
繹

と

東

洋

文

化

久

松

眞

一

縄

は
本
來
、

凡
て
の
人
間
の
眞
實

の
根
本
主
禮
の
自
畳

で
あ

つ
て
、

そ
こ
に
は
東

洋
と
西
洋
と

の
別

の
あ

る
べ
き

も

の
で
は
な
い
。

こ
の
主
農

に
於

て
は
、
西
洋
人
も
東
洋
人
も
本
來
同

一
で
あ
る

べ
き
で
あ

る
。
し

か
し
根
本
主
髄

で
あ

る
か
ら
と

て
、

こ
の
主
膿
は
凡

て
の
人

間
に
自
畳

さ
れ

て
居

る
と
は
限

ら
な

い
。
も
と

よ
り

こ

の
主
饅
が
自
畳

さ
れ
て
居
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
軍
に
能
所
的

に
主
饅
が
識

ら
れ

て
居

る
と

い
ふ
こ
と
で
は
な
く
し

て
、
主
鵬
そ

の
も

の
が
自
ら
め
ざ
め

て
主
膿
的

に
活
き

て
居

る
と

い
ふ
こ
と

で
あ

る
が
、
こ
の
主
腱
が
め
ざ
め
て
活
き

て
居

る
と

い
ふ

こ
と
な

く
し
て
は
暉

は
現
成
し
な
い
。
暉

は
東
洋

に
於

て
現
成
し
、
東
洋

に
於

て
廣
く
遠

く
傳
承

せ
ら
れ
、
東
洋

に

於

て
種
々
の
は
た
ら

き
を
演

じ
、
西
洋

に
於

て
は
見

る
こ
と
の
で
き
虹
濁
自

の
文
化
を
東
洋

に
創
出

せ
し
め
、
東
洋

と
西
洋

と
を
文

化
的
に
類

別
す

る

一
つ
の
主
要
な

る
契
機

と
な

つ
た
。
從

來
東
洋
人

の
み
な
ら
す
西

洋
人

に
よ

つ
て

も
、
灘

は
屡
々
東
洋

文
化
と
西
洋
文
化
と
を
類

別
す

る
圭
要
な
契
機
と
な
さ
れ
た
が
、
實

に
も
し
も

東
洋

に
於

て
灘

が
現
成
し
傳

承
せ
ら

れ
な

か

つ
た
な
ら
ば
、
今

日
東

洋
文
化
と
し

て
特

に
西
洋
丈
化
か
ら
著

し
く
特

色

づ
け
ら
れ
居

輝
と
東
洋
丈
化

一
一
)
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縄
と
東
洋
交
化

・

(二
)

る
東
洋
文
化

の
い
か
に
多
く
が
東
洋
か
ら
削
減

さ
れ
る
こ
と

で
あ
ら

う
か
。

東
洋

に
於
け

る
灘
の
現
成
は
宗
教
、
學
問
、
道
徳
、
藝
術
等

の
文
化

の
全
面

に
互

つ
て
、

西
洋
に
於

て
は
到
底
見

る
こ
と

の
で
き
な

い
猫
自
な

る

一
大
文
化
髄
系
を
東

洋
に
成
立
せ
し
め
た
。
宗
敢
と
し

て
は

、
紳
的
聖
的
な

る
も
の

を
超
越
的

に
外

に
向

つ
て
求
め
す
、
人
間

本
來
の
内
在
的
自
性
を
聖
的

な
る
も
の
と
し
、
直

下

に
そ
れ

へ
還

元
蹄

入

す

る
こ
と
を
宗
と
す

る
藤
宗
、
學
問

と
し
て
は
、

こ
の
直
下
還
元
に
よ

つ
て
、
現
實

の
思
惟

理
性

の
絶
封
根

源
た
る

絶
封
矛
盾
を
絶
封

止
揚
し
、
そ

こ
に
頓

悟
す

る
絶
封
智

に
基
づ

い
て

一
切
を
統

一
す
ろ
麗
哲

學
と
も

い
ふ
ぺ
き
も

の

を
始
め
、
そ
れ
に
よ

つ
て
儒
敏

を
解
繹
し
深
化
し

た
る
宋
學

の
如

き
も

の
、
道
徳
と
し

て
は
、
灘

僑
や
、
武

士
や
、
諸

道

の
達
人
の
生

死
を
越
え
、
是
非
を
,絶
し
、
寂
然
と

し
て
不
動
無
畏
な

る
境
涯
、
無
我

に
し

て
自
他
を
絶
し
、
無
念

無

心
に
し
て
住
ま

る
と

こ
ろ
な

く
、
所
謂

「
放

心
」
に
し

て
「
圭

一
無
適
」
な

る
無
擬
自
在

の
は
た
ら
き
、
藝
術

と
し

て
は
、
底
ひ
な

き
深
さ
静

け
さ
、
幽
玄

さ
、
男
性

的
な

る
勤

さ
太

さ
、
も

の
に
ご
だ
は
ら
ぬ
洒
脱

さ
、
世
間
ば
な
れ

し
た
脱
俗
さ
、
燦
欄
華
麗
細
微
均
齊
を
砕

い
た

さ
び
わ
び
簡
素
さ
枯
高

さ
と
い

ふ
や
う
な
も

の
を
渾

一
的

に
表
現
し

て
居

る
南
宋
書

及
び

そ
の
流

れ
を
汲
む

日
本
書

の
諸
派
、
輝

家

の
書
蹟
、
造

庭
、
能
樂
、
抹

茶
道

の
諸
藝
術
、
濯

文

學
、
俳
譜
等
は
内
容
的
意
味
的

に
も
、
歴
史
的

に
も
暉

に
起
因
す
る

一
大

文
化
膣
系

の
圭
要

な

る
中
核

的
要
素

で
あ

る
。
な

ほ
こ
れ
等

の
影
響
を
受
け
た
る
末
流
末
涙

の
も

の
や
、
こ
れ
等
と
類
似
な
も

の
を
歎

へ
來
れ
ば
東

洋
文
化
の

實

に
廣
汎
な

る
領

域

に
亙

る
で
あ
ら
う
。

こ
の
文
化
膿
系
は
、
支
那
に
於

て
は
、
灘

の
歴
更

的
駿
鮮
時
代

で
あ

る
梁

2



階
、
唐

に
起
り
始
め
、
暉

の
最
も
盛
ん

で
あ
つ

た
宋
時
代
に
最
も
興
隆
し

τ
頂
鮎

に
達

し
、

日
本

に
於
て
は
、
輝

の

渡
來
し

た
鎌
倉
時
代

に
始
ま
り
、
灘

の
全
盛
期

で
あ

つ
た
南

北
朝
、
室
町
、
桃
山
、
江
戸

の
各
時
代

に
亙

つ
て
最

も

隆
昌

を
極

め
、
支
那

に
於

て
は
見

る
こ
と

の
で
き
な

か

つ
た
や

う
な
諸
種

の
文
化
が
創
出

さ
れ

て
全
膿

系

の
大
成
を

見

る
に
至

つ
た
。
し
か
し
灘

に
い
か
な

る
契
機
が
あ

つ
て
、
か
く
も
特
色
あ

る

一
大
文
化
膿
系

を
東

洋

に
創
出
す
ろ

に
至
ら
し
め
た
で
あ
ら

う
か
。
私

は
蕪

に
そ

の
意

味
的
根
本
契
機
を
究
明

し
て
見
よ
う
と
思

ふ
。

二

 

拗

こ

の
東
洋

猫
自

の

一
大
文
化
膿
系
を
創
出
せ
し
め
た
灘
と
は

い
か
な

る
も
の
で
あ
ら
う

か
。
そ

れ
が
明
か

に
な

れ
ば
、
そ
れ

に
よ

つ
て
か
か
る
文
化
と
輝
と

の
必
然
的
内
面
的
意
昧
關
係
が
明
か
に
な

り
、
か

か
る
文
化

の
本
質

的

意
味
も
自
ら
理
解
さ
れ
る
筈

で
あ

る
。
灘
と
は

い
か
な

る
も

の
で
あ
る
か
と

い
ふ
問

に
…封
し
て
は
、

方
法
的

に
も
内

容
的

に
も
種

々
の
答

へ
方
が
あ

り
得

る
の
で
あ

る
が
、
私

は
今
叢

で
は
概
念
的

方
法
に
よ

つ
て
先
づ
大

膿
「
縄

と
は
人

問

の
根
本
圭
禮

の
自
畳

で
あ

る
」
と
簡
軍

に
答

へ
て
置

い
て
、

こ
の
命
題

の
意

味
内
容
を
解
読
す
る

こ
と

に
よ

つ
て

輝

の
概
要
を
描
き
出

し
、
且
描

さ
出

し
な
が
ら

そ
れ

に
よ

つ
て
束
洋
文
化
と

の
關
係
を
解
明

し
て
ゆ

か
う
と
思

ふ
。

も

と
よ
り
灘

に
就

て
の
概

念
的
認
識
は
灘
そ

の
も

の
で
は
な

い
か
ら
、
こ
れ
を
得

て
輝
そ

の
も

の
を

膿
得

し
た
と
思

ふ
な
ら
ば
大
な

る
思
ひ
違
ひ
と

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
た
と

ひ
概
念
的
認
識
と

雛
も
學
問
的

に
も
求

道
的
に
も
そ
の

輝
と
東
洋
丈
化

ハ認し
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灘
と
東
洋
丈
化
,

へ四
}

正
確
が
期

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な

い
。

凡
そ
人
問

に
し

て
自
畳

の
な

い
や
う
な
人
間
は
な

い
で
あ
ら
う
。
自
畳
が
あ

つ
た
な
ら
ば
勿

論
圭
膿
が
自
畳
さ
れ

て
居

る
筈

で
あ

る
。
圭
禮

と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ

る
か
を

た
と
ひ
概
念
的
學
問
的

に
把
握
し
、

は

つ
き
り
と

い
び
あ

ら

は
し
得
な

い
に
し

て
も
、
例

へ
ば
誰
し
も
自
分

が
茶
を
喫
し

て
居

る
場
合

に
、
他

人
が
喫
し

て
居

る
の
で
は
な

く

し
て
自
分
が
喫
し

て
居

る

の
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
を

よ
く
承
知
し

て
居

る
の
は
、
圭
膿

の
自
畳

が
あ

る
か
ら

で
あ

る

精
神
喪
失
者

か
何

か
で
な
か

つ
た
な
ら
ば
人
間

に
し

て
主
禮

の
自
畳

の
な

い
も
の
は
な

い
で
あ

ら

う
。
然
ら
ば
主
膿

を
自
畳

し
て
居

る
こ
と

は
灘

に
限

ら
な

い
筈

で
あ

る
。
し

か
し
入
間
が
通
常
自
畳

し
て
居

る
主

膿
は
枝
末
主
禮

で
あ

つ
て
根
本
主
禮

で
は
な

い
。
枝
末

主
禮
を
主
膿
と
し

て
居

る
の
が
人
間

の
現
實

で
あ
る
。
人
間

は
枝
末
主
膿
と

し
て

生
港
、

そ
れ
で
考

へ
、
そ
れ
で
行

ふ
も

の
に
過
ぎ
な

い
。
枝
末
主
艦
は
多

元
的
で
あ

つ
て
互

に
相
限
定
し
相
矛
盾
す

る
も

の
で
あ

る
。
も
と
よ
り

い
か
な

る
主
膿
も
主
禮

で
あ

る
以

上
何
等
か
統

一
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
か
ら
、
枝
末

主

膿
と
錐

も
主
禮
と
し

て
何
等
か

一
つ
の
統

一
膿

で
あ
る

の
は
相
違
な

い
が

、
そ
の
統

一
膿
は
封

他
的

で
あ

つ
て
、
他

を
限
定
す

る
と
と
も

に
他

か
ら
限
定

さ
れ

て
居

る
統

一
髄

で
み

る
。
か

、
る
統

一
膿
は
内

に
封

し

て
は
統

「
的

で
あ

り
な
が
ら
他

に
封
し

て
は
矛
盾
を
持

ち
、
矛
盾
を
持

つ
こ
と

に
於

て
更

に
統

一
を
豫
期

し
求
め

る
統

一
膿

で
あ
る
か

ら
、
統

一
膿

で
あ

り
な
が
ら
而
も
矛
盾
艦

で
あ

る
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
人
間

の
主
謄
が

か

、
る
主
膿

で
あ

る

限

り
、
人
間

は
永
遠

に
統

一
即
矛
盾
、
矛
盾
即
統

一
膿
た

る
を
免
れ
な

い
。

こ

、
に
人
間

の
時
間

性
歴
史
性
が
あ

る
。
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人
問
が
矛
盾
よ
り
統

一
へ
、
統

一
か
ら
矛
盾

へ
、
現
實
か
ら
理
想

ヘ
レ
理
想
か
ら
現
實

へ
、
苦
か
ら
樂

へ
、
樂
か
ら
苦

へ
時
間
的
に
無
限
に
轄
成
す
る
の
は
枝
末
主
髄
を
主
艦
と
す
る
人
間
の
必
然
的
蓮
命
で
あ
る
。
所
謂
辮
謹
法
は
輩
に

吾
々
の
思
辮
的
論
理
的
の
知
的
方
法
で
は
な
く
し
て
、
枝
末
主
禮
の
主
膿
的
生
命
的
な
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

輩
に
知
的
の
辮
謹
法
は
こ
の
主
燈
的
辮
設
法
に
基
づ
く
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
辮
謹
法
は
輩
に
知
的
の
も
の
で
は
な
く

し
て
、
枝
末
主
燈
の
在
り
方
生
き
方
の
具
燈
的
法
則
で
あ
る
。
西
洋
の
辮
置
法
的
哲
學
は
、
枝
末
主
膿
が
自
分
自
身

の
こ
の
具
髄
的
法
則
を
自
己
認
識
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
辮
謹
法
的
哲
學
者
は
、
自
分
自
身

の
主
膿
で
あ
る
枝

末
主
禮
の
實
態
に
洞
徹
し
、
そ
こ
に
は
た
ら
い
て
居
る
辮
謹
法
的
法
則
を
把
捉
し
た
概
念
者
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
て

辮
讃
法
は
枝
末
主
膿
の
自
己
法
則
で
あ
る
か
ら
、
枝
末
主
膿
が
時
間
的
歴
史
的
で
あ
り
、
歴
史
が
辮
謹
法
的
で
あ

つ

て
、
歴
史
哲
學
が
辮
謹
法
的
哲
學
と
密
接
な
關
係
を
持

つ
の
は
當
然
な
こ
と

、
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

辮
謹
法
的
哲
學
者
は
、
枝
末
主
艦
が
自
分
の
主
膣
で
あ
り
、
人
間

一
般
の
主
謄
も
枝
末
主
薩
で
あ
る
と
考

へ
て
居

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
を
辮
讃
法
的
に
観
じ
歴
史
的
に
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
彼
等
に
は
、
絶
野
統

・

〕
性
、
完
結
性
、
永
遠
性
は
人
間
の
世
界
に
於
て
現
成
し
得
べ
く
も
な
い
。
而
も
こ
れ
等
は
、
彼
等
の
究
極

の
目
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
究
極
の
目
的
が
絶
甥

に
現
成
し
得
べ
く
も
な
い
と

い
ふ
こ

と
は
、
矛
盾
が
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
哲
學
の
重
大
映
隅
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
か
く
哲
學
せ
し
む
る
に
至
つ
た
哲
學

者
の
主
禮
自
身
の
重
大
苦
悶
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
哲
學
者
は
、
哲
學
の
こ
の
重
大
歓
陥
を
、
絶
封
統

一
の

輝
と
東
洋
丈
化

(盆
)
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灘
　と
東
洋
・文
化

`

(
六
)

、
妥
當
的
必
然
性
を
唯
抽
象
的
論

理
的

に
論

結
す
る

こ
と

に
よ

つ
て
補
ひ
、
彼
自
身

の
重
大
苦
悶

を
、
絶
封
統

一
は
現

,

成
す

べ
き
も
の
で
あ

り
、

現
成
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら

糧
も

の
で
あ
り
、
事
實
上
現
成
す
る
も

の

で
あ

る
と

の
情

意
的

信
仰

に
よ

つ
て
自
ら
慰

め
よ
う
と
し
、
或
は
こ
れ
を
現
成
せ
し
め
る
超

人
問
的
力
を
信
ず

る
こ
と

に
よ
つ
て
自
ら
安

ん
じ
よ
う
と
す

る
。

し
か
し
、

さ
れ
ば

と
て
絶
封
統

一
は
即
今
現
成
し
て
居

ら
な

い
こ
と
は
も

と
よ
り
、
未
來
永
劫

絶
封

に
現
成
す

べ
く
も
な

い
。

こ
～
に
辮
謹
法
的
哲
學

の
絶
封

に
濟

ふ
べ
か
ら
ざ

る
致
命
的
難
鮎

が
あ
る
。

こ
の
難

鮎
を
濟

ふ
た
め
に
抽
象
論
理

に
臨
り
、
情

意
的
信
仰
に
堕
す

る
如
き
は
、
辮
謹
法
的
哲
學

の
如

き

に
於

て
は
殊
に
許

す

べ
か
ら
ざ
る
こ
と

で
あ

る
。

し
か
し
、
西
洋

の
辮
謹

法
的
哲
學

叢
限
ら
す

、
凡
そ
枝
末
主
膿

を
主
膿

と
し
、
人
間

を
枝
末
主
膣
的

に
観
じ

て
ゆ

く
も
の
は
」
人
間
を
歴
史
的

に
観
じ
、
辮
謹
法
的

に
観
じ

て
ゆ
く

も

の
で
あ

つ
て
必
然

的

に
こ
の
難
鮎
を
免
れ

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
墓
督

敏
の
如
き
も
、
入
間

の
力
を
批
到
し
、
人

間

に
は
絶
封
統

一
を

現
成

せ
し
め
る
如
き
力

の
全
然
無
き

こ
と
を
自
畳

し
、
辮
謹
法

の
難
黙

に
撞
着
は
し
た
が
、
な

ほ
も
枝
末

主
髄
を
主

膿
と
し
ガ
絶
封
統

一
は
他
者
的
な
超
人
間
的
力

に
よ

つ
て
現
成
す
る
も
の
と
信
ず
る
も
の

に
過

ぎ
な

い
か
ら
、
絶
封

統

一
の
現
成

は
箪

に
信
仰
内
容

に
止
ま
る
外

は
な
い
。
尤
も
超
人
間
的
力

に
よ

る
絶
封
統

一
分
現
成
を
信
ず

る
こ
と

は
、
絶
望
に
封
す

る
光
明

で
あ
り
慰
安

で
あ

り
、
生
命
を
力

づ
け

る
も
の

で
は
あ

る
が
、
超

人

間
的
力
は
軍
な

る
信

仰
内
容

に
過
ぎ
な

い
限
り
、
絶
封
統

一
を
事
實
的

に
現
成
し
得
る
も
の
で
は
な

い
。

某
督
敏

に
限

ら
ず
佛
教

に
於

て

さ

へ
も
、
人
問

を
枝
末
主
禮
的

に
観
す
る
た
め
に
、
人
間
を
歴
更
的
辮
謹

法
的

に
観

じ
、
時
間

的

に
無
限

の
未

來
に
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絶
封
統

一
を
現
成
せ
ん
と
て
、
或
は
そ
れ
を
自
ら
現
成
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
を
自
畳
し
、
超
人
間
的
力
に
よ
つ

て
現
成
し
よ
う
と
す
る
考
方
も
し
く
は
信
仰
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
人
間
を
枝
末
主
膿
的
に
観
す
る
限
り
、
畢
寛
辮
詮

法
や
墓
督
教
と
同
じ
難
關
に
逢
着
す
る
の
外
は
な

い
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
佛
教
は
本
來
、
人
間
を
枝
末
主
謄
的
に
観

ぜ
す
し
て
、
根
本
主
膿
的
に
観
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
枝
末
主
膿
そ
の
も
の
を
維
封
解
消
し
、
か

～
る
難
關
の
因
つ
て

來
る
根
源
を
断
た
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
枝
末
主
膿
を
主
謄
と
せ
す
し
て
、
却

つ
て
枝
末
主
膿
を
絹
封
解
消
し
て

根
本
主
膿
に
還
元
蹄
入
し
、
根
本
主
膿
を
主
膿
と
す
る
と
こ
ろ
に
辮
謹
法
や
某
督
敏
と
佛
教
と
の
本
質
的
相
違
が
あ

る
。
基
督
教
は
人
間
の
絶
封
無
力
を
自
畳
し
、
人
間
の

一
切
を
神
に
絶
野
蹄
依
す
る
と
い
ふ
が
、
こ
の
紳
は
佛
教
の

眞
佛
即
ち
根
本
主
燈
と
は
内
容
的
に
異
る
も
の
で
あ
り
、
叉
神

へ
の
絶
封
蹄
依
も
枝
末
主
髄
の
絶
封
解
消
で
は
な
く

し
て
、
な
ほ
枝
末
主
禮
を
主
燈
と
す
る
立
場
を
脱
し
な
い
。
佛
敏
に
於
て
も
浮
土
敏
の
如
き
は
、
こ
の
鮎
某
督
教
と
外

観
を
同
じ
う
す
る
が
、
澤
土
教
も
枝
末
主
膣
を
絶
勢
解
消
し
て
根
本
主
膿
を
主
膿
と
す
る
こ
と
を
そ
の
根
抵
に
假
定

し
て
居
る
も
の
で
あ
る
限
り
佛
敏
的
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
ど
こ
ま
で
も
枝
末
主
膿
を
主
燈
と
す
る

な
ら
ば
佛
教
で
は
な
い
。
灘
は
枝
末
主
膿
を
絶
封
解
清
し
、
根
本
主
膿
を
主
膿
と
す
る
こ
と
に
於
て
最
も
徹
底
し
た

も
の
で
あ
る
。
灘
は
根
本
主
膿

の
如
實
現
成
で
あ
る
。
こ
の
根
本
主
膿
の
如
實
現
成
こ
そ
、
灘
並
に
灘
的
交
化
を
西

洋
文
化
か
ら
異
つ
た
濁
自
の
も
の
た
ら
し
め
、
佛
教
中
に
於
て
も
佛
敏
中
の
佛
教
と
し
て
異
色
あ
ら
し
め
る
所
以
の

も
の
で
あ
る
。
枝
末
主
謄
を
絶
封
解
消
し
て
根
本
主
膣
に
還
元
蹄
入
し
根
本
主
膿
が
如
實
現
成
す
る
こ
と
が
灘
的
宗

輝

と

東

洋

丈

化

(
七
)
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暉
と
東
洋
丈
化

(
八
)

教
で
あ
り
、
枝
末
主
騰
の
上
に
成
立

つ
論

理
で
は
な
く
し
て
、
枝
末
主
膿
を
絶
封
解
清
し
根
本
主
膿
の
上
に
成
立
つ

論
理
の
自
畳
が
顧
的
哲
學
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
根
本
主
膿
の
行
爲
が
藤
的
道
徳
で
あ
り
、
根
本
主
燈
の
威

情
が
灘
的
藝
術
で
あ
る
。
根
本
主
膿
の
如
實
現
成
な
く
し
て
は
こ
れ
等
は
凡
て
成
立
た
な
い
。
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