原
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
儒
者
を
批
判
し
て
い
る
︒
六
年
に
は
︑
日
本
が

歴
史
上
朝
鮮
・
中
国
に
卓
越
す
る
こ
と
を
﹃
馭ぎ
よ

戎
じ
ゆ
う

慨が
い

言げ
ん

﹄
で
示
し
︑
七
年
に

は
﹃
古
事
記
伝
﹄
巻
十
七
浄
書
︑
つ
ま
り
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
（
神
代
）
の
注
釈

を
終
え
て
い
る
︒
そ
し
て
九
年
に
は
儒
者
と
の
論
争
の
書
で
あ
る
﹃
葛
花
﹄
を

書
い
て
い
る
︒
こ
の
時
期
︑
宣
長
は
﹃
古
事
記
﹄
の
解
釈
に
基
づ
き
︑
世
界
の

成
り
立
ち
や
日
本
の
優
越
を
喧
伝
し
︑
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
盛
ん
に

行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
宣
長
に
お
け
る
天
地
の
始
ま
り
や
太
陽
へ
の
解
釈
は
以
下
の
様
に
示
さ
れ
る
︒

宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄︑﹃
古
事
記
﹄
冒
頭
の
﹁
天ア
メ

地
ツ
チ
ノ

初ハ
ジ
メ発

之ノ

時ト
キ

﹂
の
注
釈
に

お
い
て
︑﹁
天ア
メ

は
虚ソ

空ラ

の
上カ
ミ

に
在リ

て
︑
天ツ

神
た
ち
の
坐マ
シ

ま
す
御
国
な
り
﹂
と
し

た
上
で
︑﹁︻
此ノ

外
に
理
を
以テ

こ
ち
た
く
説ト
キ

成ナ

し
︑
或
は
其ノ

形
な
ど
を
も
︑
さ
ま

〴
〵
お
し
は
か
り
に
云フ

な
ど
は
︑
皆
外ト
ツ

国ク
ニ

の
さ
だ
に
て
︑
古ヘ
ノ

伝ヘ

に
か
な
は
ざ

れ
ば
︑
凡
て
取ル

に
た
ら
ず
︑︼﹂（﹃
古
事
記
伝
﹄
本
居
全
集
九
︑ 

一
二
一
）
と
し
て
︑

天
を
神
々
の
国
と
い
う
理
解
を
示
し
な
が
ら
︑
儒
仏
の
宇
宙
像
を
退
け
る
︒
ま

た
︑
宣
長
は
﹁
天
照
大
御
神
は
︑
天ア

メ上
に
ま
し
〳
〵
て
︑
即チ

天
津
日
に
ま
し
ま

す
事
︑
古
事
記
書
紀
︑
そ
の
外
の
古
典
ど
も
の
お
も
む
き
︑
さ
ら
に
疑
は
し
き

こ
と
は
な
き
﹂（﹃
天
祖
都
城
弁
弁
﹄
本
居
全
集
八
︑ 

六
）
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

よ
う
に
︑
天
体
の
太
陽
と
ア
マ
テ
ラ
ス
が
同
一
で
あ
る
こ
と
が
︑﹃
古
事
記
﹄
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等
の
古
書
に
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
︒

　
し
か
し
一
方
で
︑
宣
長
は
︑
原
初
の
神
々
で
あ
る
造
化
三
神
の
誕
生
に
つ
い

て
は
︑﹁
如イ

何カ

な
る
理
コ
ト
ワ
リあ
り
て
︑
何ナ
ニ

の
産ム
ス
ビ霊
に
よ
り
て
成リ

坐セ

り
と
云
こ
と
︑
其ノ

伝ヘ

無
け
れ
ば
知リ

が
た
し
﹂
と
し
て
︑
そ
の
原
因
を
述
べ
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
し

て
︑﹁
此
神
た
ち
は
︑
天
地
よ
り
も
先
だ
ち
て
成リ

坐
つ
れ
ば
︑︻
天
地
の
成
る
こ

と
は
︑
此ノ

次
に
あ
れ
ば
︑
此ノ

神
た
ち
の
成
坐
る
は
︑
其ソ
レ

よ
り
前
な
る
こ
と
知
べ

し
︑︼
た
ゞ
虚オ
ホ
ソ
ラ

空
中
に
ぞ
成リ

坐
し
け
む
を
（
中
略
）︻
い
ま
だ
天
も
地
も
無
き
以

前
は
︑
い
づ
く
も
〳
〵
み
な
む
な
し
き
大オ
ホ
ソ
ラ

虚
空
な
り
き
︑︼﹂（﹃
古
事
記
伝
﹄
本

居
全
集
九
︑ 

一
三
二
︱
一
三
三
）
と
し
て
︑
造
化
三
神
以
前
の
天
地
の
あ
り
方
を

﹁
大オ
ホ
ソ
ラ

虚
空
﹂
と
い
う
空
虚
な
空
間
だ
と
し
て
︑
そ
れ
以
上
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
な
い
︒
結
局
︑
宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄
に
お
い
て
︑
宇
宙
や
天
体
の
誕
生
︑

そ
れ
ら
の
現
実
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑﹃
古
事
記
﹄
の
解
釈
か
ら
十
分
に
説
明

す
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
の
で
あ
る（

14
）

︒

　
宣
長
は
古
伝
と
世
界
の
あ
り
さ
ま
の
一
致
を
説
く
一
方
で
︑
儒
仏
の
宇
宙
論

を
否
定
す
る
︒
一
方
で
︑
宣
長
に
は
明
確
な
宇
宙
論
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
そ

の
た
め
︑
宣
長
の
批
判
対
象
で
あ
る
儒
者
が
︑
天
地
や
そ
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ

て
︑
宣
長
に
反
論
す
る
こ
と
は
必
定
で
あ
っ
た
︒

　
蘐け
ん

園え
ん

の
儒
者
︑
市
川
鶴
鳴
は
︑
宣
長
が
﹃
古
事
記
﹄
か
ら
解
釈
し
た
と
す
る

世
界
の
あ
り
さ
ま
︑
儒
教
批
判
に
対
し
て
﹃
末ま

が

の

ひ

れ

賀
能
比
連
﹄（
安
永
九
年
）
を

執
筆
し
︑
疑
義
を
呈
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
宣
長
が
鶴
鳴
へ
の
反
論
と
し
て
著
し

た
の
が
﹃
葛
花
﹄
で
あ
る
︒
こ
の
議
論
に
お
い
て
︑
天
地
の
成
立
が
主
題
と

な
っ
て
い
る
箇
所
が
存
在
し
て
お
り
︑
こ
の
論
争
か
ら
宣
長
が
天
文
知
識
を
必

要
と
し
た
理
由
を
見
出
し
た
い
︒

　
鶴
鳴
に
よ
る
宣
長
へ
の
批
判
は
︑﹁
天
照
と
い
ふ
御
名
な
ど
も
︑
天
津
日
に 

配
タ
グ
ヘ

奉
り
た
る
義
な
ら
ん
﹂（﹃
葛
花
﹄
本
居
全
集
八
︑ 

一
二
七
）
と
し
て
︑
実
体

と
し
て
の
太
陽
と
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
が
別
で
あ
る
の
だ
と
す
る
︒
こ
こ
で

鶴
鳴
が
批
判
し
て
い
る
の
は
︑
宣
長
が
人
格
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
天
体
の

太
陽
を
同
一
視
す
る
点
で
あ
り
︑
そ
の
非
合
理
さ
を
鶴
鳴
は
衝
い
た
の
で
あ
る
︒

続
い
て
︑
鶴
鳴
は
﹁
強シ
ヒ

て
日ノ

神
は
即
天
つ
日
也
と
せ
ば
︑
云
々
︑
未
タ
生
れ
給

は
ぬ
前
も
常
夜
な
る
べ
し
︑
云
々
︑
こ
れ
に
て
天
つ
日
は
天
地
の
始
め
よ
り
天

に
か
ゝ
り
た
る
こ
と
い
ち
じ
る
し
﹂（
同
前
）
と
し
て
︑
宣
長
の
矛
盾
を
指
摘

す
る
︒
鶴
鳴
は
︑
宣
長
の
よ
う
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
太
陽
を
同
一
視
す
る
場
合
︑

ア
マ
テ
ラ
ス
が
誕
生
す
る
ま
で
は
︑
世
界
に
太
陽
が
存
在
せ
ず
暗
闇
に
な
っ
て

し
ま
う
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
︒
鶴
鳴
に
と
っ
て
太
陽
と
は
世
界
の
成
立
と
同

時
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
︑
そ
の
点
が
お
か
し
い
と
批
判
す
る
︒

　
鶴
鳴
の
批
判
に
対
し
て
︑
宣
長
は
﹁
日ノ

神
は
即チ

天
つ
日
に
ま
し
ま
す
御
事
は
︑

古
事
記
書
紀
に
明
ら
か
に
見
え
て
︑
疑
ひ
な
き
﹂（
同
前
）
こ
と
と
答
え
る
︒

宣
長
に
と
っ
て
︑
記
紀
の
記
述
が
絶
対
な
の
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
古
伝
の
﹁
か

ば
か
り
浅
は
か
に
聞
え
て
︑
人
の
信
ず
ま
じ
き
﹂
点
に
こ
そ
︑﹁
返
て
神
代
の

古
事
の
︑
真
実
に
し
て
虚
偽
な
ら
ざ
る
こ
と
を
さ
と
る
べ
し
﹂（
同
前
）
だ
と

宣
長
は
主
張
す
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
宣
長
の
主
張
の
背
景
に
は
︑﹁
神
の
御ミ
シ
ワ
ザ

所
行
は
︑
尋ヨ
ノ
ツ
ネ常
の
理
を
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も
て
︑
人
の
よ
く
測ハ
カ

り
知ル

と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
︑
人
の
智
は
︑
い
か
に
か
し
こ
き

も
限リ

あ
り
て
︑
小
チ
ヒ
サ

き
物
に
て
︑
そ
の
至
る
限
の
外
の
事
は
︑
え
し
ら
ぬ
物
也
﹂

（
同
前
）
と
す
る
よ
う
な
不
可
知
論
が
あ
り
︑
儒
教
的
合
理
主
義
者
で
あ
る
鶴

鳴
の
批
判
を
か
わ
そ
う
と
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
ま
ま
︑
宣
長
は
︑﹁
漢
国
の
人

は
︑
聖
人
の
智
は
︑
天
地
万
物
の
理
を
周
ア
マ
ネ

く
知シ
リ

尽ツ
ク

せ
る
物
と
心
得
居
る
か
ら
︑

そ
の
さ
か
し
ら
を
手
本
と
し
て
︑
己
が
限
あ
る
小
智
を
も
て
︑
知リ

が
た
き
事
を

も
︑
強シ
ヒ

て
は
か
り
し
ら
ん
と
す
る
故
に
︑
そ
の
理
の
測
り
が
た
き
事
に
至
り
て

は
︑
こ
れ
を
信
ぜ
ず
﹂（
同
前
︑
一
二
八
）
と
し
て
儒
教
批
判
に
転
じ
る
︒
宣
長

は
不
可
知
論
に
立
っ
た
上
で
︑
神
々
の
行
為
に
属
す
世
界
の
成
り
立
ち
に
つ
い

て
は
︑
記
紀
の
記
述
以
外
か
ら
知
る
術
が
な
く
︑
人
間
の
限
ら
れ
た
智
で
は
知

る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
宣
長
の
考
え
は
︑
不
可
知
論
に
基
づ
く
古
伝
絶
対
主
義
と
言
え

よ
う
︒
し
か
し
︑
宣
長
は
こ
の
よ
う
な
回
答
で
は
鶴
鳴
が
納
得
し
な
い
こ
と
も

理
解
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
宣
長
は
︑
記
紀
に
描
写
さ
れ
る
﹁
神
代
﹂
の
事
跡

同
様
︑﹁
実
は
人
の
代
の
事
も
︑
し
な
こ
そ
か
は
れ
み
な
奇
異
き
﹂（
同
前
）
こ

と
を
説
く
こ
と
で
︑
不
可
知
論
が
現
在
で
も
有
効
な
こ
と
を
主
張
す
る
︒
そ
こ

で
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
︑
天
地
の
あ
り
方
の
不
可
思
議
さ
で
あ
っ
た
︒

此
大
地
は
空
に
か
ゝ
り
た
ら
ん
か
︑
物
の
う
へ
に
著ツ
キ

た
ら
ん
か
︑
い
づ
れ

に
し
て
も
︑
い
と
〳
〵
奇
異
き
物
な
り
︑
も
し
物
の
上
に
著
た
り
と
せ
ば
︑

そ
の
物
の
下
は
︑
又
何
物
に
て
支サ
サ

へ
た
り
と
か
せ
ん
︑
此
理
さ
ら
に
聞
え

が
た
し
︑
故
に
漢
国
に
て
も
と
り
〴
〵
の
説
あ
れ
共
︑
畢
竟
は
み
な
奇
異

き
を
︑
其
中
に
︑
地
球
は
円
体
に
し
て
︑
天
中
に
包ツ
ツ

ま
れ
て
︑
空
に
か
ゝ

れ
り
と
す
る
渾
天
の
説
ぞ
　
ま
こ
と
し
げ
に
聞
ゆ
れ
共
︑
尋
常
の
理
を
以

て
見
れ
ば
︑
い
か
に
天
の
気
の
充ミ
チ

満ミ
チ

た
れ
ば
と
て
︑
此
国
土
大
海
な
ど
の
︑

空
中
に
か
ゝ
り
て
︑
動
か
ざ
る
べ
き
由
な
け
れ
ば
︑
畢
竟
は
こ
れ
も
又
奇

異
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
た
は
ず
︑
又
天
は
た
ゞ
気
の
み
に
て
︑
形
は
な
き
物

と
す
る
︑
こ
れ
又
ま
こ
と
し
げ
に
聞
ゆ
れ
共
︑
も
し
然
ら
ば
︑
地
外
は
み

な
気
な
る
を
︑
そ
の
気
は
際
限
あ
り
と
や
せ
ん
︑
な
し
と
や
せ
ん
（
中

略
）
か
く
の
如
く
大
に
奇
異
き
天
地
の
間
に
在
な
が
ら
︑
そ
の
あ
や
し
き

を
ば
あ
や
し
ま
ず
し
て
︑
た
ゞ
神
代
の
事
を
の
み
あ
や
し
み
て
︑
さ
る
こ

と
は
決
キ
ハ
メ
て
無
き
理
也
と
思
ふ
は
︑
愚
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や

 

（
同
前
︑
一
二
九
）

　
こ
こ
で
宣
長
は
︑
天
地
の
あ
り
よ
う
す
ら
﹁
奇
異
﹂
で
あ
る
と
し
︑
人
間
の

智
に
限
り
が
あ
る
こ
と
︑
世
界
が
﹁
奇
異
﹂
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
示
し
︑
自

ら
の
不
可
知
論
の
有
効
性
を
主
張
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
天
に
浮
か
ぶ
地
球
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
是
と
し
︑
そ
れ
を
中
国
の
﹁
渾
天
の
説
﹂
に
基
づ
く
と
し
て

い
る
点
で
︑
地
球
説
を
承
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
︒

　
し
か
し
︑
こ
の
時
点
の
宣
長
は
︑
西
洋
と
い
う
尺
度
を
持
ち
出
さ
な
い
た
め
︑

中
国
由
来
の
﹁
渾
天
の
説
﹂
に
よ
る
地
球
説
は
︑
中
国
を
相
対
化
す
る
と
い
う

点
で
は
全
く
機
能
し
て
い
な
い
︒
こ
の
時
点
で
の
宣
長
は
︑
天
地
万
物
の
始
ま
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り
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
は
︑﹁
凡
人
は
︑
も
は
ら
古
伝
を
守
り
て
︑
い

さ
ゝ
か
も
さ
か
し
ら
を
ま
じ
へ
ぬ
道
な
れ
ば
︑
伝
へ
な
き
事
は
︑
た
ゞ
知
が
た

し
と
し
て
あ
る
ぞ
︑
も
と
よ
り
道
の
体
﹂
と
い
う
不
可
知
論
か
ら
︑﹁
佛
聖
人

な
ど
は
︑
お
の
〳
〵
万
物
万
事
の
理
を
︑
こ
と
〴
〵
く
知リ

尽
し
た
る
物
と
立テ

た

る
道
﹂（
同
前
︑
一
七
七
）
だ
と
批
判
す
る
し
か
な
か
っ
た
︒﹃
葛
花
﹄
で
の
宣

長
は
︑
神
に
よ
る
世
界
や
宇
宙
の
始
ま
り
を
語
る
上
で
︑
儒
仏
の
説
が
誤
っ
て

い
る
こ
と
を
︑
明
確
に
主
張
す
る
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
地
球
説
の
正
し
さ
を
認
め
な
が
ら
︑
中
国
由
来
の
渾
天
説
に
拠

る
宣
長
の
態
度
は
︑
時
代
的
な
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
海
野
一
隆
は
︑

江
戸
期
﹁
地
球
説
の
大
衆
化
﹂
を
通
俗
的
出
版
物
か
ら
検
討
し
て
お
り
︑
安
永

期
以
前
と
し
て
は
﹃
唐
土
訓
蒙
図
彙
﹄（
享
保
四
年
・
一
七
一
九
）︑﹃
渾
天
民
用

晴
雨
便
覧
﹄（
明
和
四
年
・
一
七
六
七
）
等
を
︑
マ
テ
オ
リ
ッ
チ
系
の
地
球
図
を

江
湖
に
紹
介
し
た
も
の
の
先
駆
け
と
し
て
挙
げ
て
い
る（

15
）

︒
し
か
し
︑
海
野
は
︑

前
者
に
掲
載
の
図
を
﹁
天
動
地
球
説
の
図
解
で
あ
る
が
︑
こ
の
著
者
は
︑
ど
う

い
う
了
見
な
の
か
︑
同
時
に
︑
東
洋
古
来
の
渾
天
説
の
図
解
で
あ
る
「
南
北
極

出
地
」「
二
儀
図
」
を
も
そ
の
傍
ら
に
掲
げ
て
い
る（

16
）

﹂
と
︑
天
動
地
球
説
と
渾

天
説
の
図
が
併
存
し
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
︒
後
者
も
タ
イ
ト
ル
の
﹁
渾

天
﹂
が
表
す
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
近
世
中
期
の
人
々
に
は
︑
マ
テ
オ

リ
ッ
チ
図
に
基
づ
く
地
球
説
と
渾
天
説
は
必
ず
し
も
峻
別
さ
れ
ず
︑
重
な
り

合
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
入
手
時
期
は
明
ら
か
で
な
い

が
︑
宣
長
の
﹃
蔵
書
目
﹄（
寛
政
七
年
・
一
七
九
五
）
に
は
︑
西
洋
説
よ
り
も
中

国
の
天
文
説
を
有
利
と
す
る
西
川
如
見
の
﹃
天
文
義
論
﹄（
正
徳
二
年
・

一
七
一
二
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（﹃
蔵
書
目
﹄
本
居
全
集
別
巻
三
︑ 

六
八
四
）︒

　
安
永
年
間
の
宣
長
に
よ
る
天
文
説
の
利
用
は
︑
自
ら
の
不
可
知
論
を
補
強
す

る
た
め
に
地
球
が
空
に
懸
か
っ
て
動
か
な
い
こ
と
を
述
べ
︑
そ
の
不
可
思
議
さ

を
以
っ
て
︑
神
代
の
事
跡
の
奇
特
さ
を
擁
護
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
活
用
さ

れ
て
い
た
︒
あ
く
ま
で
︑
宣
長
に
と
っ
て
天
地
の
あ
り
方
と
い
っ
た
天
文
の
問

題
は
︑
不
可
知
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑

儒
者
に
よ
る
﹃
古
事
記
﹄
の
非
合
理
性
を
衝
く
論
難
に
対
し
て
︑
宣
長
は
不
可

知
論
以
上
の
反
論
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
宣
長
が

西
洋
由
来
の
天
文
説
を
取
り
入
れ
る
理
由
が
存
在
す
る
︒

第
二
節
　
宣
長
に
お
け
る
西
洋
天
文
説
の
受
容
と
儒
仏
批
判

　
天
明
期
に
な
る
と
宣
長
は
オ
ラ
ン
ダ
由
来
の
天
文
地
理
の
正
確
さ
に
基
づ
い

て
︑
中
国
の
暦
法
を
批
判
す
る
︒
そ
れ
は
︑
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
前
後
に

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
﹃
真
暦
不
審
考
弁（

17
）

﹄
の
暦
の
大
小
を
め
ぐ
る
議
論
に

み
え
る
一
節
に
明
ら
か
で
あ
る
︒

近
キ
世
ニ
年
々
渡
リ
参
ル
阿
蘭
陀
ト
云
国
ナ
ド
ハ
︑
天
文
地
理
ニ
ク
ハ
シ

キ
国
ナ
ル
ガ
︑
其
国
ノ
暦
法
ナ
ド
ハ
︑
唐
国
ノ
暦
法
ト
ハ
殊
ノ
外
ニ
異
リ

タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
︑
一
月
ノ
日
数
モ
大
ニ
チ
ガ
ヒ
︑
閏
月
ト
云
コ
ト
モ
ナ
ケ
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レ
ド
モ
︑
其
通
リ
ニ
テ
モ
年
々
差
フ
事
ハ
ナ
キ
ナ
リ
︑
今
此
論
者
ニ
阿
蘭

陀
ノ
暦
ヲ
見
セ
タ
ラ
バ
︑
大
キ
ニ
驚
キ
テ
目
ヲ
マ
ハ
ス
ベ
シ

 

（﹃
真
暦
不
審
考
弁
﹄
本
居
全
集
八
︑ 

二
四
一
︱
二
四
二
）

　
宣
長
は
︑﹃
葛
花
﹄
で
み
た
よ
う
な
不
可
知
論
か
ら
中
国
を
批
判
す
る
だ
け

で
な
く
︑
オ
ラ
ン
ダ
由
来
の
天
文
知
識
の
正
確
さ
か
ら
中
国
の
暦
を
批
判
す
る

論
法
を
取
り
始
め
た
の
で
あ
る
︒
斎
藤
英
喜
が
指
摘
す
る
よ
う
な
︑
宣
長
が

﹁
中
国
儒
教
や
仏
教
の
世
界
観
の
非
合
理
性
を
攻
撃
す
る
う
え
で
︑「
洋
学
」

「
蘭
学
」
の
知
識
・
学
問
が
思
想
的
な
根
拠
に
な
り
え
た（

18
）

﹂
背
景
に
は
︑﹃
葛

花
﹄
論
争
で
み
た
よ
う
な
︑
儒
者
鶴
鳴
に
よ
る
古
伝
へ
の
合
理
主
義
的
批
判
に

対
抗
す
る
必
要
性
が
宣
長
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
や
そ
の
国
の
学

問
は
︑﹁
其
国
人
︑
物
か
へ
に
︑
遠
き
国
々
を
︑
あ
ま
ね
く
わ
た
り
あ
り
く
国

な
れ
ば
︑
其
国
の
学
問
を
す
れ
ば
︑
遠
き
国
々
の
や
う
を
︑
よ
く
し
る
故
に
︑

漢
学
者
の
︑
か
の
国
に
の
み
な
づ
め
る
く
せ
の
︑
あ
し
き
こ
と
の
し
ら
る
﹂

（﹃
玉
勝
間
﹄
本
居
全
集
一
︑ 

二
一
二
）
も
の
と
し
て
︑
儒
教
を
相
対
化
す
る
役
割

を
宣
長
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
関
連
し
て
︑
天
明
期
の
宣
長
は
︑
天
文
や
暦
に
関
す
る
書
物
を
積
極
的
に
著

し
て
お
り（

19
）

︑
そ
の
方
面
へ
の
興
味
の
深
化
が
窺
え
る（

20
）

︒
ま
た
︑
注
目
す
べ
き
は
︑

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
か
ら
天
明
初
年
頃（

21
）

︑
宣
長
が
艾
儒
略
（
ジ
ュ
リ
オ
・
ア

レ
ー
ニ
）
の
﹃
職
方
外
紀
﹄
を
抄
録
し
て
い
る
（﹃
本
居
宣
長
随
筆
第
八
巻
﹄
本

居
全
集
十
三
︑ 

四
五
八
）
点
で
あ
る
︒
宣
長
は
︑
漢
訳
洋
書
や
オ
ラ
ン
ダ
の
学

問
に
由
来
す
る
天
文
地
理
情
報
に
興
味
を
持
ち
︑
そ
れ
ら
の
正
確
さ
を
根
拠
と

し
て
︑
中
国
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
期
の
宣

長
は
︑
上
田
秋
成
と
論
争
（
天
明
六
年
~
七
年
）
を
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
︑

﹁
わ
が
皇
国
の
古
伝
説
は
︑
諸
の
外
国
の
如
き
比
類
に
あ
ら
す
︑
真
実
の
正
伝

に
し
て
︑
今
日
世
界
人
間
の
あ
り
さ
ま
︑
一
々
神
代
の
趣
に
符
合
し
て
妙
な
る

こ
と
い
ふ
へ
か
ら
ず
﹂（﹃
呵か

刈か
い

葭か

﹄
本
居
全
集
八
︑ 

四
〇
六
）
と
い
う
言
葉
を
発

す
る
に
至
っ
て
い
る（

22
）

︒

　
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
宣
長
は
﹃
天
地
図
﹄（
天
明
六
年
~
八
年
の
間
に
成
立
︑

本
居
全
集
十
四
巻
に
収
録
）
と
い
う
︑
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
一
枚
の
図

を
描
い
て
い
る
︒
こ
の
図
は
︑
宣
長
が
国
学
的
宇
宙
像
を
志
向
し
て
い
た
点
を

確
認
出
来
る
点
で
︑
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
言
え
よ
う
︒
宣
長
は
︑﹃
古
事

記
﹄
の
事
跡
に
基
づ
き
︑
神
名
を
線
で
繋
ぐ
こ
と
で
神
話
世
界
を
図
示
し
よ
う

と
試
み
た
︒
宣
長
は
日
月
の
運
行
を
線
で
示
し
︑
そ
の
上
に
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と

ツ
ク
ヨ
ミ
を
位
置
さ
せ
る
な
ど
︑
天
体
や
世
界
の
あ
り
方
と
神
話
を
一
致
さ
せ

よ
う
と
す
る
試
み
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
宇
宙
の

新
た
な
姿
は
︑
宣
長
の
神
話
解
釈
に
も
確
か
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
宣
長
は
﹃
沙し
や

門も
ん

文も
ん
の
う雄
が
九く

山せ
ん

八は
つ

海か
い

解げ

嘲
ち
よ
う

論ろ
ん

の
弁べ
ん

﹄（
寛
政
二
年
・

一
七
九
〇
︑
以
下
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄）
に
お
い
て
︑
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と

す
る
地
球
説
の
正
し
さ
を
積
極
的
に
主
張
す
る
こ
と
で
︑
仏
教
的
宇
宙
像
へ
の

批
判
を
展
開
す
る
︒
宣
長
は
暦
だ
け
で
な
く
︑
宇
宙
や
天
地
の
あ
り
方
を
め

ぐ
っ
て
も
︑
西
洋
説
を
援
用
す
る
︒
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宣
長
が
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
を
書
い
た
の
は
︑
僧
文も
ん

雄の
う

の
﹃
九
山
八
海
解
嘲

論
﹄（
宝
暦
四
年
・
一
七
五
四
）
を
駁ば
く

す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
こ
の
文
雄
に
よ
る

﹃
九
山
八
海
解
嘲
論
﹄
と
は
︑
中
山
に
よ
れ
ば
須
弥
山
説
を
擁
護
し
﹃
天
経
或

問
﹄
に
お
け
る
﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
宇
宙
観
に
批
判
の
標
準
を
定
め（

23
）

﹂
た
書

で
あ
っ
た
︒
文
雄
が
仏
教
的
宇
宙
観
で
あ
る
須
弥
山
説
を
擁
護
す
る
点
で
︑
宇

宙
観
が
﹃
九
山
八
海
解
嘲
論
﹄
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
宣
長
は
︑

﹃
九
山
八
海
解
嘲
論
﹄
を
駁
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
仏
教
的
宇
宙
観
そ
の
も
の

を
否
定
す
る
こ
と
が
直
接
の
執
筆
動
機
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
︑
そ
の

点
を
確
認
し
た
い
︒

釈
迦
の
い
へ
る
世
界
の
説
は
悉
く
虚
妄
に
し
て
︑
一
ツ
も
実
な
る
こ
と
な

し
︑
須
弥
山
の
事
も
古
へ
は
あ
り
や
な
し
や
︑
た
し
か
に
知
れ
ざ
り
し
事

な
り
し
が
︑
近
来
西
洋
の
人
世
界
を
経
め
ぐ
り
︑
万
国
を
つ
ぶ
さ
に
し
れ

る
事
︑
次
第
に
唐
土
皇
国
へ
も
知
れ
て
︑
其
説
明
ら
か
な
る
に
よ
り
て
︑

須
弥
山
の
妄
な
る
こ
と
疑
ひ
も
な
く
成
ぬ
る
を
︑

 

（﹃
沙
門
文
雄
が
九
山
八
海
解
嘲
論
の
弁
﹄
本
居
全
集
十
四
︑ 

一
六
三
）

　
宣
長
は
︑
真
っ
先
に
須
弥
山
説
を
﹁
虚
妄
﹂
と
し
て
切
り
捨
て
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
根
拠
に
﹁
西
洋
の
人
﹂
を
持
ち
出
し
て
い
る
︒
宣
長
は
︑﹁
西
洋
の
人
の

皇
国
唐
国
な
ど
に
通
ふ
者
︑
或
は
西
よ
り
来
り
︑
或
は
東
よ
り
も
来
る
︑
こ
れ

地
体
円
に
し
て
空
に
懸
れ
る
証
拠
﹂（
同
前
）
と
す
る
こ
と
で
︑
地
球
説
が
正

し
い
こ
と
を
論
じ
る
︒
ま
た
︑﹁
西
洋
の
人
は
常
に
万
国
を
経
歴
し
て
﹂
い
る

が
︑﹁
七
金
山
の
麓
を
見
た
る
事
も
な
く
︑
須
弥
山
と
い
ふ
へ
き
物
も
あ
る
こ

と
な
き
﹂
こ
と
か
ら
も
﹁
み
な
妄
説
﹂（
同
前
︑
一
六
七
）
で
あ
る
と
断
ず
る
︒

須
弥
山
を
否
定
す
る
上
で
︑
西
洋
の
知
識
が
決
定
的
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
西
洋
の
人
の
天
文
地
理
を
治
む
る
は
︑（
中
略
）
万
国

を
経
歴
遊
行
す
る
た
め
の
船
中
の
日
用
の
事
な
れ
は
︑
い
さ
ゝ
か
も
虚
を
説
て

は
用
に
た
た
す
﹂（
同
前
）
と
い
う
︑
実
用
の
学
へ
の
宣
長
の
信
頼
が
あ
っ
た
︒

　
ま
た
宣
長
は
︑
地
球
と
月
の
大
き
さ
に
関
し
て
﹁
地
球
家
の
測
算
は
こ
ま
か

に
会フ

こ
と
﹂（
同
前
︑
一
六
八
）
や
月
食
を
算
測
す
る
上
で
も
﹁
地
球
の
説
の
正

し
く
精
し
き
﹂（
同
前
︑
一
六
九
）
こ
と
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
単
に
須

弥
山
を
実
見
し
た
か
ど
う
か
だ
け
で
な
く
︑
地
球
説
に
基
づ
く
天
文
暦
学
の
正

確
さ
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
西
洋
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
︑
宣
長

は
合
理
性
と
い
う
尺
度
か
ら
仏
教
的
宇
宙
論
︑
須
弥
山
を
徹
底
的
に
否
定
し
た

の
で
あ
る
︒

　
宣
長
は
﹃
葛
花
﹄
の
段
階
で
は
︑
地
球
が
空
に
懸
か
っ
て
不
動
な
こ
と
を
︑

大
い
に
奇
異
な
る
こ
と
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
暦
な
ど
と
い
っ
た
西
洋
天
文

学
を
部
分
的
に
受
容
し
た
宣
長
は
︑
地
球
が
空
に
懸
か
り
不
動
で
あ
る
こ
と
を

単
に
奇
異
と
し
て
で
は
な
く
︑
確
か
な
事
実
の
次
元
か
ら
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
宣
長
は
須
弥
山
と
い
う
宇
宙
論
の
正
誤
問
題
を
︑
不
可
知
論
で
は

な
く
︑
合
理
性
︑
実
証
性
に
お
い
て
判
断
し
た
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
宣
長
が
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
を
書
い
た
理
由
が
未
だ
釈
然
と
し
な
い
︒
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宣
長
は
文
雄
に
論
争
を
仕
掛
け
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
く
︑
文
雄
は
既
に
故
人
で

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
文
雄
の
﹃
九
山
八
海
解
嘲
論
﹄（
宝
暦
四
年
・
一
七
五
四
）
は
︑

﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
が
書
か
れ
た
三
十
六
年
前
の
著
作
で
あ
り
︑
仏
教
の
立
場
か

ら
地
球
説
に
異
を
唱
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
︑
そ
の
点
で
神
道
や
﹃
古

事
記
﹄
を
攻
撃
す
る
意
図
は
文
雄
に
は
な
い
の
で
あ
る
︒
以
下
︑
こ
れ
ら
の
点

に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

第
三
節
　﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
執
筆
動
機
と
宣
長
の
限
界
点

　﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
に
関
す
る
第
一
の
疑
問
と
し
て
︑
な
ぜ
宣
長
が
論
争
相
手

で
あ
っ
た
儒
教
の
宇
宙
観
で
は
な
く
︑
仏
教
を
直
接
の
批
判
対
象
に
選
ん
だ
の

か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
い
︒
宣
長
が
西
洋
天
文
学
を
用
い
て
儒
者
を
直
接
批

判
し
な
か
っ
た
の
は
︑
中
山
が
指
摘
す
る
よ
う
な
﹁
宋
学
宇
宙
論
の
本
質
は
形

体
論
と
し
て
の
具
体
性
に
乏
し
く
︑
目
に
見
え
な
い
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
作
用
を
論

じ
る
の
が
主
で
あ
る
か
ら
︑
捉
え
ど
こ
ろ
も
な
い
し
︑
検
証
も
で
き
な
い（

24
）

﹂
と

い
う
事
が
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
︑
宣
長
の
論
争
相
手
は
︑
儒
教

に
基
づ
く
宇
宙
像
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑
宣
長
を
駁
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
︒

儒
者
に
よ
る
批
判
の
対
象
は
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
を
太
陽
そ
の
も
の
と
す
る
よ
う
な

宣
長
の
神
話
解
釈
の
非
合
理
さ
で
あ
り
︑
儒
教
的
宇
宙
観
を
以
っ
て
宣
長
と
論

争
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
一
方
で
︑﹃
九
山
八
海
解
嘲
論
﹄
に

み
る
よ
う
に
︑
仏
者
に
は
明
確
な
宇
宙
像
と
し
て
の
須
弥
山
が
存
在
し
た
︒
ま

た
化
政
期
以
前
︑
宣
長
の
時
代
の
庶
民
に
お
け
る
世
界
認
識
に
は
未
だ
仏
教
的

世
界
図
が
命
脈
を
保
っ
て
い
た（

25
）

︒
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
︑
宣
長
は
儒
教
で
は

な
く
仏
教
的
宇
宙
像
を
反
駁
の
対
象
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
︒

　
第
二
の
疑
問
と
し
て
は
︑
な
ぜ
宣
長
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
﹃
解
嘲

論
の
弁
﹄
を
書
く
事
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
時
期
の
問
題
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑

第
三
の
疑
問
と
し
て
︑
宣
長
の
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
に
は
︑
西
洋
天
文
学
に
基
づ

き
仏
教
的
宇
宙
像
を
否
定
し
た
そ
の
先
が
存
在
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
宣
長
は
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
で
須
弥
山
を
否
定
す
る
た
め
︑
西
洋
由
来

の
地
球
説
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
︑
地
球
説
と
日
本
の
古
伝
と
の
一

致
に
一
切
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
こ
れ
で
は
単
に
︑
須
弥
山
を

否
定
し
︑
西
洋
天
文
学
の
実
用
性
や
合
理
性
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証

し
た
に
過
ぎ
な
く
な
る
︒
以
下
こ
の
二
点
を
考
え
た
い
︒

　
宣
長
が
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄（
寛
政
二
年
）
を
執
筆
し
た
背
景
と
し
て
︑
服
部

中
庸
の
﹃
天
地
初
発
考（

26
）

﹄（
寛
政
元
年
ま
で
に
成
立
）
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒﹃
天
地
初
発
考
﹄
は
国
学
的
宇
宙
論
の
嚆
矢
︑﹃
三
大
考
﹄
の

草
稿
で
あ
る
︒
宣
長
は
こ
の
書
を
中
庸
か
ら
︑
寛
政
元
年
三
月
に
借
用
し
た
記

録
を
残
し
て
い
る
（﹃
雅
要
録
﹄
本
居
全
集
二
十
︑ 

二
六
二
）︒﹃
天
地
初
発
考
﹄

の
画
期
的
な
点
は
︑﹁
天
地
ひ
ら
け
初
れ
る
時
の
天
之
御
中
主
神
ヨ
リ
次
々
に

正
し
き
伝
の
ま
し
ま
せ
ば
天
地
は
も
と
か
ゝ
る
物
な
る
事
明
ら
け
き（

27
）

﹂
事
を
語

る
点
に
あ
っ
た
︒
中
庸
は
︑﹃
古
事
記
﹄
と
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
﹃
古
事
記

伝
﹄
を
解
釈
す
る
こ
と
で
︑
天
地
初
発
の
一
物
か
ら
︑
日
（
高
天
原
）・
地
・
月
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（
夜
食
国
）
が
分
離
し
︑
月
日
が
地
球
の
周
り
を
廻
り
始
め
る
こ
と
を
説
い
た
︒

こ
れ
は
国
学
者
と
し
て
古
伝
に
基
づ
き
︑
宇
宙
像
を
語
ろ
う
と
す
る
初
め
て
の

試
み
で
あ
ろ
う（

28
）

︒
ま
た
︑
同
書
に
お
い
て
も
︑﹁
西
洋
の
国
の
人
船
を
よ
く
や

り
て
地
の
円
な
る
形
﹂
を
実
見
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
︑
そ
こ
か
ら
﹁
儒

仏
の
輩（

29
）

﹂
が
否
定
さ
れ
て
い
る
点
に
︑﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
と
の
共
通
点
が
あ
る
︒

　
宣
長
は
中
庸
の
﹃
天
地
初
発
考
﹄
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
︑﹃
解
嘲
論

の
弁
﹄
を
書
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

30
）

︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
宣
長
の
﹃
解
嘲

論
の
弁
﹄
執
筆
動
機
は
︑﹃
天
地
初
発
考
﹄
の
よ
う
な
﹃
古
事
記
伝
﹄
に
基
づ

く
宇
宙
像
が
正
し
い
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る

た
め
の
仏
教
的
宇
宙
像
に
対
す
る
論
難
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
宣
長
の
時
代

に
お
い
て
︑
具
体
的
な
宇
宙
像
を
め
ぐ
る
仮
想
敵
は
儒
教
で
は
な
く
仏
教
だ
っ

た
の
は
既
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
︒
実
際
︑
宣
長
は
寛
政
三
年
の
門
人
︑
小

篠
敏
へ
の
手
紙
で
︑﹁
右
天
地
初
発
之
事
︑
天
地
ノ
形
体
ノ
事
︑
近
頃
此
方
門

人
中
当
所
服
部
中ナ
カ

庸モ
チ

ト
申
ス
者
︑
甚
妙
論
ア
リ
︑
古
今
未
発
ノ
妙
論
﹂（﹃
寛
政

三
年
三
月
十
五
日
　
小
篠
敏
宛
﹄
本
居
全
集
十
七
︑ 

一
五
〇
）
と
し
て
中
庸
を
激

賞
し
︑
そ
れ
が
天
地
の
始
ま
り
や
天
体
の
あ
り
か
た
を
説
明
す
る
も
の
と
理
解

し
て
い
る
︒
宣
長
は
続
け
て
︑﹁
是
ハ
古
事
記
伝
ノ
説
ニ
本
ヅ
キ
テ
考
ヘ
候
物

ニ
而
︑
よ
ほ
ど
異
ア
リ
︑
甚
妙
論
ナ
レ
ハ
︑
古
事
記
伝
ノ
神
代
ノ
終
り
へ
加

入
﹂
す
る
と
書
い
て
お
り
︑
宣
長
が
中
庸
の
説
を
︑﹃
古
事
記
伝
﹄
に
基
づ
く

宇
宙
論
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
同
じ
書
簡
に
お
い
て
︑

宣
長
は
﹁
地
球
ノ
頂
上
ハ
皇
国
也
外
国
ハ
ソ
ノ
傍
ラ
又
下
方
ニ
附
ケ
リ
﹂（
同

前
）
と
い
う
言
葉
と
共
に
︑
地
球
の
図
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
中
庸
の
考

え
が
宣
長
の
宇
宙
像
の
み
な
ら
ず
︑
自
国
と
外
国
と
の
関
係
を
如
何
に
捉
え
る

か
と
い
う
点
で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

　
し
か
し
︑
宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄
に
お
い
て
︑
現
実
の
宇
宙
の
あ
り
方
と
合

致
す
る
よ
う
な
国
学
的
宇
宙
論
を
創
り
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
︒
そ
の

た
め
︑
中
庸
が
﹃
天
地
初
発
考
﹄
を
宣
長
か
ら
の
指
示
を
受
け
な
が
ら
修
正
︑

発
展
さ
せ
た
﹃
三
大
考
﹄（
寛
政
三
年
の
識
語
︑
版
下
は
寛
政
七
年
成
る
）
は
︑

﹃
古
事
記
伝
﹄
十
七
之
巻
の
末
尾
に
附
巻
と
し
て
出
版
（
寛
政
九
年
）
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か（

31
）

︒
宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄
に
欠
く
宇
宙
論

（
日
・
月
・
地
の
成
立
）
を
補
完
す
る
べ
く
︑﹃
三
大
考
﹄
を
﹃
古
事
記
伝
﹄
の

附
巻
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

32
）

︒

　
一
方
で
︑﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
を
書
く
に
至
っ
た
宣
長
が
︑
そ
の
後
も
自
ら
の

著
作
に
お
い
て
宇
宙
論
を
示
さ
な
か
っ
た
の
は
︑
一
節
で
見
た
よ
う
な
不
可
知

論
に
基
づ
く
漢
意
批
判（

33
）

が
最
後
ま
で
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
宣
長
に
存
在
し
た
こ
と

が
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
宣
長
は
﹁
天
照
大
御
神
を
︑
天
津
日
に
は
あ
ら
ず
と
す
る
﹂
こ
と
を
︑﹁
漢

意
の
小
チ
イ
サ

き
理
﹂
と
し
て
批
判
す
る
が
︑
結
局
は
﹁
人
の
ち
ひ
さ
き
さ
と
り
を
も

て
︑
其
理リ

は
測ハ
カ

り
し
ら
る
べ
き
き
は
に
は
あ
ら
ず
﹂（﹃
玉
勝
間
﹄
本
居
全
集
一
︑ 

五
三
）
と
す
る
よ
う
に
︑
天
地
に
関
わ
る
よ
う
な
問
題
は
人
間
の
智
の
及
ぶ
範

囲
で
な
い
と
い
う
﹃
葛
花
﹄
以
来
の
考
え
が
思
想
の
根
底
に
存
在
し
続
け
た
︒

宣
長
は
弟
子
に
対
し
て
も
︑﹁
此
天
地
の
道
理
は
か
や
う
〳
〵
な
る
物
ぞ
﹂
と
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す
る
こ
と
は
﹁
み
な
外
国
の
儒
仏
な
ど
の
さ
か
し
ら
事
に
て
︑
畢
竟
は
無
益
の

空
論
に
候
﹂（﹃
答
問
録
﹄
本
居
全
集
一
︑ 

五
二
五
）
と
戒
め
て
い
た
︒

　
ま
た
︑
宣
長
の
古
伝
解
釈
の
正
し
さ
は
︑﹁
こ
と
〴
〵
く
古
事
記
書
紀
に
し

る
さ
れ
た
る
︑
古ヘ

の
伝ツ
タ
ヘ
ゴ
ト説

の
ま
ゝ
﹂
で
あ
る
こ
と
に
担
保
さ
れ
︑﹁
お
の
が
説

を
と
が
め
む
と
な
ら
ば
︑
ま
づ
古
事
記
書
紀
を
と
が
む
べ
し
﹂（﹃
玉
勝
間
﹄
本

居
全
集
一
︑ 

七
四
）
と
い
う
強
烈
な
自
負
が
存
在
し
た
︒﹁
実
証
主
義
者（

34
）

﹂
と
し

て
の
宣
長
の
一
面
で
あ
る
︒
宣
長
が
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
に
お
い
て
︑﹃
古
事

記
﹄
の
真
正
性
と
直
接
関
係
の
無
い
︑
西
洋
天
文
学
の
実
用
︑
正
確
性
に
依
拠

す
る
こ
と
で
︑
仏
教
的
宇
宙
観
を
排
撃
す
る
と
い
う
戦
略
は
︑﹁
実
証
主
義

者
﹂
と
し
て
の
宣
長
と
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
宣
長
が
こ

の
言
明
の
姿
勢
を
保
持
し
続
け
る
限
り
︑
中
庸
の
よ
う
に
﹃
古
事
記
﹄
を
逸
脱

し
た
解
釈
か
ら
創
造
し
た
宇
宙
像
に
よ
っ
て
︑
仏
教
の
宇
宙
像
を
排
撃
す
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
宣
長
は
西
洋
由
来
の
天
文
知
識
を
儒
仏
へ
の

対
抗
言
説
と
し
て
用
い
る
も
の
の
︑
そ
の
天
文
知
識
と
古
伝
と
を
一
致
さ
せ
る

よ
う
な
宇
宙
像
は
遂
に
示
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
宣
長
の
天
文
知

識
受
容
の
限
界
点
が
あ
っ
た
︒

　
宣
長
自
身
が
宇
宙
論
を
語
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
限
界
点
は
上
述
し
た
点
に

明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
宣
長
が
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
に
お
い
て
︑
仏
教
的
宇

宙
観
を
突
き
崩
そ
う
と
し
た
背
景
に
は
︑
神
話
解
釈
に
よ
っ
て
の
み
知
る
こ
と

の
で
き
る
宇
宙
や
世
界
の
正
し
い
あ
り
方
が
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
︒
宣
長
は
﹁
わ
が
皇
国
の
古
伝
説
は
︑
諸
の
外
国
の
如
き
比
類
に

あ
ら
す
︑
真
実
の
正
伝
に
し
て
︑
今
日
世
界
人
間
の
あ
り
さ
ま
︑
一
々
神
代
の

趣
に
符
合
し
て
妙
な
る
こ
と
い
ふ
へ
か
ら
ず
﹂（﹃
呵
刈
葭
﹄
本
居
全
集
八
︑ 

四
〇
六
）
と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
近
世
中
期
以
降
の
社
会
に
流
入
し
た
︑

西
洋
由
来
の
天
文
地
理
知
識
は
︑
宣
長
ら
国
学
者
の
宇
宙
や
世
界
へ
の
認
識
を

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
︑
新
た
な
認
識
に
対
応
す
る
神
話
解
釈
を
要
請
す
る
の
で
あ

る
︒

　
実
際
︑
西
川
順
土
︑
近
年
で
は
西
川
の
研
究
を
発
展
さ
せ
た
金
沢
英
之
の
研

究
に
よ
っ
て
︑
宣
長
が
中
庸
の
﹃
三
大
考
﹄
成
立
過
程
で
多
く
の
指
示
を
出
し

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

35
）

︒
そ
の
た
め
︑﹃
三
大
考
﹄
に
お
け
る

国
学
的
宇
宙
論
を
︑
宣
長
と
中
庸
の
合
作
と
考
え
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
無
理
な

解
釈
で
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹃
三
大
考
﹄
が
﹃
古
事
記
伝
﹄
の
注
釈
か
ら

発
想
を
得
て
い
る
以
上
︑﹃
三
大
考
﹄
以
降
︑
叢
生
す
る
国
学
的
宇
宙
論
は
確

か
に
宣
長
が
引
い
た
レ
ー
ル
上
に
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
国
学
に
お
け
る

西
洋
天
文
学
の
活
用
や
宇
宙
像
の
創
造
は
︑
宣
長
に
端
を
発
す
る
と
考
え
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

　
本
稿
は
宣
長
に
お
け
る
天
文
知
識
の
受
容
と
そ
の
理
由
を
通
時
的
に
把
握
す

る
こ
と
を
企
図
し
た
︒
安
永
期
の
宣
長
は
儒
者
と
の
論
争
の
中
で
︑
不
可
知
論

の
立
場
か
ら
空
中
に
懸
か
る
不
動
の
地
球
や
天
の
あ
り
方
を
大
い
に
不
可
思
議
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な
こ
と
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
天
明
期
以
降
に
な
る
と
宣
長
は
︑
積
極
的
に

西
洋
天
文
学
を
受
容
す
る
こ
と
で
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
暦
や
地
球
説
を
用
い
て
儒
仏

の
思
想
や
宇
宙
観
を
排
撃
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
宣
長
は
西
洋

天
文
学
の
知
識
を
部
分
的
に
受
容
し
な
が
ら
も
︑
そ
の
知
識
を
﹃
古
事
記
﹄
の

解
釈
と
組
み
合
わ
せ
た
宇
宙
像
を
創
造
し
︑
提
示
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
︒

そ
こ
に
は
宣
長
思
想
の
主
要
な
方
法
で
あ
る
漢
意
批
判
と
不
可
知
論
が
存
在
し

た
︒
一
方
で
︑
宣
長
に
は
こ
の
限
界
が
あ
り
な
が
ら
も
︑
宣
長
が
強
く
関
与
す

る
こ
と
で
︑
弟
子
中
庸
の
﹃
三
大
考
﹄
に
お
け
る
国
学
的
宇
宙
像
は
初
め
て
実

を
結
ん
だ
︒﹃
三
大
考
﹄
は
︑
古
伝
の
解
釈
に
よ
っ
て
日
・
月
・
地
球
と
い
っ

た
宇
宙
の
成
り
立
ち
を
語
る
と
い
う
点
で
︑
国
学
史
上
に
お
い
て
エ
ポ
ッ
ク
メ

イ
キ
ン
グ
な
試
み
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
晩
年
の
宣
長
が
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
に

お
い
て
︑
仏
教
の
宇
宙
像
を
論
駁
し
た
背
景
に
は
︑
中
庸
が
企
図
し
た
よ
う
な

国
学
的
宇
宙
像
が
正
し
い
と
い
う
確
信
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
︒

　
宣
長
以
降
の
国
学
者
は
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
の
漢
意
批
判
を
用
い
る
こ
と
な
く
︑

西
洋
天
文
学
の
受
容
を
更
に
進
め
︑
宇
宙
の
姿
と
古
伝
と
の
一
致
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
︒
宣
長
が
中
庸
の
﹃
三
大
考
﹄
を
﹃
古
事
記
伝
﹄
の
附
巻
と
し
て
採

用
し
た
時
点
で
︑
続
く
国
学
者
に
と
っ
て
︑
古
伝
に
基
づ
く
国
学
的
宇
宙
像
を

構
想
す
る
こ
と
が
重
要
な
使
命
と
な
る
の
は
必
定
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（

36
）

︒

﹃
三
大
考
﹄
に
影
響
を
受
け
た
︑
篤
胤
の
﹃
霊た
ま

能の

真み
は
し
ら柱

﹄
や
信
淵
の
﹃
天
柱

記
﹄
は
宣
長
が
敷
い
た
ラ
イ
ン
上
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
従
来

の
よ
う
な
︑
宣
長
と
篤
胤
の
国
学
の
間
に
断
絶
や
大
き
な
性
質
の
差
を
見
出
す

よ
う
な
考
え
方
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
西
洋
天
文
学
が
拓
い
た
新
た
な

世
界
の
姿
は
︑
近
世
後
期
に
お
い
て
国
学
者
の
神
話
解
釈
に
多
大
な
影
響
を
与

え
る
︒
宣
長
以
降
の
国
学
者
が
ど
の
よ
う
に
西
洋
天
文
学
を
古
伝
解
釈
に
取
り

入
れ
︑
宇
宙
像
を
創
造
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
は
︑
別
稿
で
改
め
て
論

じ
て
み
た
い
︒

※ 

本
居
宣
長
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
は
筑
摩
書
房
版
の
﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
を
用
い

た
︒
引
用
箇
所
の
指
示
に
つ
い
て
は
︑
書
名
︑﹁
本
居
全
集
﹂
巻
数
︑
頁
数
の
形
で
示
し
た
︒

※
引
用
文
中
の
割
注
は
︻ 

︼
に
括
っ
て
示
し
た
︒

※
引
用
に
際
し
て
は
︑
旧
字
体
を
新
字
体
に
適
宜
改
め
た
︒

注（
1
）  

村
岡
典
嗣
著
︑
前
田
勉
編
﹁
市
井
の
哲
人
司
馬
江
漢
﹂﹃
新
編 

日
本
思
想
史
研
究

︱
︱
村
岡
典
嗣
論
文
選
﹄（
平
凡
社
︑
二
〇
〇
四
年
）︑
二
四
五
︱
二
四
六
頁
︒

（
2
）  

中
山
茂
﹃
日
本
の
天
文
学
︱
︱
西
洋
認
識
の
尖
兵
﹄（
岩
波
書
店
︑
一
九
七
二
年
）︑

一
六
九
頁
︒

（
3
）  

伊
東
多
三
郎
﹁
国
学
と
洋
学
﹂﹃
近
世
史
の
研
究
﹄
第
二
冊
（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
二
年
）︑
三
七
四
頁
︒

（
4
）  
渡
辺
敏
夫
﹃
近
世
日
本
天
文
学
史
︱
︱
通
史 

（
上
）﹄（
恒
星
社
厚
生
閣
︑
一
九
八
六

年
）︑
三
三
一
︱
三
四
九
頁
︒
渡
辺
は
天
文
暦
学
を
通
史
と
し
て
語
る
上
で
︑﹁
国
学
者

の
天
文
学
﹂
と
し
て
一
章
を
割
い
て
い
る
点
で
例
外
的
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
書
は
資

料
紹
介
の
側
面
が
大
き
い
点
で
国
学
者
の
思
想
に
は
十
分
に
踏
み
込
め
て
い
な
い
︒
ま
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た
︑
篤
胤
の
宇
宙
論
を
評
し
て
﹁
あ
く
ま
で
古
道
学
者
と
し
て
の
説
を
ま
げ
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
︑
大
き
な
誤
り
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂（
三
三
七
頁
）
と
す

る
よ
う
に
︑
国
学
者
が
ど
こ
ま
で
当
時
の
天
文
学
説
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い

う
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
︒

（
5
）  

池
内
了
﹃
江
戸
の
宇
宙
論
﹄（
集
英
社
︑
二
〇
二
二
年
）︑
九
一
︱
九
二
頁
︒

（
6
）  

注
5
前
掲
︑
池
内
︑
六
頁
︒
池
内
は
本
書
の
冒
頭
で
﹁
無
限
宇
宙
論
の
描
像
に
お
い

て
一
気
に
世
界
の
第
一
線
に
躍
り
出
た
の
で
あ
る
︒
残
念
な
こ
と
に
︑
こ
の
「
江
戸
の

宇
宙
論
」
は
こ
れ
ら
三
人
の
寄
与
が
ピ
ー
ク
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
上
に
展
開
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
︒

（
7
）  

注
2
前
掲
︑
中
山
︑
一
七
二
頁
︒

（
8
）  

嘉
数
次
人
﹁
天
文
学
﹂
洋
学
史
学
会
監
修
﹃
洋
学
史
研
究
事
典
﹄（
思
文
閣
出
版
︑

二
〇
二
一
年
）
二
一
三
頁
︒

（
9
）  

こ
の
点
︑
近
世
仏
教
に
つ
い
て
は
︑
岡
田
正
彦
﹃
忘
れ
ら
れ
た
仏
教
天
文
学
︱
︱

十
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
世
界
像
﹄（
ブ
イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
︑
二
〇
一
〇

年
）
等
の
研
究
が
存
在
す
る
︒

（
10
）  

海
野
一
隆
﹃
日
本
人
の
大
地
像
︱
︱
西
洋
地
球
説
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
﹄（
大
修
館
書

店
︑
二
〇
〇
六
年
）︒
日
本
社
会
に
お
け
る
地
球
説
の
受
容
を
巡
る
歴
史
に
つ
い
て
は
本

書
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

（
11
）  

斎
藤
英
喜
﹁
宣
長
・
ア
マ
テ
ラ
ス
・
天
文
学
︱
︱
近
世
神
話
と
し
て
の
﹃
古
事
記
伝
﹄

の
た
め
に
﹂（﹃
歴
史
学
部
論
集
﹄
一
号
︑
二
〇
一
一
年
）︑
森
和
也
﹁﹃
古
事
記
伝
﹄
と

い
う
閉
鎖
系
﹂
山
下
久
夫
・
斎
藤
英
喜
編
﹃
越
境
す
る
古
事
記
伝
﹄（
森
話
社
︑

二
〇
一
二
年
）︑
山
下
久
夫
﹁﹃
古
事
記
伝
﹄
の
起
源
神
話
言
説
︱
︱
天
照
大
御
神
=
「
天

津
日
」（
太
陽
）
説
を
中
心
に
﹂（﹃
日
本
文
学
﹄
六
七
巻
︑
一
号
︑
二
〇
一
八
年
）
等
が

あ
る
︒

（
12
）  

注
11
前
掲
︑
森
︑
二
七
四
頁
︒

（
13
）  

東
よ
り
子
﹃
宣
長
神
学
の
構
造
︱
︱
仮
構
さ
れ
た
﹁
神
代
﹂﹄（
ぺ
り
か
ん
社
︑

一
九
九
九
年
）
一
五
三
頁
︒
東
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
宣
長
と
上
田
秋
成
と
の

論
争
を
分
析
し
︑﹁
宣
長
は
皇
国
の
古
伝
説
の
正
し
さ
を
論
証
す
る
た
め
に
︑
改
め
て
天

文
学
へ
関
心
を
向
け
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
国
学
を
皇

国
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
完
成
さ
せ
て
い
く
た
め
︑
古
伝
説
と
現
実
の
世
界
を

架
橋
し
︑
国
学
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
さ
せ
る
方
向
へ
と
進
ん
で

い
っ
た
の
で
あ
る
︒
服
部
中
庸
の
﹃
三
大
考
﹄
を
め
ぐ
る
一
連
の
問
題
は
こ
こ
か
ら
生

ま
れ
て
き
た
﹂
と
結
論
す
る
︒
本
稿
は
安
永
年
間
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
が
︑
東
に
よ
る

こ
の
指
摘
は
︑
宣
長
だ
け
で
な
く
︑
国
学
と
天
文
学
の
関
係
を
考
え
る
上
で
︑
極
め
て

重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
14
）  

神
野
志
隆
光
﹃
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
を
読
む 

1
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
一
〇
年
）

三
十
頁
︒
神
野
志
は
︑
宣
長
の
﹃
古
事
記
﹄
冒
頭
の
読
み
方
か
ら
︑﹁
天
地
以
前
に
神
が

あ
り
︑
そ
の
神
の
は
た
ら
き
の
も
と
に
天
地
を
は
じ
め
す
べ
て
が
生
成
さ
れ
る
︑﹃
古
事

記
﹄
冒
頭
は
︑
そ
う
い
う
世
界
の
は
じ
ま
り
を
語
る
も
の
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
﹂
と
い
う
﹁﹃
古
事
記
伝
﹄
の
示
し
た
骨
格
﹂
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
宣

長
（﹃
古
事
記
伝
﹄）
に
は
﹃
古
事
記
﹄
か
ら
世
界
の
始
ま
り
を
読
も
う
と
す
る
志
向
が

あ
る
た
め
︑
現
実
の
宇
宙
や
世
界
の
あ
り
方
と
﹃
古
事
記
﹄
と
の
関
係
が
宣
長
に
と
っ

て
最
後
ま
で
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
︒
詳
細
は
後
述
す
る
が
︑﹃
三
大
考
﹄
が
﹃
古
事
記

伝
﹄
の
附
巻
と
な
っ
た
理
由
も
︑
こ
の
宣
長
の
志
向
か
ら
理
解
で
き
よ
う
︒

（
15
）  

注
10
前
掲
︑
海
野
︑
一
八
五
頁
︱
一
九
三
頁
︒

（
16
）  

注
10
前
掲
︑
海
野
︑
一
八
七
頁
︒

（
17
）  

宣
長
が
﹃
真
暦
不
審
考
弁
﹄
を
書
い
た
理
由
は
︑
宣
長
が
天
明
二
年
に
執
筆
し
た
﹃
真

暦
考
﹄
に
対
し
て
︑
川
邊
信
一
が
﹃
真
暦
不
審
考
﹄
と
い
う
批
判
の
書
を
書
い
た
た
め
︑

そ
れ
に
反
駁
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

（
18
）  
注
11
前
掲
︑
斎
藤
︑
八
頁
︒

（
19
）  
﹃
天
文
図
説
﹄︑﹃
真
暦
考
﹄（
天
明
二
年
・
一
七
八
二
）︑﹃
天
地
図
﹄（
同
六
年
~
八
年
）

が
︑
こ
の
時
期
に
成
立
し
て
い
る
︒

（
20
）  

注
11
前
掲
︑
斎
藤
︑
一
六
頁
︒
宣
長
の
暦
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
︑
斎
藤
の
論

文
が
詳
し
い
︒
斎
藤
は
﹁
太
陽
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
普
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遍
性
」
は
︑
一
定
し
て
変
る
こ
と
の
な
い
太
陽
の
運
行
を
暦
の
根
本
と
考
え
て
い
く
西

洋
天
文
学
に
支
え
ら
れ
て
い
た
﹂
と
結
論
し
て
い
る
︒

（
21
）  
大
久
保
正
に
よ
る
﹃
本
居
宣
長
随
筆
﹄
第
八
巻
︑
成
立
年
の
検
討
か
ら
推
測
し
た

（﹃
解
題
﹄︑
本
居
全
集
十
三
︑ 

二
九
）︒

（
22
）  

金
沢
英
之
﹃
宣
長
と
『
三
大
考
』﹄（
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
）
一
二
二
頁
︒
金
沢

も
宣
長
の
こ
の
言
を
引
用
し
た
上
で
︑
服
部
中
庸
の
﹁﹃
三
大
考
﹄
が
日
月
と
い
う
現
実

の
天
体
を
射
程
に
収
め
る
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
要
求
を
前
に
し
て
理
解
が
容
易
に
な

る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

（
23
）  

注
2
前
掲
︑
中
山
︑
一
四
一
頁
︒

（
24
）  

注
2
前
掲
︑
中
山
︑
一
五
三
頁
︒

（
25
）  

川
村
博
忠
﹃
近
世
日
本
の
世
界
像
﹄（
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
三
年
）
二
五
二
︱

二
五
八
頁
︒
川
村
は
鎖
国
体
制
下
の
日
本
で
は
知
識
階
級
と
一
般
庶
民
の
間
で
の
世
界

認
識
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
よ
う
な
中
で
仏
教
系
世
界
図
が
庶
民
に
受
容

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

（
26
）  

注
22
前
掲
︑
金
沢
︑﹃
三
大
考
﹄
の
成
立
過
程
や
︑﹃
天
地
初
発
考
﹄
の
金
沢
に
よ
る

再
発
見
は
同
書
に
詳
し
い
（
六
二
︱
九
六
頁
）︒
ま
た
︑﹃
天
地
初
発
考
﹄
の
翻
刻
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
︒

（
27
）  

服
部
中
庸
﹃
天
地
初
発
考
﹄
二
四
九
頁
︒（
注
22
前
掲
書
に
所
収
︑
頁
数
は
同
書
の
頁

数
を
用
い
た
）︒

（
28
）  

な
お
︑
宣
長
は
﹃
天
地
図
﹄︑﹃
真
暦
考
弁
﹄
を
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
中
庸
に

貸
与
し
て
い
る
（﹃
借
書
簿
﹄
本
居
全
集
二
十
︑ 

四
三
三
）︒
宣
長
の
﹃
天
地
図
﹄
が
あ
っ

て
初
め
て
︑
中
庸
の
﹃
天
地
初
発
考
﹄
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
は
銘
記
す
る
必
要
が

あ
る
︒

（
29
）  

注
27
前
掲
︑
服
部
︑
二
四
八
頁
︒

（
30
）  

﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
末
尾
に
は
︑
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
九
月
付
け
の
小
篠
敏
宛
の
宣

長
書
簡
が
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
宣
長
が
執
筆
に
至
っ
た
直
接
の
経
緯
が
窺
え
る
︒
宣
長
は

﹁
佛
氏
須
弥
山
之
説
に
付
論
難
之
書
（
中
略
）
御
見
せ
被
レ
下
閲
見
候
処
﹂
と
書
い
て
お
り
︑

敏
が
宣
長
に
文
雄
の
﹃
九
山
八
海
解
嘲
論
﹄
と
そ
れ
を
駁
し
た
東
海
散
人
の
﹃
俯
仰
審

問
﹄
等
を
見
せ
た
こ
と
が
執
筆
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
宣
長
は

﹁
御
望
に
ま
か
せ
少
々
愚
按
書
記
し
掛
二
御
目
一
候
﹂（﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
本
居
全
集
十
四
︑ 

一
七
〇
）
と
も
述
べ
て
お
り
︑
敏
の
求
め
に
応
じ
て
﹃
解
嘲
論
の
弁
﹄
を
書
い
た
こ
と

が
分
か
る
︒
こ
の
間
の
宣
長
と
敏
の
書
簡
が
他
に
遺
っ
て
い
な
い
た
め
︑
こ
れ
以
上
ど

の
よ
う
な
や
り
取
り
が
両
者
に
あ
っ
た
の
か
︑
ま
た
﹃
天
地
初
発
考
﹄
と
の
関
係
は
不

明
で
あ
る
が
︑
寛
政
初
年
の
宣
長
周
辺
で
は
︑
宣
長
の
個
人
的
な
志
向
や
中
庸
と
の
関

係
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
宇
宙
像
や
天
文
知
識
が
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

（
31
）  

﹃
天
地
初
発
考
﹄
や
﹃
三
大
考
﹄
に
関
す
る
年
代
や
事
情
︑
宣
長
と
中
庸
の
や
り
取
り

を
め
ぐ
っ
て
は
︑
注
22
前
掲
︑
金
沢
︑﹁﹃
三
大
考
﹄
論
争
関
連
年
譜
﹂
を
参
照
し
た
︒

（
32
）  

注
11
前
掲
︑
森
︑
二
九
九
頁
︒
森
は
﹁
周
到
な
宣
長
は
︑﹃
古
事
記
伝
﹄
に
関
す
る
限

り
︑
自
ら
著
し
た
注
釈
本
文
と
し
て
で
は
な
く
︑
門
人
の
中
庸
の
手
に
な
る
﹃
三
大
考
﹄

を
附
録
に
す
る
こ
と
で
︑「
漢
意
」
と
同
様
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
知
識
が
﹃
古
事
記
﹄

の
世
界
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
︑
二
段
階
の
障
壁
を
設
け
て
い
た
（
中
略
）

﹃
三
大
考
﹄
は
附
録
で
あ
る
こ
と
で
︑
い
つ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
知
識
も
ろ
と
も
に

﹃
古
事
記
伝
﹄
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
理
論
上
可
能
﹂
と
結
論
す
る
︒
し
か
し
︑﹃
古
事

記
伝
﹄
巻
一
︱
五
と
い
う
︑
宇
宙
論
に
不
可
欠
な
﹁
天
地
初
発
﹂
を
含
む
︑
カ
グ
ツ
チ

が
殺
さ
れ
る
場
面
ま
で
の
注
釈
が
寛
政
二
年
に
出
版
さ
れ
て
お
り
︑
中
庸
の
見
解
を
そ

の
注
釈
に
取
り
入
れ
る
時
間
は
宣
長
に
な
か
っ
た
︒
そ
も
そ
も
﹃
古
事
記
伝
﹄
の
﹃
古

事
記
﹄
上
巻
部
分
の
注
釈
︑
巻
三
︱
十
七
の
浄
書
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
終
わ
っ

て
お
り
︑
宣
長
が
西
洋
由
来
の
科
学
知
識
を
用
い
始
め
た
の
が
天
明
年
間
以
降
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
︑
森
が
い
う
よ
う
に
︑﹃
三
大
考
﹄
を
﹃
古
事
記
伝
﹄
の
付
録
と
し
た
こ

と
を
︑﹃
古
事
記
﹄
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
知
識
を
隔
離
す
る
宣
長
の
戦
略
と
す
る
の
は

少
々
行
き
過
ぎ
た
見
方
で
あ
ろ
う
︒

（
33
）  
宣
長
の
用
い
る
﹁
漢
意
﹂
と
﹁
不
可
測
の
理
﹂
に
つ
い
て
は
︑ 

田
中
康
二
﹃
本
居
宣

長
の
思
考
法
﹄（
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
五
年
）
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
︒

（
34
）  

勿
論
︑
宣
長
が
現
代
の
国
文
学
者
の
よ
う
に
﹃
古
事
記
﹄
を
実
証
的
に
読
ん
だ
と
い
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う
わ
け
で
は
な
い
︒
宣
長
の
﹁
実
証
﹂
に
関
し
て
は
︑
子
安
宣
邦
﹃﹁
宣
長
問
題
﹂
と
は

何
か
﹄（
青
土
社
︑
一
九
九
五
年
）
以
降
︑
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
こ
れ
以

上
論
じ
な
い
︒

（
35
）  

西
川
順
土
﹁
三
大
考
を
中
心
と
す
る
宇
宙
観
の
問
題
﹂﹃
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
肇
国

文
化
論
文
集
﹄（
神
宮
皇
學
館
︑
一
九
四
一
年
）︒
西
川
は
﹁
近
時
発
見
さ
れ
た
三
大
考

草
稿
の
有
す
る
唯
一
の
価
値
は
︑
宣
長
自
ら
訂
正
加
へ
た
こ
と
（
中
略
）
三
大
考
は
宣

長
の
説
に
よ
つ
て
記
述
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
﹂（
三
三
五
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
︑

更
に
は
﹃
三
大
考
﹄
に
よ
っ
て
﹁
宣
長
の
所
説
が
変
化
し
た
﹂（
三
七
〇
頁
）
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
︒
注
22
前
掲
︑
金
沢
︑
六
二
頁
︱
一
二
五
頁
︒
金
沢
は
西
川
の
研
究
を
発

展
さ
せ
︑
中
庸
の
﹃
三
大
考
﹄
成
立
過
程
に
お
い
て
︑
宣
長
が
ど
の
よ
う
な
指
示
を
し

た
の
か
︑
そ
し
て
﹃
古
事
記
伝
﹄
と
﹃
三
大
考
﹄
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
関
係
を
詳
細
に

分
析
し
て
い
る
︒

（
36
）  

桂
島
宣
弘
﹃
思
想
史
の
十
九
世
紀
︱
︱
﹁
他
者
﹂
と
し
て
の
徳
川
日
本
﹄（
ぺ
り
か
ん

社
︑
一
九
九
九
年
）
一
一
二
頁
︒
桂
島
は
﹁
幕
末
国
学
者
に
お
い
て
は
︑（
近
代
の
眼
差

し
と
は
異
な
っ
て
）
宇
宙
創
造
論
=
「
天
地
初
発
」
論
こ
そ
国
学
の
根
幹
を
成
す
も
の

と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

付
記

　
本
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒




