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中
国
古
代
の
成
年
男
性
は
基
本
的
に
結
髪
し
、
頭
髪
の
豊
か
さ
を
重
ん
じ
、
禿
頭
を
忌
避
し
て
い
た
。
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
そ

の
傾
向
は
と
く
に
戦
国
時
代
に
顕
著
に
な
り
、
成
年
男
性
は
抜
け
毛
を
気
に
し
は
じ
め
、
育
毛
剤
を
使
用
し
、「
髢て
い

」（
付
け
毛
）
を
使
用

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
も
当
時
の
官
吏
は
、
結
髪
し
て
か
ら
冠
を
か
ぶ
り
、
簪
に
よ
っ
て
頭
髪
と
冠
を
固
定
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
禿
頭
の
官
吏
は
、
冠
や
結
髪
を
条
件
と
す
る
儀
礼
の
場
に
お
い
て
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
君
主
や
父
母
の
葬
礼
時
に
は
、

臣
下
や
子
は
結
髪
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
漢
代
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
禿
者
の
た
め
に
礼
制
が
弛
め
ら
れ
、
葬
礼

時
に
臣
下
や
子
は
髪
型
を
気
に
せ
ず
と
も
よ
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
禿
頭
は
礼
制
的
に
一
定
の
地
位
を
保
全
さ
れ
た
が
、
そ
の
美
的

劣
位
は
と
ど
め
よ
う
が
な
く
、
禿
者
の
焦
躁
感
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
継
承
さ
れ
る
。
三
世
紀
以
来
の
北
中
国
で
は
、
胡
人
が
政
治
的
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に
台
頭
し
、
彼
ら
の
髪
型
は
史
料
上
で
は
髠
頭
・
策
頭
・
編
髪
な
ど
と
表
現
さ
れ
、
漢
人
の
髪
型
と
は
元
来
趣
を
異
に
し
て
い
た
が
、

胡
族
政
権
下
に
は
漢
人
も
お
り
、
五
世
紀
初
頭
に
は
漢
由
来
の
冠
制
も
再
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
禿
頭
は
や
は
り
美
的
劣
位
に
置

か
れ
、
時
に
嗤
い
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
禿
頭
は
、
少
な
く
と
も
戦
国
時
代
以
来
、
一
貫
し
て
美
的
劣
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
忌
避
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
周
知
の
通
り
、
漢
代
に
は
仏
教
が
伝
来
し
、
そ
れ
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
さ
ら
に
深
く
社
会
に
浸
透
し
は
じ
め
、「
剃
髮
」
者
が
増

加
し
た
。
男
性
の
加
齢
に
よ
る
禿
頭
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
い
う
「
剃
髮
」
と
は
、
宗
教
的
理
由
か
ら
頭
髪
を
剃
る
行
為
を
さ
す
。
後

述
す
る
よ
う
に
、「
剃
髮
」
は
、
仏
教
文
献
に
お
い
て
「
除
髮
」「
祝
髮
」「
斷
髮
」「
削
髮
」「
剪
髮
」「
髠こ
ん
ら
く落
」「
剃
頭
」
な
ど
と
も
表
現

さ
れ
て
い
る
。
各
用
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
そ
れ
ら
は
剃
髪
す
る
こ
と
、
も

し
く
は
剃
髪
し
た
頭
を
さ
す
語
で
あ
り
、
剃
髪
に
際
し
て
は
「
鬚し
ゆ

」（
顎
髭
）
の
剃
除
が
伴
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

剃
髪
の
具
体
的
な
や
り
方
に
つ
い
て
、
後
秦
（
四
世
紀
末
〜
五
世
紀
初
）
の
仏
陀
耶
舎
・
竺
仏
念
ら
が
翻
訳
し
た
『
四
分
律
』
巻
第
五

一
（
大
正
二
二
・
九
四
六
上
）
2
（

）
に
は
、
仏
僧
が
二
ヶ
月
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
き
れ
い
に
剃
髪
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
の

仏
僧
の
な
か
に
は
、
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ド
の
者
（
剃
髪
し
た
て
の
者
）
か
ら
五
分
刈
り
の
者
（
剃
髪
し
て
二
ヶ
月
弱
の
者
）
ま
で
い
た
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
し
、
深
刻
な
禿
頭
は
剃
髪
直
後
の
外
見
と
似
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
当
時
の
人
び
と
は
僧
官
を
「
禿
頭
官
家
）
3
（

」
と
も

よ
ん
だ
。
し
か
も
漢
訳
仏
典
に
よ
れ
ば
、
出
家
し
た
者
は
「
頭
髮
自
落
」「
鬚
髮
自
落
）
4
（

」、
す
な
わ
ち
仏
の
力
に
よ
っ
て
頭
髪
や
顎
髭
が

自
然
と
抜
け
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
外
見
も
剃
髪
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
か
か
る
剃
髪
や
「
頭
髮
自
落
」

は
、
頭
髪
の
豊
か
さ
を
重
ん
じ
る
中
国
古
代
の
価
値
観
と
齟
齬
す
る
も
の
で
あ
る
。
き
れ
い
に
剃
り
上
げ
た
頭
と
、
中
途
半
端
に
禿
げ

一
〇
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散
ら
か
っ
た
頭
と
で
は
、
少
な
か
ら
ず
外
見
が
相
異
す
る
が
、
毛
髪
が
少
な
い
と
い
う
点
で
は
、
両
者
は
た
し
か
に
共
通
し
て
お
り
、

そ
れ
は
中
国
古
代
の
結
髪
文
化
と
齟
齬
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
剃
髪
は
、
中
国
で
は
一
般
に
「
孝
」
に
そ
む
く
行
為
と
さ
れ
た
。『
孝
経
』
開
宗
明
義
章
に
は
こ
う
あ
る
。

身
體
髮
膚
は
之
を
父
母
よ
り
受
け
れ
ば
、
敢
え
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
ま
り
な
り
）
5
（

。

本
史
料
に
よ
れ
ば
、
身
体
や
頭
髪
は
父
母
か
ら
授
か
っ
た
も
の
ゆ
え
、
そ
の
「
毀
傷
」
は
「
孝
」
に
反
す
る
。『
孝
経
』
と
は
孔
子
と
曽

子
の
問
答
集
の
か
た
ち
を
と
っ
た
史
料
で
、
戦
国
時
代
〜
前
漢
初
期
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
、
六
朝
社
会
に
お
い
て

広
く
読
ま
れ
た
書
籍
で
あ
っ
た
。
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
孝
思
想
（filial piety

）
は
古
代
イ
ン
ド
仏
教
に
も
み
え
、
必
ず
し
も
中
国
古

代
独
自
の
思
想
、
も
し
く
は
中
国
仏
教
の
特
徴
と
は
限
ら
ず
）
6
（

、
し
か
も
中
国
の
仏
教
徒
は
つ
と
に
儒
教
的
孝
へ
の
配
慮
に
努
め
て
も
い

た
）
7
（

。
だ
が
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
少
な
か
ら
ぬ
人
び
と
が
「
身
体
髮
膚
」
の
「
毀
傷
」
を
儒
教
的
孝
に
抵
触
す
る
と
捉
え
た
の
は
確
か

で
あ
り
、
か
か
る
剃
髪
と
儒
教
的
孝
と
の
矛
盾
は
、
ま
さ
し
く
中
国
独
自
の
争
点
で
あ
っ
た
）
8
（

。

　

そ
の
た
め
道
端
良
秀
氏
は
、
こ
れ
こ
そ
剃
髪
が
忌
避
さ
れ
た
最
大
の
根
拠
で
あ
っ
た
と
す
る
）
9
（

。
一
方
、
吉
川
忠
夫
氏
は
、
剃
髪
を
含

む
仏
教
が
往
々
に
し
て
孝
と
抵
触
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
六
朝
時
代
に
『
孝
経
』
は
一
層
顕
彰
さ
れ
る
べ
き
書
籍
に
な
っ
た
と
し
、
道

端
説
と
少
々
行
論
を
異
に
す
る
が
、
や
は
り
孝
と
剃
髪
と
を
対
立
的
に
捉
え
て
い
る
）
10
（

。
吉
川
氏
は
さ
ら
に
、
当
時
の
排
仏
論
が
剃
髪
と

出
家
主
義
の
二
点
に
集
中
し
た
と
し
、
唐
・
道
宣
『
広
弘
明
集
』
巻
六
・
巻
七
に
唐
初
・
傅
奕
『
高
識
論
』（
歴
代
の
排
仏
論
者
二
五
人
の

伝
記
）
へ
の
批
判
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
、『
弘
明
集
』
巻
一
所
収
「
理
惑
論
」（
後
掲
）、
同
巻
三
所
収
「
喩
道
論
」、『
高
僧
伝
』
巻
六
釈

慧
遠
伝
等
々
に
排
仏
論
へ
の
反
論
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
剃
髪
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
議
論
に
も
言
及
し
て
い
る
）
11
（

。
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一
方
、
中
国
に
は
、
湯
用
彤
氏
や
任
継
愈
氏
に
代
表
さ
れ
る
魏
晋
南
北
朝
仏
教
史
研
究
の
伝
統
が
あ
り
、
仏
教
と
孝
の
対
立
に
関
す

る
研
究
も
皆
無
で
は
な
い
が
）
12
（

、
剃
髪
の
歴
史
的
背
景
に
関
す
る
具
体
的
な
研
究
は
み
あ
た
ら
な
い
。
他
方
、
欧
米
で
は
エ
ー
リ
ク
・
チ
ュ

ル
ヒ
ャ
ー
氏
が
つ
と
に
孝
と
剃
髪
の
対
立
関
係
に
言
及
し
、
剃
髪
が
中
国
古
代
人
に
と
っ
て
髠
刑
（
頭
髪
を
切
り
落
と
す
刑
罰
）
を
想
起

さ
せ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
）
13
（

。
そ
の
後
、
ケ
ネ
ス
・
チ
ェ
ン
氏
が
仏
教
と
儒
教
的
孝
の
対
立
関
係
全
般
を
綜
述
す
る
ほ
か
）
14
（

、
近
年
は
と

く
に
ア
ン
・
ヘ
イ
ル
マ
ン
氏
や
マ
チ
ュ
ー
・
ト
ー
ク
氏
が
剃
髪
に
焦
点
を
絞
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
両
氏
は
、
古
代
の
仏
教
徒

に
と
っ
て
長
い
髪
や
爪
が
不
潔
や
不
純
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
、
頭
髪
は
カ
ミ
ソ
リ
に
よ
っ
て
二
ヶ
月
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
剃
る
べ
き

こ
と
、
剃
髪
と
『
孝
経
』
と
の
矛
盾
点
に
関
し
て
「
理
惑
論
」（
後
掲
）
が
剃
髪
を
弁
護
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
）
15
（

。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
剃
髪
が
中
国
古
代
人
に
と
っ
て
受
容
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
点
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
美
的
に
劣
り
、
髠
刑

の
外
見
と
似
る
だ
け
で
な
く
、
孝
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
、
む
し
ろ
『
孝
経
』
こ
そ
が
剃
髪
反
対
派
の
最
大
の
思
想
的
根
拠
で
あ
っ
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、『
孝
経
』
の
読
者
の
多
く
は
剃
髪
を
「
身
体
髮
膚
」
の
「
毀
傷
」
に
つ
な
が
る
行
為
だ
と
捉
え
、
そ
れ
は
儒
教
社
会

内
で
絶
大
な
説
得
力
を
有
し
た
。
戦
国
時
代
以
来
、
中
国
で
は
法
律
的
に
「
不
孝
」
罪
が
規
定
さ
れ
、「
不
孝
」
に
対
す
る
忌
避
は
現
代

人
の
想
像
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、「
頭
髮
自
落
」
は
と
も
か
く
、
剃
髪
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、『
孝
経
』
を
乗
り
越
え
る
必

要
が
あ
っ
た
。
剃
髪
と
孝
と
を
対
立
的
に
捉
え
る
前
掲
の
先
行
研
究
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
点
を
精
確
に
剔
抉
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

だ
が
、
当
時
の
仏
僧
が
剃
髪
反
対
派
に
具
体
的
に
ど
う
反
論
し
た
の
か
と
な
る
と
、
依
然
詳
細
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
吉
川
忠

夫
氏
や
広
興
氏
が
仏
教
を
不
孝
と
関
係
づ
け
る
俗
説
に
対
す
る
仏
教
徒
の
反
論
に
、
一
部
言
及
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
）
16
（

。
こ
れ
は
、
し

か
し
決
し
て
些
末
な
問
題
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
剃
髪
な
き
仏
教
は
あ
り
え
ず
、
剃
髪
の
可
否
こ
そ
は
仏
教
伝
来
の
試

一
〇
四



5

魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
仏
教
と
剃
髪　
　

柿
沼

東洋学報　第104巻２号　魏晋南北朝時代における仏教と剃髪　抜念校

金
石
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
剃
髪
の
可
否
こ
そ
は
、
儒
教
・
仏
教
間
の
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ
た
争
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ゆ
え
に
仏

教
徒
に
よ
る
剃
髪
擁
護
論
（
以
下
、
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
）
は
思
想
史
的
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
仏
教
的
剃
髪
擁

護
論
を
細
か
く
検
討
し
た
う
え
で
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
人
び
と
が
剃
髪
に
い
か
な
る
感
覚
を
抱
い
て
い
た
か
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　

第
一
節　

剃
髪
の
伝
来

　

そ
も
そ
も
剃
髪
は
、
イ
ン
ド
仏
教
独
自
の
慣
行
で
は
な
い
。
定
方
晟
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
・
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
・
ギ
リ
シ

ア
な
ど
で
も
剃
髪
は
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
仏
教
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
仏
教
に
や
や
先
行
す
る
か
た

ち
で
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
が
剃
髪
を
徳
行
と
し
て
い
た
。
剃
髪
は
、
釈
迦
牟
尼
の
創
始
で
は
な
く
、
釈
迦
牟
尼
本
人
が
き
れ
い
に
剃
髪
し
て

い
た
わ
け
で
も
な
い
）
17
（

。
し
か
し
イ
ン
ド
仏
教
が
、
お
そ
ら
く
は
先
行
す
る
剃
髪
文
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
西
暦
三
世
紀
以
前
（
つ

ま
り
中
国
の
魏
晋
南
北
朝
時
代
以
前
）
に
す
で
に
剃
髪
を
重
視
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
（M

ilinda 

Pañ ha

）』
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
息
子
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
が
尊
者
ロ
ー
ハ
ナ
に
師
事
す
る
に
あ
た
り
、
な
ぜ
剃
髪
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
尋

ね
る
一
節
が
あ
る
。

「
尊
師
よ
、
ど
う
い
う
わ
け
で
、
あ
な
た
の
頭
髪
は
他
の
人
々
の
よ
う
に
〈
生
や
し
て
〉
い
な
い
の
で
す
か
」。「
少
年
よ
、
出
家
し

た
者
は
こ
れ
ら
十
六
の
〈
出
家
生
活
に
と
っ
て
の
〉
障
碍
を
み
て
と
っ
て
、
頭
髪
や
ヒ
ゲ
を
剃
る
の
で
す
。
十
六
と
は
な
に
か
。

①
飾
り
立
て
る
障
碍
、
②
美
し
く
装
う
障
碍
、
③
油
を
塗
る
障
碍
、
④
髪
を
洗
う
障
碍
、
⑤
花
飾
り
を
つ
け
る
障
碍
、
⑥
香
料
を

使
う
障
碍
、
⑦
香
を
塗
る
障
碍
、
⑧
カ
リ
ロ
ク
の
乾
い
た
実
の
ご
と
く
に
な
る
障
碍
、
⑨
ア
マ
ロ
ク
の
乾
い
た
実
の
ご
と
く
に
な

一
〇
五
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る
障
碍
、
⑩
染
色
す
る
障
碍
、
⑪
髪
を
結
う
障
碍
、
⑫
櫛
で
す
く
障
碍
、
⑬
調
髪
に
行
く
障
碍
、
⑭
髪
を
解
く
障
碍
、
⑮
蝨
の
発

生
す
る
障
害
、
⑯
毛
髪
が
抜
け
た
と
き
嘆
き
悩
み
悲
し
み
胸
を
う
っ
て
泣
き
困
惑
を
生
ず
る
障
碍
で
あ
る
。
少
年
よ
、
こ
れ
ら
十

六
の
障
碍
に
掩
わ
れ
た
人
々
は
、
い
っ
さ
い
の
至
妙
の
学
芸
を
台
な
し
に
し
て
し
ま
う
）
18
（

」。

尊
者
ロ
ー
ハ
ナ
は
、
一
六
項
目
に
わ
た
っ
て
頭
髪
の
弊
害
を
の
べ
、
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
に
剃
髪
を
薦
め
て
い
る
。
本
書
は
、
ギ
リ
シ
ア
人

の
国
王
ミ
リ
ン
ダ
（
お
お
よ
そ
前
一
六
〇
年
〜
前
一
四
〇
年
に
バ
ク
ト
リ
ア
や
カ
ブ
ー
ル
一
帯
を
統
治
し
た
王
）
と
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
と
の
対
話
を

中
心
と
す
る
仏
典
で
、
現
行
本
（
パ
ー
リ
語
）
は
西
暦
四
三
〇
年
頃
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
）
19
（

。
現
行
本
の
元
と
な
っ
た
仏
典
は
そ
れ
以

前
に
中
国
に
伝
来
し
、
東
晋
時
代
（
三
一
七
〜
四
二
〇
年
）
に
は
漢
訳
さ
れ
、『
那
先
比
丘
経
』
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
定
方
晟
氏
は
本
史

料
や
他
の
史
料
を
ふ
ま
え
、
原
始
仏
教
に
は
「
剃
髪
は
世
俗
的
生
活
と
の
決
別
を
意
味
す
る
」「
頭
髪
は
修
行
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
」
と

の
考
え
が
あ
っ
た
と
す
る
。
前
掲
引
用
箇
所
は
、
現
行
本
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
に
み
え
、『
那
先
比
丘
経
』
に
未
収
録
で
、
じ
っ
さ

い
に
ミ
リ
ン
ダ
王
の
言
説
と
み
て
よ
い
か
は
疑
問
も
残
る
が
、『
那
先
比
丘
経
』
巻
上
も
剃
髪
を
「
今
世
」「
後
世
」
に
お
い
て
「
福
」

を
得
る
方
法
だ
と
み
な
し
て
お
り
、
剃
髪
を
重
視
す
る
点
は
現
行
本
と
変
わ
ら
な
い
。

王
、
野
惒
羅
に
問
う
「
卿
、
何
等
の
故
を
用
て
家
を
棄
て
妻
子
を
捐
て
、
頭
鬚
を
剃
り
、
袈
裟
を
披き

て
、
沙
門
と
作な

る
や
。
卿
の

求
む
る
所
は
何
等
の
道
ぞ
」
と
。
野
惒
羅
言
う
「
我わ
れ

曹ら

、
佛
道
を
學
び
て
中
正
を
行
な
い
、
今
世
に
其
の
福
を
得
、
後
世
に
も
亦

た
其
の
福
を
得
、
是
の
故
を
用
て
我
れ
頭
鬚
を
剃
り
、
袈
裟
を
被き

て
、
沙
門
と
作
る
な
り
」
と
（
大
正
三
二
・
六
九
五
中
下
）
20
（

）。

『
那
先
比
丘
経
』
の
別
本
（
大
正
三
二
・
七
〇
五
中
下
）
に
も
類
似
の
文
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
よ
り
、
イ
ン
ド
仏
教
は
西
暦
三
世
紀
以
前
に

す
で
に
剃
髪
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
イ
ン
ド
で
は
長
ら
く
バ
ラ
モ
ン
教
が
力
を
も
ち
、
剃
髪
に
根
強
く
反
対
し
て
い

一
〇
六
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た
た
め
、
仏
教
は
か
く
も
詳
細
に
剃
髪
弁
護
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
剃
髪
の
重
要
性
は
、
前
掲
『
那
先
比
丘

経
』
等
を
通
じ
て
中
国
に
も
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
人
び
と
は
、
仏
教
剃
髪
文
化
の
流
入
に
ど
う
反
応
し
た
の
か
。
そ
も
そ
も
前
掲
『
那
先
比
丘
経
』
は
必
ず

し
も
中
国
に
も
っ
と
も
早
く
剃
髪
文
化
を
伝
え
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
福
井
文
雅
氏
は
、
剃
髪
に
言
及
し
た
早
期
の
漢
訳
仏

典
と
し
て
、
孫
呉
・
支
謙
（
一
九
五
年
頃
〜
二
五
四
年
頃
）
訳
『
仏ぶ
つ
か
い開
解か
い
ぼ
ん梵
志し

あ阿
颰は
つ

経
』
に
注
目
し
て
い
る
。

阿
颰
、
乃
ち
佛
に
問
い
て
言
う
「
…
…
鬚
髮
を
除
き
、
袈
裟
を
披
て
、
鉢
を
持
つ
は
何
に
應こ
た

う
か
」
と
。
佛
言
う
「
…
…
鬚
髮
を

除
く
は
、
終
身
の
戒
を
爲
し
、
貪
愛
を
捐
棄
し
、
復
た
飾
り
も
て
好
む
こ
と
無
か
ら
し
む
。
人
を
し
て
己
れ
を
欲
せ
ざ
ら
し
め
、

己
も
亦
た
人
を
欲
せ
ざ
る
な
り
。
…
…
斯
れ
皆
な
無
爲
淸
淨
の
像
な
り
。
…
…
」
と
（
大
正
一
・
二
六
〇
上
）
21
（

）。

そ
の
う
え
で
漢
訳
仏
典
が
剃
髪
を
重
視
す
る
理
由
と
し
て
、（
Ａ
）
頭
髪
や
髭
と
と
も
に
一
切
の
煩
悩
を
断
て
る
点
、（
Ｂ
）
驕
慢
（
お

ご
り
高
ぶ
っ
て
、
人
を
あ
な
ど
る
）
の
心
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
点
、（
Ｃ
）
外
道
（
頭
髪
を
生
や
し
て
い
る
者
）
と
区
別
で
き
る
点
が

あ
っ
た
と
す
る
）
22
（

。『
仏
開
解
梵
志
阿
颰
経
』
は
パ
ー
リ
仏
典
経
蔵
長
部
第
三
経Am

baṭṭha-sutta

の
漢
訳
を
含
む
と
お
ぼ
し
い
が
、
現
存

のAm
baṭṭha-sutta

に
は
、
前
掲
『
仏
開
解
梵
志
阿
颰
経
』
の
引
用
箇
所
は
み
え
な
い
）
23
（

。
つ
ま
り
本
文
は
、
中
国
独
自
の
仏
教
的
剃
髪
擁

護
論
の
萌
芽
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
福
井
氏
の
よ
う
に
漢
訳
仏
典
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
を
ま
と
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
か

ぎ
り
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
向
け
に
編
ま
れ
た
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
と
、
中
国
独
自
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
と
は
、
つ
ね
に
混
同
さ
れ
る

危
険
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国
向
け
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
だ
け
を
み
て
も
、
実
際
に
は
も
う
少
し
細
か

く
分
類
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
こ
こ
で
福
井
氏
が
『
仏
開
解
梵
志
阿
颰
経
』
を
挙
げ
た
こ
と
は
重
要
で
、
こ
れ
こ
そ
が

一
〇
七
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漢
訳
仏
典
中
最
古
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
で
あ
ろ
う
。

　

す
る
と
、
剃
髪
文
化
の
中
国
へ
の
伝
来
は
『
仏
開
解
梵
志
阿
颰
経
』
を
発
端
と
す
る
も
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。

む
し
ろ
剃
髪
文
化
の
伝
来
は
、
じ
つ
は
関
連
仏
典
の
登
場
以
前
に
遡
る
よ
う
で
あ
る
。『
高
僧
伝
』
巻
第
一
訳
経
上
曇
柯
迦
羅
伝
に
、

魏
の
嘉
平
中
を
以
て
、
來
り
て
洛
陽
に
至
る
。
時
に
魏
の
境
に
佛
法
有
り
と
雖
も
、
道
風
は
訛か

わ
り
替
わ
り
、
亦
た
衆
僧
の
未
だ

歸き

戒か
い

を
稟う

け
ざ
る
も
の
有
り
、
正た

だ
剪
落
を
以
て
俗
を
殊
に
す
る
の
み
）
24
（

。

と
あ
り
、『
隋
書
』
巻
三
四
経
籍
志
四
仏
経
に
、

魏
の
黃
初
中
、
中
國
の
人
、
始
め
て
佛
戒
に
依
り
、
剃
髮
し
て
僧
と
爲
る
）
25
（

。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
三
国
時
代
の
曹
魏
の
嘉
平
年
間
（
二
四
九
〜
二
五
四
年
）
に
は
、
仏
教
が
ま
だ
広
ま
っ
て
お
ら
ず
、
僧
侶

の
な
か
に
は
三
帰
依
戒
（
釈
迦
・
釈
迦
の
教
え
・
僧
団
へ
の
帰
依
）
さ
え
し
て
い
な
い
者
も
い
た
が
、
彼
ら
も
剃
髪
し
て
い
た
。
そ
し
て
か

か
る
剃
髪
者
の
登
場
は
、
黄
初
年
間
（
二
二
〇
〜
二
二
六
年
）
に
遡
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
剃
髪
は
、
仏
教
教
義
の
浸
透
に
先
ん
じ
て
、
絶

対
の
仏
教
的
作
法
と
し
て
、
中
国
在
住
の
仏
僧
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
剃
髪
文
化
の
中
国
へ
の
伝
来
は
三
世
紀
初
頭
に
遡

る
と
い
え
る
。

　

こ
の
と
き
か
ら
剃
髪
と
中
国
文
化
と
の
対
立
が
は
じ
ま
る
。
既
述
の
と
お
り
、
剃
髪
は
孝
の
道
に
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
禿
頭
を
美

的
に
嗤
う
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
、
剃
髪
文
化
を
推
進
す
る
に
は
、
そ
う
し
た
批
判
を
乗
り
越
え
る
、
中
国
向
け
の
独
自
の
理
論

武
装
が
必
要
と
な
る
。

一
〇
八
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第
二
節　

仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
の
萌
芽

　

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
が
、
中
国
に
お
い
て
独
自
に
編
ま
れ
た
仏
典
や
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
た
ん
な
る
漢
訳
仏
典
と
は
異
な
り
、

イ
ン
ド
仏
教
の
教
義
や
関
連
故
事
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
国
に
お
い
て
華
夏
人
向
け
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
な
か
に
は
仏
教
文
化
と
華
夏
文
化
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
見
事
に
表
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
仏
教
の
中
国
伝
来
と
と

も
に
剃
髪
者
の
存
在
が
目
立
っ
て
ゆ
く
過
程
で
、
一
部
の
華
夏
人
は
早
く
も
剃
髪
者
に
批
判
的
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
。
な
か
で
も

『
弘
明
集
』
巻
第
一
所
収
「
理
惑
論
」
に
は
『
孝
経
』
に
基
づ
い
て
剃
髪
を
不
孝
だ
と
す
る
説
へ
の
反
論
が
み
ら
れ
、
早
期
の
仏
教
的
剃

髪
擁
護
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

夫
れ
聖
賢
を
訕そ
し

る
は
不
仁
、
平
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
中あ
た

ら
ず
ん
ば
不
智
な
り
。
…
…
昔
、
齊
人
、
舡
（
船
）
に
乘
り
て
江
を
渡
ら

ん
と
す
。
其
の
父
、
水
に
墮
つ
。
其
の
子
、
臂
を
攘は
ら

い
頭
を
捽つ
か

み
、
顚
倒
し
て
水
を
口
よ
り
出
だ
し
む
。
而
し
て
父
の
命
、
蘇
る

を
得
。
夫
れ
頭
を
捽
み
顚
倒
せ
し
む
る
は
、
不
孝
な
る
こ
と
莫
大
な
る
も
、
然
る
に
以
て
父
の
身
を
全
う
す
。
…
…
孔
子
の
「
與

に
道
を
適ゆ

く
べ
き
も
、
未
だ
與
に
權は
か

る
べ
か
ら
ず
」
と
曰
う
は
、
所い
わ

謂ゆ
る

時
宜
も
て
施
す
者
な
り
。
且
つ
『
孝
經
』
に
「
先
王
に
至し

德と
く

要よ
う

道ど
う

有
り
」
と
曰
う
も
、
而
る
に
泰
伯
は
髮
を
祝き

り
身
に
文
し
、
自
ら
吳
越
の
俗
に
從
う
。
身
體
髮
膚
の
義
に
違
う
も
、
然
る

に
孔
子
は
之
を
「
其
れ
至
德
と
謂
う
べ
し
」
と
稱
う
。
仲
尼
、
其
の
髮
を
祝
る
を
以
て
之
を
毀
つ
と
せ
ざ
る
な
り
。
是
れ
に
由
り

て
觀
る
に
、
苟
も
大
德
有
ら
ば
、
小
に
拘
わ
ら
ざ
る
な
り
。
沙
門
、
家
財
を
捐
て
妻
子
を
棄
て
、
音
を
聽
か
ず
、
色
を
視
ざ
る
は
、

讓
の
至
り
と
謂
う
べ
き
な
り
。
何
ぞ
聖
語
に
違
い
孝
に
合
せ
ざ
ら
ん
や
。
豫
讓
は
炭
を
吞
み
身
に
漆
し
、
聶
政
は
面
を
㓟き

り
自
ら

一
〇
九
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刑
し
、
伯
姬
は
火
を
蹈
み
、
高
行
は
容
を
截
る
も
、
君
子
は
以
て
勇
に
し
て
義
に
死
す
と
爲
し
、
其
の
自
ら
毀
沒
す
る
を
譏
る
を

聞
か
ざ
る
な
り
。
沙
門
、
鬚
髮
を
剔
除
す
る
も
、
之
を
四
人
に
比
ぶ
る
も
、
已
に
遠
か
ら
ざ
る
な
り
）
26
（

。

「
理
惑
論
」
の
成
書
は
後
漢
末
と
す
る
説
か
ら
、
三
国
時
代
の
孫
呉
初
期
と
す
る
説
、
も
し
く
は
南
朝
宋
（
四
二
〇
〜
四
七
九
年
）
と
す
る

説
ま
で
あ
り
、
近
年
で
は
諸
説
を
検
証
し
、
三
世
紀
前
半
と
す
る
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
）
27
（

。
本
史
料
の
主
張
を
分
類
す
る
と
、
以
下
の

通
り
。

①
聖
賢
（
釈
迦
）
を
そ
し
る
の
は
不
仁
で
あ
る
。

②
時
宜
に
応
じ
て
適
切
な
行
動
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

③
『
孝
経
』
に
「
先
王
は
至
徳
・
要
道
あ
り
」
と
あ
る
が
、
泰
伯
（
後
述
）
は
呉
越
地
方
に
赴
い
た
お
り
、
呉
越
の
風
俗
に
従
っ
て

み
ず
か
ら
断
髪
・
文
身
し
、『
孝
経
』
の
教
え
に
そ
む
き
、
そ
れ
で
も
孔
子
は
泰
伯
を
「
至
徳
」
と
称
賛
し
た
。
豫
讓
・
聶
政
・
魯

の
伯
姫
・
梁
の
寡
婦
高
行
も
自
ら
の
身
体
を
傷
つ
け
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
か
ら
称
賛
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大
徳
の
た
め

に
は
、
些
事
に
拘
泥
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
家
財
・
妻
子
・
音
楽
・
色
欲
を
断
つ
こ
と
は
「
讓
の
至
り
」
で
あ
る
。

上
記
主
張
の
う
ち
、
①
は
、
は
じ
め
か
ら
釈
迦
を
信
仰
し
て
い
る
者
に
し
か
説
得
力
を
も
つ
ま
い
。
②
も
一
般
論
に
す
ぎ
ず
、「
孝
」
を

不
変
の
真
理
と
捉
え
る
華
夏
人
が
耳
を
傾
け
た
と
は
思
え
な
い
。
一
方
、
③
は
、
中
国
の
事
例
を
用
い
て
剃
髪
を
弁
護
し
て
い
る
点
で

注
目
さ
れ
る
。
そ
の
論
拠
は
以
下
の
五
例
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
泰
伯
（
太
伯
）
は
周
の
古
公
亶
父
の
子
で
、
虞
仲
・
季
歴
の
兄
で
あ
る
。
季
歴
と
そ
の
子
の
昌
（
の
ち
の
文
王
）
は
す
ぐ
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
古
公
亶
父
は
季
歴
を
次
の
王
に
任
命
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
こ
と
を
察
し
た
泰
伯
と
虞
仲
は
呉
越
地
方
に
み
ず
か

一
一
〇
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ら
亡
命
し
、
当
地
の
習
俗
に
従
っ
て
「
文
身
・
斷
髮
」（
入
れ
墨
を
入
れ
、
断
髪
を
す
る
意
）
を
し
、
周
王
の
跡
目
を
狙
わ
ぬ
態
度
を
鮮
明

に
し
た
。
孔
子
は
そ
う
し
た
泰
伯
ら
の
謙
譲
を
尊
ぶ
態
度
を
高
く
評
価
し
た
（『
論
語
』
泰
伯
篇
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
斷
髮
」
自
体
は
必

ず
し
も
批
判
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
泰
伯
の
例
は
、『
弘
明
集
』
巻
第
三
所
引
孫
綽
「
喩
道
論
」
第
六
（
七
五
頁
。
大
正
五
二
・
一
七
中
）

で
も
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
の
論
拠
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
僧
嚴
と
い
う
仏
僧
も
、
青
州
刺
史
劉
善
明
と
文
通
を
重
ね
る
な
か
で
、
中
国

古
代
に
優
れ
た
剃
髪
者
の
例
が
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
（『
弘
明
集
』
巻
第
一
一
僧
巖
重
答
、
三
三
二
頁
。
大
正
五
二
・
七
五
下
）、
こ
れ
も
泰

伯
ら
の
例
を
さ
す
可
能
性
が
高
い
。
僧
嚴
は
『
高
僧
伝
』
等
に
立
伝
さ
れ
て
お
ら
ず
、
細
か
い
事
績
は
わ
か
ら
な
い
が
、
論
争
相
手
の

青
州
刺
史
劉
善
明
は
『
南
斉
書
』
巻
二
八
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
僧
嚴
も
南
斉
時
代
（
四
七
九
〜
五
〇
二
年
）
の
人
物
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
豫
讓
は
春
秋
末
か
ら
戦
国
初
期
の
人
物
で
、
君
主
の
仇
に
報
ず
る
べ
く
、
漆
を
身
体
に
塗
り
、
炭
を
飲
ん
で
声
色
を
変
え
、

橋
の
下
に
隠
れ
潜
ん
だ
人
物
で
あ
る
（『
史
記
』
巻
八
六
刺
客
列
伝
）。

　

第
三
に
、
聶
政
は
刺
客
で
、
暗
殺
成
功
後
に
自
ら
の
顔
の
皮
を
剝
い
で
正
体
を
隠
し
、
家
族
に
迷
惑
が
か
か
ら
ぬ
よ
う
配
慮
し
た

（『
史
記
』
巻
八
六
刺
客
列
伝
）。

　

第
四
に
、
魯
の
伯
姫
は
宋
の
恭
公
に
嫁
い
だ
女
性
で
、
あ
る
と
き
夜
に
火
災
に
遭
っ
た
。
だ
が
伯
姫
は
、「
傳
母
」
を
伴
わ
ず
に
夜
に

屋
敷
か
ら
外
に
出
る
の
は
婦
道
に
反
す
る
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
屋
敷
に
と
ど
ま
っ
て
焼
け
死
ん
だ
。『
春
秋
穀
梁
伝
』
襄
公
三
〇
年
は
彼

女
の
婦
道
を
高
く
評
し
て
い
る
。

　

第
五
に
、
寡
婦
高
行
は
、
梁
（
い
わ
ゆ
る
戦
国
時
代
の
魏
）
の
美
女
で
あ
る
。
彼
女
は
夫
を
失
い
、
の
ち
に
周
囲
の
人
び
と
は
彼
女
に

再
嫁
を
す
す
め
た
。
だ
が
彼
女
は
、
自
ら
の
容
姿
に
傷
を
つ
け
て
再
嫁
を
拒
絶
し
、
貞
節
を
守
っ
た
（『
列
女
伝
』
巻
四
貞
順
伝
梁
寡
高
行

一
一
一
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条
）。

　
「
理
惑
論
」
は
こ
れ
ら
の
事
例
を
挙
げ
、
身
体
毀
損
（
剃
髪
を
含
む
）
を
必
ず
し
も
悪
で
な
い
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
的
剃
髪

を
非
華
夏
的
と
み
な
す
人
び
と
に
対
し
て
、
あ
え
て
華
夏
の
事
例
を
挙
げ
て
反
論
す
る
手
法
は
、
儒
学
的
論
理
の
矛
盾
を
突
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
「
理
惑
論
」
は
、
家
財
・
妻
子
・
音
楽
・
色
欲
を
断
つ
こ
と
を
「
讓
の
至
り
」
と
し
て
お
り
、「
讓
」
も

ま
た
儒
教
の
徳
目
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
）
28
（

。
こ
の
よ
う
に
沙
門
を
儒
学
的
理
想
の
体
現
者
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
点
に
、「
理
惑
論
」

撰
者
の
苦
心
の
跡
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
づ
い
て
東
晋
の
仏
僧
支
孝
龍
も
剃
髪
を
弁
護
し
た
。『
高
僧
伝
』
巻
第
四
支
孝
龍
伝
に
、

時
に
或
る
ひ
と
之
を
嘲
り
て
曰
く
「
大
晉
、
龍
の
ご
と
く
興
り
、
天
下
は
家
と
爲
る
。
沙
門
、
何
ぞ
髮
膚
を
全
う
し
、
袈
裟
を
去

り
、
胡
服
を
釋
き
、
綾
羅
を
被
ら
ざ
る
か
」
と
。
龍
曰
く
「
一
を
抱
き
て
以
て
逍
遙
す
。
唯
だ
寂
と
し
て
以
て
誠
を
致
す
。
髮
を

剪
り
、
容
を
毀
ち
、
服
を
改
め
形
を
變
え
る
。
彼
、
我
の
辱
を
謂
う
も
、
我
、
彼
の
榮
を
棄
つ
れ
ば
、
故
に
貴
に
心
無
く
、
而
る

に
愈
々
貴
し
。
足
る
に
心
無
く
、
而
る
に
愈
々
足
る
な
り
…
…
」
と
）
29
（

。

と
あ
る
。
支
孝
龍
は
剃
髪
者
を
醜
い
と
認
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
仏
教
徒
は
あ
え
て
剃
髪
す
る
こ
と
で
、
俗
世
に
囚
わ
れ
ず
、
無
心
に

な
れ
る
と
説
く
。
こ
れ
は
「
理
惑
論
」
の
①
〜
③
と
は
別
の
主
張
で
、
剃
髪
を
精
神
的
充
足
に
つ
な
が
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
以
下
、

④
）。
か
か
る
考
え
方
は
、
前
掲
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
剃
髪
擁
護
論
と
近
く
、
そ
こ
に
華

夏
人
に
向
け
た
独
自
の
工
夫
は
み
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
に
、『
孝
経
』
自
体
を
世
俗
の
言
説
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
否
定
し
、
剃
髪
・
出
家
を
肯
定
す
る
者
も
い
る
。
す
な
わ
ち
『
高

一
一
二
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僧
伝
』
巻
第
四
義
解
一
竺
僧
度
伝
に
は
、
竺
僧
度
の
発
言
と
し
て
、

髮
膚
は
毀
た
ず
と
は
、
俗
中
の
近
言
な
る
の
み
）
30
（

。

と
あ
る
。『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
第
七
訳
経
東
晋
に
よ
れ
ば
、
彼
は
東
晋
・
哀
帝
（
在
位
三
六
一
〜
三
六
五
年
）
の
こ
ろ
の
人
で
あ
る
）
31
（

。

　

ま
た
慧
遠
（
三
三
四
〜
四
一
六
年
）
は
、
東
晋
の
末
に
権
力
者
桓
玄
の
訪
問
を
受
け
、
頭
髪
に
つ
い
て
以
下
の
対
話
を
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
『
高
僧
伝
』
巻
第
六
義
解
三
釈
慧
遠
伝
に
、

後
に
桓
玄
は
（
殷
仲
堪
を
討
伐
し
よ
う
と
し
て
廬
山
付
近
を
通
過
し
、
慧
遠
に
面
会
を
申
し
出
て
）
…
…
（
慧
）
遠
に
見
ゆ
る
に
及
き
ゆ
う

至し

し
、

覺
え
ず
敬
を
致
す
。
玄
問
う
「
敢
え
て
毀
傷
せ
ず
、
と
。
何
を
か
以
て
剪
削
す
」
と
。
遠
答
え
て
云
う
「
身
を
立
て
て
道
を
行
な

う
」
と
。
玄
、
善
を
稱
え
、
懷
く
所
は
問
い
難
く
、
敢
え
て
復
た
言
わ
ず
、
乃
ち
征
討
の
意
を
說
く
）
32
（

。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
慧
遠
は
た
い
へ
ん
威
厳
が
あ
り
、
な
ぜ
剃
髪
を
す
る
の
か
と
の
質
問
に
対
し
て
「
立
身
行
道
」
と
の
み
答

え
、
質
問
者
の
桓
玄
は
こ
れ
以
上
質
問
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

た
だ
し
、
竺
僧
度
・
慧
遠
の
解
答
は
簡
潔
に
す
ぎ
る
。
こ
の
と
き
竺
僧
度
は
、
還
俗
を
願
う
恋
人
へ
の
手
紙
で
み
ず
か
ら
の
決
意
を

の
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
慧
遠
に
関
し
て
は
、
桓
玄
自
身
が
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者

の
発
言
は
特
定
の
個
人
に
向
け
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
相
手
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
論
理
を
欠
く
。
そ
の
意
味
で
竺
僧
度
・

慧
遠
の
発
言
は
剃
髪
に
関
し
て
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。

　

以
上
、
魏
晋
期
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
理
惑
論
」
と
支
孝
龍
の
主
張
が
と
り
わ
け
仏
教
的

剃
髪
擁
護
論
の
先
蹤
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
「
理
惑
論
」
は
意
図
的
に
華
夏
世
界
の
先
例
を
引
用
し
た
も
の
で
、
以
下
に
論
ず
る
と
お

一
一
三
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り
、
そ
の
論
法
は
後
世
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
論
法
自
体
は
、
仏
教
徒
が
中
国
で
護
法
を
図
る
さ
い
の
常
套
手
段
で
あ
り
、
仏
教

的
剃
髪
擁
護
論
者
も
そ
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
議
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

第
三
節　

仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
の
多
様
性

　

つ
づ
い
て
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
の
先
陣
を
切
っ
た
の
は
、
宗
炳
（
三
七
五
〜
四
四
三
年
）「
明
仏
論
」（『
弘
明
集
』

巻
二
所
収
）
で
あ
ろ
う
。

夫
れ
道
は
神
を
練
る
に
在
り
、
形
を
存
す
る
に
由
ら
ず
。
是
を
以
て
沙
門
は
形か
み

を
祝き

り
身
を
燒
き
、
神
を
厲は
げ

ま
し
て
往
を
絕
つ
。

神
は
滅
ぶ
べ
か
ら
ず
、
而
し
て
能
く
其
の
往
よ
り
奔
れ
ば
、
豈
に
負
う
こ
と
有
ら
ん
や
。
…
…
誠
に
自
ら
剪せ
ん
ぜ
つ絕
せ
ば
、
則
ち
日
々

損
な
わ
れ
、
淸
と
す
る
所
は
實
に
道
に
漸す
す

ま
ん
。
榮え
い
か
ん觀
に
苦く

力り
き

し
、
資
を
傾
け
て
居
を
夐も
と

む
る
も
、
未
だ
幾い
く

ば
く
も
之
有
ら
ず
し

て
、
俄が

然ぜ
ん

と
し
て
身
滅
べ
ば
、
名
實
の
收
む
る
所
は
盜と
う

夸こ

を
出
で
ず
。
…
…
微
な
ら
ば
則
ち
應
に
淸
た
る
べ
く
、
遠
な
ら
ば
則
ち

福
妙
あ
ら
ん
）
33
（

。

こ
れ
は
、
神
不
滅
論
を
説
い
た
論
文
の
一
部
で
あ
る
。
神
不
滅
と
は
霊
魂
（
神
）
が
不
滅
で
あ
る
意
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
人
間
の
魂
は

死
後
に
次
の
身
体
に
宿
り
、
か
か
る
輪
廻
の
ゆ
く
え
は
前
世
の
行
な
い
に
よ
っ
て
決
ま
る
（
応
報
）。
一
方
、
神
滅
と
は
、
肉
体
の
死
と

と
も
に
霊
魂
も
消
滅
し
、
輪
廻
応
報
は
な
い
と
の
主
張
で
あ
る
。
宗
炳
は
、
慧
遠
と
な
ら
ぶ
神
不
滅
論
者
で
、
范
縝
「
神
滅
論
」
等
と

対
立
し
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
宗
炳
も
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
を
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

宗
炳
は
、「
神
」（
精
神
）
を
重
視
す
る
反
面
、「
形
」（
肉
体
）
を
軽
視
し
、
沙
門
は
剃
髪
し
て
俗
世
を
絶
つ
べ
き
と
す
る
。
こ
れ
は
、

一
一
四
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外
見
（
剃
髪
）
を
些
事
と
す
る
点
で
前
掲
③
、
剃
髪
を
俗
世
か
ら
の
脱
却
の
契
機
と
捉
え
る
点
で
前
掲
④
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
牧
田

諦
亮
氏
ら
が
論
ず
る
よ
う
に
、
前
掲
「
明
仏
論
」
の
行
論
は
『
老
子
』
の
文
辞
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
）
34
（

、
前
掲
「
理
惑
論
」
と
同
じ

よ
う
に
、
意
図
的
に
華
夏
世
界
の
例
を
引
用
し
て
自
説
を
補
強
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
③
）。

　

ま
た
劉
勰
（
南
朝
斉
〜
南
朝
梁
）「
減
惑
論
」（『
弘
明
集
』
巻
第
八
所
収
）
も
前
掲
③
④
を
説
く
。
劉
勰
は
『
文
心
雕
龍
』
の
撰
者
で
、『
弘

明
集
』
の
編
者
僧
祐
と
も
交
流
し
、『
梁
書
』
巻
五
〇
や
『
南
史
』
巻
七
二
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

夫
れ
佛
家
の
孝
の
包
む
所
は
蓋
し
遠
し
。
理
は
心
に
由
り
、
髮
に
繫
が
る
こ
と
無
し
。
若
し
髮
を
愛
し
、
心
を
棄
て
ば
、
何
ぞ
孝

を
取
ら
ん
や
。
昔
、
泰
伯
・
虞
仲
は
髮
を
斷き

り
身
に
文
し
、
夫
子
は
兩
つ
な
が
ら
至
德
・
中
權
と
稱た
た

う
。
俗
內
の
賢
、
宜
し
く
世

の
禮
を
修
む
べ
き
を
以
て
、
髮
を
斷
ち
、
國
を
讓
る
は
、
聖
哲
の
美
談
な
り
。
況
ん
や
般
若
の
業
を
敎
う
る
や
、
中
權
に
勝
る
。

…
…
業
、
中
權
に
勝
る
が
故
に
、
迹
を
棄
て
て
心
を
求
め
、
准な
ぞ
らう
る
に
兩
賢
の
孝
を
缺
く
こ
と
無
き
を
以
て
す
）
35
（

。

本
文
は
、「
三
破
論
」（
仏
教
攻
撃
論
文
の
ひ
と
つ
）
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
「
孝
」
の
意
味
は
広
く
、
髪
を

惜
し
ん
で
真
の
孝
心
を
軽
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
現
に
、
泰
伯
や
虞
仲
は
断
髪
し
て
弟
季
歴
に
讓
位
し
、
孔
子
は
そ
れ
を
「
至
徳
」

と
称
え
て
い
る
。
ま
た
髪
は
身
体
を
装
飾
す
る
も
の
で
、
神
（
精
神
）
を
傷
つ
け
、
道
に
そ
む
く
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
劉
勰
の
主
張

は
、
泰
伯
の
例
を
挙
げ
て
い
る
点
（
前
掲
③
）、
外
見
（
剃
髪
）
を
軽
視
し
て
い
る
点
（
前
掲
③
）、
剃
髪
を
俗
世
か
ら
の
脱
却
の
契
機
と

捉
え
て
い
る
点
（
前
掲
④
）
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
と
通
底
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
従
来
に
な
い
主
張
を
含
む
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
南
朝
斉
・
顧
歓
「
夷
夏
論
」
に
対
す
る
反
論
と

し
て
提
出
さ
れ
た
。
顧
歓
（
四
二
〇
〜
四
八
三
）
に
つ
い
て
は
、『
南
斉
書
』
巻
五
四
高
逸
列
伝
、『
南
史
』
巻
七
五
隠
逸
列
伝
上
に
詳
し

一
一
五
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い
。
彼
は
母
の
死
後
に
隠
遁
し
、
天
台
山
で
道
学
を
講
じ
、『
三
名
論
』『
尚
書
百
問
』『
老
子
義
綱
』『
老
子
義
疏
』『
毛
詩
集
解
叙
義
』

等
を
著
述
し
た
。
つ
ま
り
顧
歓
は
儒
学
・
玄
学
の
素
養
を
兼
ね
備
え
た
道
士
で
、
道
教
の
立
場
か
ら
仏
教
に
攻
撃
を
加
え
た
。
そ
れ
は
、

仏
教
と
道
教
の
道
は
同
じ
ゆ
え
、
道
教
を
学
べ
ば
よ
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
夷
夏
論
」
は
謝
鎮
之
に
宛
て
た
も
の
で
、
た
ん
な
る
私

信
で
あ
る
が
、
著
名
な
道
教
信
奉
者
か
ら
の
攻
撃
と
あ
っ
て
無
視
で
き
ず
、
か
く
て
謝
鎮
之
は
「
夷
夏
論
」
を
仏
教
支
持
者
の
朱
昭
之

や
朱
広
之
ら
に
も
回
覧
し
、
彼
ら
か
ら
轟
然
と
反
論
が
寄
せ
ら
れ
た
）
36
（

。
な
か
で
も
「
翦
髮
・
緇
衣
は
群
夷
の
服
な
り
）
37
（

」
と
の
顧
歓
の
主

張
（『
弘
明
集
』
巻
第
六
所
収
）
は
、
仏
教
徒
を
「
夷
」
と
す
る
も
の
で
、
と
く
に
反
論
の
的
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
僧
紹
「
正
二
教

論
」（『
弘
明
集
』
巻
第
六
所
収
）
に
は
こ
う
あ
る
。

將
に
理
の
貴
ぶ
所
を
求
め
ん
と
す
る
や
、
宜
し
く
先
ず
禮
俗
を
本
と
す
べ
し
。
沿え
ん

襲し
ゆ
うす
る
に
道
を
異
に
す
る
は
唯
だ
其
の
時じ

物ぶ
つ

の

み
。
故
に
君
子
豹
變
し
、
民
文
先
ん
じ
て
革あ
ら
たま
る
。
顓せ
ん
そ
ん孫
は
訓く
ん

を
膺う

く
。
志
を
喪
わ
ば
殷
に
學
ぶ
。
夫
れ
德
を
致
し
武
を
韶あ
き

ら
か

に
す
る
も
、
則
ち
代
を
禪ゆ
ず

ら
ば
典
を
異
に
す
。
後
の
聖
、
作な

す
こ
と
有
る
も
、
豈
に
夷
・
華
を
限
ら
ん
や
）
38
（

。

明
僧
紹
は
『
南
斉
書
』
巻
五
四
や
『
南
史
』
巻
五
〇
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
仏
教
界
の
大
物
で
あ
る
。
本
文
に
よ
れ
ば
、
礼
俗
は
時
世
に

応
じ
て
変
化
し
、
君
子
も
自
ら
の
誤
り
を
改
め
、
よ
い
方
向
に
す
す
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
時
事
は
移
り
変
わ
れ
ど
も
、

礼
の
本
質
に
は
代
々
変
化
が
な
い
。
顓
孫
は
孔
子
の
弟
子
で
、
字
を
子
張
と
い
い
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
孔
子
か
ら
習
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
夏
礼
・
殷
礼
・
周
礼
に
は
細
か
い
違
い
は
あ
る
が
、
本
質
は
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
、
と
）
39
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
志
を
喪
」
え

ば
、「
殷
に
學
ぶ
」（
殷
に
逆
戻
り
す
る
意
）
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
喪
志
」
と
は
、
西
周
の
武
王
が
殷
を
滅
ぼ
し
た
の
ち
、
他
国

か
ら
の
贈
り
物
に
心
を
奪
わ
れ
て
国
政
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
そ
れ
を
召
公
が
諫
め
た
故
事
に
基
づ
く
表
現
で
あ
ろ
う
）
40
（

。
つ
ま
り
重
要
な

一
一
六
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の
は
礼
の
本
質
を
忘
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、「
典
」（
礼
の
細
則
）
は
可
変
的
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
明
僧
紹
は
、「
礼
俗
」
の
本
質
は

種
族
ご
と
に
異
な
る
も
の
で
な
く
、
し
か
し
そ
の
細
則
は
時
宜
に
応
じ
て
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
剃
髪
は
細
則
に
す
ぎ
な
い
と
の

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
掲
②
に
似
た
指
摘
で
あ
る
が
、
民
族
主
義
的
な
華
夷
論
を
脱
構
築
し
て
い
る
と
い
う
点
は
特
徴
的
で
あ
る
（
以

下
、
⑤
）。
そ
の
際
に
、
孔
子
や
武
王
な
ど
の
華
夏
の
例
を
用
い
て
い
る
点
に
、「
理
惑
論
」
同
様
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。

　

謝
鎮
之
も
「
夷
夏
論
」
に
反
論
す
る
さ
い
に
、
独
自
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
書
與
顧
道
士
」（『
弘

明
集
』
巻
第
六
所
収
）
に
、

夫
れ
俗
の
禮
は
、
忠
信
の
薄
き
よ
り
出
で
、
道
の
淳
な
る
も
の
に
非
ず
。
淳
道
を
修
む
る
は
、
務
め
て
俗
に
反そ
む

く
に
在
り
。
俗
、

既
に
反
く
べ
く
ば
、
道
は
則
ち
淳
な
る
べ
し
。
俗
に
反
く
の
難
き
が
故
に
、
宜
し
く
其
の
甚じ
ん
た
い泰

（
両
字
と
も
に
極
端
の
意
）
を
祛は
ら

う

べ
し
。
其
の
甚
泰
を
祛
う
に
は
、
必
ず
先
ず
冠
を
墮
し
、
髮
を
削
り
、
方
衣
し
、
食
を
去
れ
。
冠
を
墮
せ
ば
則
ち
世せ

飾し
ょ
くの
費
を
無な
み

す
。
髮
を
削
ら
ば
則
ち
笄
櫛
の
煩
を
無
す
。
方
衣
せ
ば
則
ち
工
を
裁さ
い
せ
い制
に
假
り
ず
。
食
を
去
ら
ば
則
ち
味
を
嗜た
し
なむ
を
想
う
を
絕
つ
。

此
れ
則
ち
「
道
を
爲
す
者
は
日
々
損
す
」
な
り
。
豈
に
夷
俗
の
制
す
る
所
な
ら
ん
や
）
41
（

。

と
あ
る
。
外
見
（
剃
髪
か
否
か
）
を
些
事
と
す
る
点
は
前
掲
③
と
同
じ
だ
が
、
剃
髪
す
れ
ば
笄
こ
う
が
いや
櫛
が
不
要
と
な
る
と
の
主
張
は
独
自
で

あ
る
（
以
下
、
⑥
）。
前
掲
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
に
は
類
似
の
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
既
述
の
通
り
、
そ
の
部
分
は
漢
訳
さ
れ

て
お
ら
ず
、
謝
鎮
之
の
主
張
は
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
本
論
で
は
老
子
が
根
拠
と
さ
れ

て
お
り
、
道
教
信
奉
者
の
顧
歓
の
論
理
を
自
己
矛
盾
に
導
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
南
北
朝
期
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
の
一
部
を
概
観
し
た
。
そ
れ
ら
は
、「
理
惑
論
」
や
支
孝
龍
の
主
張
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た

一
一
七
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も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
多
く
は
、
儒
家
や
道
家
が
尊
重
す
る
歴
史
上
の
華
夏
人
の
例
を
挙
げ
て
剃
髪
擁
護
を
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
え
て
華
夏
の
先
例
を
引
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
華
夏
的
伝
統
の
な
か
に
剃
髪
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
、
中
国
向
け
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
独
自
の
理
論
武
装
の
あ
り
方
が
み
て
と
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
南
北
朝
時
代
の
仏
教
的
剃
髪
擁

護
論
の
な
か
に
は
、「
理
惑
論
」
や
支
孝
龍
の
主
張
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
次
に
こ
の
点
も
確
認
し
て
お
こ

う
。

　
　
　
　
　

第
四
節　

剃
髪
の
擁
護
か
ら
推
奨
へ

　

従
来
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
、
朱
昭
之
の
主
張
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
顧
歓
「
夷
夏
論
」
に
対
す
る

諸
批
判
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
弘
明
集
』
巻
第
七
「
難
顧
道
士
夷
夏
論
」
に
、

夫
れ
聖
の
道
は
虛
・
寂
な
り
。
故
に
能
く
圓
く
し
て
應
に
方
無
か
る
べ
し
。
…
…
但
だ
華
夷
は
俗
を
殊
に
し
、
情
好
は
同
じ
か
ら

ず
。
聖
の
動
く
は
故
に
因
れ
ば
、
敎
を
設
く
る
は
或
い
は
異
な
る
。
…
…
東
國
、
華
を
貴
べ
ば
、
則
ち
袞え
ん
べ
ん冕
の
服
・
禮
樂
の
容
・

屈
申
俯
仰
の
節
・
衣
冠
簪
佩
の
飾
を
爲
し
、
以
て
其
の
道
を
弘ひ
ろ

め
ん
と
す
。
…
…
夷
俗
は
素
を
重
ん
ず
る
が
故
に
、
敎
う
る
に
極

め
て
質
な
る
を
以
て
す
。
髠
落
は
徽き

容よ
う

に
し
て
、
衣
裳
は
裁た

た
ず
、
情
を
閑
じ
照
を
開
き
、
期
神
も
て
曠こ
う
ご
う劫
し
、
以
て
其
の
心
を

長
く
す
）
42
（

。

と
あ
る
。
朱
昭
之
は
、
外
見
を
本
質
と
は
無
関
係
と
し
な
が
ら
も
、
剃
髪
を
素
朴
で
美
し
い
容
貌
（
徽
容
）
と
捉
え
る
。
剃
髪
の
素
朴

さ
を
プ
ラ
ス
の
意
味
で
捉
え
る
の
は
、
つ
づ
く
恵
通
の
例
も
同
じ
で
あ
る
。『
弘
明
集
』
巻
第
七
「
駁
顧
道
士
夷
夏
論
」
に
は
、

一
一
八
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夫
れ
剪
髮
の
容
、
狐
蹲
の
敬
、
外
沈
の
俗
は
、
僕
に
し
て
華
色
の
吝
足
ら
ず
、
貨
財
の
守
る
べ
か
ら
ざ
る
を
謂
う
も
、
亦
た
已
に

信
た
り
。
老
氏
、「
五
色
は
人
目
を
し
て
盲
た
ら
し
む
る
所
以
な
り
」、「
多
く
藏
し
て
之
を
祕
す
る
も
後
に
失
う
」
と
謂
う
。
故
に

迺
ち
剪
髮
・
玄
服
・
損
財
・
去
世
は
、
讓
の
至
り
な
り
。
是
を
以
て
太
伯
の
無
德
、
孔
父
、
焉
を
加
う
る
は
、
斯
れ
其
の
類
な
り
）
43
（

。

と
あ
る
。
こ
こ
で
恵
通
は
『
老
子
』
を
引
用
し
、
剃
髪
の
質
素
さ
を
称
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
昭
之
・
恵
通
は
、
剃
髪
自
体
の
外

見
的
な
価
値
を
認
め
て
い
る
（
以
下
、
⑦
）。
こ
れ
は
、
た
ん
に
「
剃
髪
す
な
わ
ち
容
貌
の
毀
損
」
と
す
る
支
孝
龍
ら
の
主
張
と
異
な
る
。

　

釈
僧
敏
「
戎
華
論
」（『
弘
明
集
』
巻
第
七
所
収
）
も
顧
歓
に
対
し
て
剃
髪
の
価
値
を
宣
揚
す
る
。

正
禮
は
易
わ
る
こ
と
叵な

く
、
故
に
太
伯
は
則
ち
吳
越
に
於
い
て
服
を
整
う
。
眞
法
は
移
る
こ
と
莫
く
、
故
に
佛
敎
は
則
ち
東
流
し

て
改
ま
る
無
し
。
服
を
整
う
る
に
緣
り
、
故
に
裸ら

壤じ
よ
うを
し
て
裳
に
翫よ
ろ
こば
し
め
、
法
、
改
ま
る
無
け
れ
ば
、
故
に
漢
の
賢
を
し
て
落

髮
せ
し
む
）
44
（

。

本
文
に
よ
れ
ば
、
剃
髪
は
正
し
い
礼
で
あ
る
。
し
か
も
釈
僧
敏
は
、
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
最
大
の
根
拠
で
あ
る
泰
伯
の
例
を
別
様
に
解

釈
す
る
。
従
来
の
仏
教
徒
は
泰
伯
を
「
呉
越
に
赴
き
、
現
地
の
習
俗
に
従
っ
た
人
物
」
と
み
な
し
て
き
た
が
、
釈
僧
敏
は
新
た
に
『
春

秋
左
氏
伝
』
哀
公
七
年
を
引
用
し
、
泰
伯
を
「
呉
越
に
赴
任
し
て
か
ら
も
周
の
礼
を
護
持
し
た
人
物
」
と
捉
え
た
。

大
伯
は
端た
ん

委い

し
、
以
て
周
禮
を
治
む
。
仲
雍
は
之
を
嗣
ぎ
、
斷
髮
・
文
身
し
、
臝は
だ
かに
し
て
以
て
飾
り
と
爲
す
。
豈
に
禮
な
ら
ん
や
。

由
有
り
て
然
る
な
り
）
45
（

。

そ
の
う
え
で
釈
僧
敏
は
、
漢
人
も
外
来
の
剃
髪
文
化
を
受
容
す
べ
き
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
呉
越
の
人
び
と
は
本
来
裸
で
あ
っ
た
が
、

大
伯
（
泰
伯
）
は
そ
の
地
に
や
っ
て
き
て
も
、
呉
越
の
習
俗
に
あ
わ
せ
て
裸
に
な
ろ
う
と
は
せ
ず
、
衣
服
を
着
つ
づ
け
た
。
だ
が
仲
雍

一
一
九
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が
泰
伯
の
後
を
継
ぐ
と
、
結
局
は
現
地
の
文
化
を
受
容
し
、
裸
で
「
斷
髮
文
身
」
を
す
る
状
態
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
礼
に
反
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
華
夏
人
も
仏
教
伝
来
と
と
も
に
剃
髪
を
す
べ
き
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
礼
に
近
づ
け
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
釈
僧
敏
は
も
は
や
華
夏
文
化
の
優
越
性
を
認
め
ず
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
文
化
の
優
越
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
以
下
、
⑧
）。

　

以
上
の
釈
僧
敏
の
主
張
は
、
前
掲
③
を
仏
教
徒
自
ら
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
僧
敏
の
意
図
は
と
も
か
く
、
仏
僧
の
あ
い
だ
に
も
剃

髪
弁
護
に
関
し
て
多
様
な
論
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

南
朝
梁
・
釈
僧
順
も
「
答
道
士
假
稱
張
融
三
破
論
」（『
弘
明
集
』
巻
第
八
所
収
）
を
あ
ら
わ
し
、「
釈
迦
牟
尼
は
剃
髪
し
な
か
っ
た
」
説

を
俗
説
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
泰
伯
・
仲
雍
（
虞
仲
）
の
例
を
挙
げ
て
剃
髪
を
擁
護
し
、
独
自
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。

論
に
云
う
「
剃
頭
は
本
と
佛
を
求
め
ず
、
凶
胡
を
服
せ
し
む
る
爲
な
り
。
今
、
中
國
の
人
、
正
神
を
以
て
自
ら
の
訓お
し

え
と
せ
ず
。

而
し
て
頑
胡
の
法
を
取
る
」
と
。
釋
に
曰
う
「
夫
れ
六
戎
・
五
狄
・
四
夷
・
八
蠻
は
、
王
化
を
識
ら
ず
、
佛
法
を
聞
か
ざ
る
者
な

り
。
…
…
方
今
、
聖
主
、
三
五
の
治
を
隆さ
か

ん
に
し
、
一
乘
の
法
を
闡ひ
ら

く
」
と
）
46
（

。

本
文
は
、
剃
髪
を
胡
人
の
法
だ
と
す
る
俗
説
に
対
し
て
、
仏
法
・
剃
髪
は
皇
帝
も
支
持
す
る
も
の
だ
と
し
、
剃
髪
は
胡
人
に
か
ぎ
ら
な

い
と
す
る
。
当
時
の
皇
帝
は
南
朝
梁
の
武
帝
で
あ
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
権
威
を
盾
に
取
っ
た
初
め
て
の
論
法
で
あ
る
（
以
下
、
⑨
）。
さ

ら
に
釈
僧
順
は
こ
う
の
べ
る
。

論
に
云
う
「
頭
を
剃
る
は
毀
傷
を
犯
す
」
と
。
釋
に
曰
う
「
髮
膚
の
解
は
前
答
に
具そ
な

わ
る
。
聊い
さ
さか
更
に
略は
ぶ

き
て
之
を
陳の

べ
ん
。
凡

そ
「
不
敢
毀
傷
」
と
言
う
は
、
正た

だ
是
れ
其
の
憲
司
を
觸
し
よ
く

冒ぼ
う

す
る
を
僻さ

く
る
に
非
ず
、
五
刑
の
加
う
る
所
、
殘
缺
有
る
を
致
す
を

防
ぐ
の
み
。
今
、
沙
門
は
聖
師
を
服ふ
く
よ
う膺
し
、
遠
く
十
地
（
悟
り
の
意
）
を
求
め
、
鬚
髮
を
剃
除
し
、
法
衣
を
被
服
し
、
身
を
立
て
て

一
二
〇
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乖も
と

ら
ず
、
名
を
揚
げ
て
道
を
得
、
還
た
天て
ん
ぞ
く屬
を
度ど

せ
ん
と
す
。
何
ぞ
不
可
に
し
て
毀
傷
の
義
に
入
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
守
文
の
徒
、

未
だ
文
外
の
旨
に
逹
せ
ざ
る
の
み
。
…
…
」
と
）
47
（

。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
孝
経
』
の
い
う
「
不
敢
毀
傷
（
敢
え
て
毀
傷
せ
ず
）」
と
は
、
邪
悪
な
こ
と
を
し
て
国
法
に
抵
触
し
、
五
刑
を
受
け
て

は
な
ら
な
い
と
の
意
味
で
あ
り
、
仏
門
に
帰
依
す
る
た
め
の
剃
髪
は
な
ん
ら
悪
く
な
い
。
こ
の
主
張
は
、
前
掲
③
を
継
承
し
つ
つ
、
剃

髪
批
判
最
大
の
論
拠
で
あ
っ
た
『
孝
経
』
の
解
釈
に
も
変
更
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
釈
僧
順
は
、『
孝
経
』
の
新
解
釈
を
通
じ

て
、
儒
教
と
仏
教
の
対
立
関
係
自
体
を
解
消
し
よ
う
と
図
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
剃
髪
を
推
奨
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
以

下
、
⑩
）。

　

こ
の
よ
う
に
南
北
朝
後
期
に
は
、
剃
髪
の
美
し
さ
や
質
素
さ
を
積
極
的
に
称
え
る
説
（
朱
昭
之
、
恵
通
）、
泰
伯
の
例
を
従
来
と
正
反

対
に
解
す
る
説
（
釈
僧
敏
）、
イ
ン
ド
文
化
の
華
夏
文
化
に
対
す
る
優
越
性
を
主
張
す
る
説
（
釈
僧
敏
）、
皇
帝
が
剃
髪
を
認
め
て
い
る
点

を
強
調
す
る
説
（
釈
僧
順
）、『
孝
経
』
の
従
来
的
解
釈
に
変
更
を
迫
る
説
（
釈
僧
順
）
も
提
唱
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
先
行
す
る
「
理

惑
論
」
や
支
孝
龍
の
主
張
と
正
反
対
の
も
の
も
含
ま
れ
る
。
彼
ら
が
相
互
に
議
論
を
参
照
し
あ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
各
自
の
議
論
を
支
え
る
史
料
解
釈
に
は
相
反
す
る
点
が
含
ま
れ
、
彼
ら
の
議
論
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
従
来
と

は
異
な
る
解
釈
に
頼
る
背
景
に
は
、
そ
れ
以
前
の
長
き
に
わ
た
る
論
争
を
以
て
し
て
も
、
依
然
と
し
て
収
ま
ら
ぬ
剃
髪
批
判
論
へ
の
、

仏
僧
ら
の
い
ら
だ
ち
が
垣
間
見
え
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
多
く
も
、
意
図
的
に
華
夏
世
界
の
先
例
を
引
用
し
な
が

ら
剃
髪
擁
護
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
従
来
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
に
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
仏
教
剃
髪
擁
護
論
に
通
底
す
る
工
夫
の

痕
跡
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
二
一
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お　

わ　

り　

に

　

以
上
本
稿
で
は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け

る
剃
髪
擁
護
論
の
起
源
は
古
く
、
と
く
に
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
に
そ
の
詳
細
が
窺
え
る
。
中
国
で
も
仏
教
と
と
も
に
剃
髪
文
化
が

伝
来
し
、
早
く
も
三
国
時
代
の
孫
呉
で
は
漢
訳
仏
典
の
『
仏
開
解
梵
志
阿
颰
経
』
が
編
ま
れ
、
そ
こ
に
剃
髪
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い

る
。
中
国
に
お
い
て
独
自
に
編
ま
れ
た
仏
教
文
献
の
な
か
で
は
、「
理
惑
論
」
が
早
く
に
華
夏
人
向
け
に
剃
髪
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の

で
あ
る
。「
理
惑
論
」
は
意
図
的
に
華
夏
世
界
の
先
例
を
引
用
し
な
が
ら
剃
髪
の
重
要
性
を
主
張
し
、
そ
の
論
法
は
後
世
に
も
継
承
さ
れ

る
。
一
方
、
南
北
朝
後
期
に
は
、
剃
髪
の
美
し
さ
や
質
素
さ
を
積
極
的
に
称
え
る
説
、
泰
伯
の
例
を
従
来
と
正
反
対
に
解
す
る
説
、
イ

ン
ド
文
化
の
華
夏
文
化
に
対
す
る
優
越
性
を
主
張
す
る
説
、
皇
帝
が
剃
髪
を
認
め
て
い
る
点
を
強
調
す
る
説
、『
孝
経
』
の
従
来
的
解
釈

に
変
更
を
迫
る
説
も
提
唱
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
理
惑
論
」
等
と
矛
盾
す
る
主
張
も
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
仏
教

的
剃
髪
擁
護
論
は
一
枚
岩
で
な
く
、
個
々
の
仏
僧
は
別
々
に
剃
髪
批
判
者
と
対
峙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
多
く
は
、

意
図
的
に
華
夏
世
界
の
先
例
を
引
用
し
な
が
ら
剃
髪
擁
護
を
図
っ
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
、
こ
こ
に
当
時
の
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
の
特

徴
を
看
取
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
主
張
は
南
北
朝
時
代
に
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
そ
の
結
果
、
仏
教
的
剃
髪
批
判
は
な
く
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
と
く
に
北
周
の
武
帝
は
仏
教
弾
圧
を
す
す
め
、

そ
れ
は
三
武
一
宗
の
法
難
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
武
帝
は
仏
教
根
絶
ま
で
は
意
図
せ
ず
、
建
徳
三
年
（
五
七
四
年
）

に
「
通
道
觀
」
と
い
う
研
究
施
設
で
の
仏
教
・
道
教
研
究
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
剃
髪
は
許
さ
ず
、「
衣
冠
」
の
着
用
を
義
務
づ

一
二
二
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け
た
。『
続
高
僧
伝
』
巻
二
三
道
安
伝
に
、

建
德
三
年
に
至
り
、
歲
は
甲
午
に
在
り
、
五
月
十
七
日
、
乃
ち
普あ
ま
ねく
佛
道
二
宗
を
滅
ぼ
し
、
別
に
通
道
觀
を
置
く
。
釋
・
李
の
名

有
る
者
を
簡え
ら

び
、
並
び
に
衣
冠
を
著
け
て
學
士
と
爲
す
。
事
は
別
傳
に
在
り
。（
道
）
安
、
迹
を
削
り
て
聲
を
潛
め
、
林
澤
に
逃

る
。
帝
、
勅
を
下
し
て
捜そ
う
ほ
う訪
せ
し
め
、
執と
ら

え
て
王
庭
に
詣い
た

ら
し
め
、
親み
ず
から
勞ね
ぎ
らい
を
致
し
て
接
し
、
牙
笏
綵
帛
を
賜
う
。
幷
せ
て
位

す
る
に
朝
ち
よ
う

列れ
つ

を
以
て
す
。
竟つ
い

に
並
び
に
就
か
ず
。
周
の
世
に
卒
す
）
48
（

。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
釈
道
安
は
招
聘
を
拒
ん
だ
が
、
そ
の
理
由
は
「
衣
冠
」
以
外
に
な
い
。『
仏
祖
統
紀
』
巻
三
八
北
周
武
帝
条

に
は
同
様
の
故
事
が
み
え
、
釈
道
安
は
招
聘
を
拒
み
、
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
て
亡
く
な
っ
た
と
あ
る
）
49
（

。『
続
高
僧
伝
』
は
唐
の
道

宣
、『
仏
祖
統
紀
』
は
南
宋
・
志
磐
の
手
に
な
る
も
の
で
、
前
者
の
ほ
う
が
当
然
史
料
的
価
値
は
高
い
が
、
釈
道
安
の
死
に
関
し
て
は
後

者
の
ほ
う
が
詳
し
く
、
一
概
に
棄
却
し
て
よ
い
か
は
少
々
悩
ま
し
い
。
と
も
あ
れ
、
前
者
の
な
か
で
も
武
帝
は
結
局
「
衣
冠
」
着
用
の

詔
を
撤
回
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
こ
に
武
帝
と
仏
僧
と
の
争
点
が
見
出
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
樊
普
曠
は
従
来
に
な
い
や
り
方
で
、
仏
教
的
剃
髪
擁
護
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
『
広
弘
明
集
』
巻
第
一
〇
辯
惑
篇
に
、

武
帝
、
黑
衣
を
猜
忌
し
、
法
を
黃
老
よ
り
受
く
。
…
…
前
の
沙
門
の
京
兆
の
樊
普
曠
な
る
者
有
り
。
…
…
常
に
髮
を
翦
り
、
鬚
を

留
む
。
…
…
曠
曰
く
「
臣
は
陛
下
よ
り
學
ぶ
。
二
敎
、
除
か
る
と
雖
も
、
猶
お
通
道
を
存
す
。
鬚
は
俗
飾
を
爲
す
が
故
に
留
む
。

髮
は
俗
敎
に
非
ざ
る
が
故
に
遣や

る
」
と
。
帝
曰
く
「
俗
に
髮
を
留
め
て
上
に
加
う
る
に
冠
を
以
て
す
る
こ
と
有
り
。
何
ぞ
非
敎
と

言
う
や
」
と
。
曠
曰
く
「
無
髮
の
士
は
豈
に
是
れ
敎
【
無
き
】
な
ら
ん
や
。
臣
、
預
め
之
を
除
く
。
冠
を
加
う
る
も
何
ぞ
損
せ
ん
」

と
。
帝
、
之
を
笑
う
。
爾こ
れ

よ
り
常
に
淨
め
て
髮
を
剃
り
て
冠
を
著つ

け
領く
び

に
纓え
い

す
）
50
（

。

一
二
三
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と
あ
る
。
樊
普
曠
は
剃
髪
し
て
鬚
を
残
し
、
武
帝
と
対
面
す
る
。
そ
し
て
樊
普
曠
は
、
武
帝
の
ま
ね
を
し
て
、
鬚
は
「
俗
飾
」
ゆ
え
に

残
し
、
髪
は
「
非
俗
敎
」
ゆ
え
に
剃
っ
た
と
の
べ
た
。
こ
れ
は
、
仏
教
・
道
教
を
排
除
す
る
と
同
時
に
、
通
道
観
を
設
置
す
る
と
い
う

武
帝
の
曖
昧
な
施
策
に
対
す
る
風
刺
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
武
帝
が
、
俗
世
間
で
は
官
吏
が
結
髪
し
て
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
と
し
、
そ
れ

は
「
敎
」（
教
化
）
だ
と
し
、「
髮
は
俗
敎
に
非
ざ
る
が
故
に
遣
る
」
と
の
樊
普
曠
の
言
を
批
判
し
た
と
こ
ろ
、
樊
普
曠
は
「
無
髮
之
士

豈
是
敎
乎
」
と
の
べ
た
。
ほ
ぼ
同
様
の
故
事
は
『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
に
も
み
え
、「
無
髮
之
士
豈
是
無
敎
耶
」
に
作
る
（
大
正
五
四
・

二
五
三
下
）。
前
者
は
唐
・
道
宣
、
後
者
は
北
宋
初
・
賛
寧
の
手
に
な
る
も
の
で
、
基
本
的
に
は
前
者
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
文

に
関
し
て
は
内
容
的
に
後
者
の
文
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
よ
っ
て
前
掲
『
広
弘
明
集
』
に
【　

】
で
文
字
を
補
う
）。
す
る
と
本
文
は
「
禿
頭
の

士
は
教
が
な
い
者
な
の
で
し
ょ
う
か
」
の
意
と
な
る
。
つ
ま
り
問
題
は
、
禿
か
否
か
で
は
な
く
、
士
が
冠
を
か
ぶ
る
か
否
か
（
武
帝
に
従

う
か
否
か
）
で
あ
っ
て
、
禿
で
も
冠
は
か
ぶ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
武
帝
は
、
樊
普
曠
が
剃
髪
し
て
冠
を
か
ぶ
る
こ
と
を

容
認
し
た
と
い
う
。

　

し
か
し
こ
れ
は
結
局
、
樊
普
曠
に
の
み
認
め
ら
れ
た
特
例
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
も
実
際
に
は
、
武
帝
の
廃
仏
政
策
に
反
撥

し
た
子
の
天
元
皇
帝
（
宣
帝
）
さ
え
、
大
象
元
年
（
五
七
九
年
）
四
月
に
よ
う
や
く
剃
髪
禁
止
を
条
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
仏
教
の
公
的

地
位
を
認
可
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
51
（

。
こ
れ
こ
そ
い
わ
ゆ
る
「
菩
薩
僧
」
の
設
置
で
あ
る
。
そ
の
設
置
の
期
間
や
目
的

に
は
従
来
諸
説
あ
る
が
）
52
（

、「
菩
薩
僧
」
が
国
家
に
認
可
さ
れ
た
非
剃
髪
僧
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
設
置
期
間
が
一
年
余
の
短
期
間
で
あ
っ
た

の
は
確
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
当
時
の
仏
教
徒
が
こ
だ
わ
っ
た
の
も
剃
髪
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
釈
道
安
や
樊
普
曠
は
抗
弁

し
た
。
さ
ら
に
「
菩
薩
僧
」
の
な
か
に
は
自
ら
の
形
姿
を
恥
じ
て
山
林
に
隠
れ
る
者
も
お
り
）
53
（

、
当
該
制
度
は
短
期
間
で
終
わ
り
を
迎
え

一
二
四
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た
。
こ
の
よ
う
に
剃
髪
の
可
否
は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て
考
え
る
さ
い
に
決
し
て
軽
視
で
き
ぬ
問
題
で
あ
り
、
中
国
伝

統
文
化
と
仏
教
文
化
と
の
重
要
な
対
立
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
中
国
伝
統
文
化
と
仏
教
文
化
と
の
あ
い
だ
に

は
い
わ
ゆ
る
沙
門
王
者
不
敬
論
争
や
踞
食
論
争
な
ど
、
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
当
時
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
し
仏
教
的
剃
髪
擁

護
論
争
が
そ
れ
ら
の
諸
問
題
と
い
か
に
絡
み
合
っ
て
い
た
の
か
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（1
）　

柿
沼
陽
平
「
中
国
古
代
禿
頭
攷
」（
渡
邉
義
浩
編
『
中
国
文
化
の

統
一
性
と
多
様
性
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
二
年
、
四
五
一
〜
四
八
八

頁
）。

（
2
）　

仏
陀
耶
舎
・
竺
仏
念
訳
『
四
分
律
』
巻
第
五
一
（『
大
正
新
脩
大

蔵
経
』
律
部
第
二
二
巻
第
一
四
二
八
、
九
四
六
頁
上
段
所
収
）「
彼
の

比
丘
、
髮
の
長
さ
幾
許
に
し
て
應
に
剃
る
べ
き
か
を
知
ら
ず
。
佛
言

う
「
極
長
は
長
さ
兩
指
な
り
。
若
し
二
月
ご
と
に
一
た
び
剃
ら
ば
、

此
れ
是
れ
極
長
な
ら
ん
」
と
（
彼
比
丘
不
知
髮
長
幾
許
應
剃
。
佛
言

「
極
長
長
兩
指
。
若
二
月
一
剃
、
此
是
極
長
」）」。
以
下
、『
大
正
新
脩

大
蔵
経
』
よ
り
引
用
す
る
場
合
に
は
「
大
正
＋
巻
数
＋
頁
数
＋
段

（
上
・
中
・
下
）」
の
形
で
出
典
を
略
記
す
る
。
前
掲
『
四
分
律
』
は

「
大
正
二
二
・
九
四
六
上
」
と
な
る
。

（
3
）　
『
高
僧
伝
』
は
以
下
、
湯
用
彤
校
注
・
湯
一
玄
整
理
『
高
僧
伝
』

（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。
ま
た
読
者
の
便
宜
の
た
め
、

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
巻
数
等
も
付
記
す
る
。『
高
僧
伝
』
巻
第
八

義
解
五
・
釈
僧
慧
伝
「
禿
頭
官
家
」（
三
二
一
頁
。
大
正
五
〇
・
三
七

八
中
）。

（
4
）　

孫
呉
・
支
謙
訳
『
撰
集
百
縁
経
』
巻
第
八
（
大
正
四
・
二
三
八

下
）「
頭
髮
自
落
」、
東
晋
・
瞿
曇
僧
伽
提
婆
訳
『
増
壹
阿
含
経
』
巻

十
五
（
大
正
二
・
六
二
二
上
）「
頭
髮
自
落
し
、
剃
髮
に
似
る
が
如
し

（
頭
髮
自
落
、
如
似
剃
髮
）」。

（
5
）　

身
體
髮
膚
、
受
之
父
母
、
不
敢
毀
傷
、
孝
之
始
也
。

（
6
）　G

uang X
ing, “Filial Piety in Early B

uddhism
,” Journal of 

Buddhist Ethics 1 2 (2005): 82–106, Id., “C
hinese Translation of 

B
uddhist Sutras R

elated to Filial Piety as a R
esponse to C

onfu-

cian C
riticism

 of B
uddhists B

eing U
nfilial,” A

nita Sharm
a, ed., 

Buddhism
 in East Asia: Aspects of H

istory’s First U
niversal Reli-

一
二
五
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gion P
resented in the M

odern C
ontext (D

elhi: V
idyanidhi 

Prakashan, 2012): 75–85, G
uang X

ing, “Early B
uddhist and 

C
onfucian C

oncepts of Filial Piety: A
 C

om
parative Study,” Jour-

nal of the O
xford C

entre for Buddhist Studies 4
 (2013): 8–46.

（
7
）　

木
村
清
孝
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
孝
倫
理
の
受
容
過
程
」（『
東

方
学
』
第
三
九
輯
、
一
九
七
〇
年
、
一
一
四
〜
一
二
五
頁
）。

（
8
）　

身
体
の
毀
損
（
す
な
わ
ち
捨
身
）
に
関
し
て
は
、
船
山
徹
「
捨

身
の
思
想　
　

極
端
な
仏
教
行
為　
　

」（『
六
朝
隋
唐
仏
教
展
開
史
』

法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
、
三
九
一
〜
四
五
八
頁
）
を
挙
げ
る
に
と
ど

め
、
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
。

（
9
）　

道
端
良
秀
『
仏
教
と
儒
教
倫
理　
　

中
国
仏
教
に
お
け
る
孝
の

問
題　
　

』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
、
四
四
〜
四
六
頁
）。

（
10
）　

吉
川
忠
夫
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
『
孝
経
』
の
受
容
」（『
六
朝

精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
四
年
、
五
四
七
〜
五
六
七
頁
）。
な

お
藤
善
眞
澄
「
六
朝
仏
教
教
団
の
一
側
面　
　

間
諜
・
家
僧
門
師
・

講
経
斎
会　
　

」（『
中
国
仏
教
史
研
究　
　

隋
唐
仏
教
へ
の
視
角

　
　

』
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
、
七
〇
〜
一
〇
九
頁
）
は
、
六
朝
期

に
逃
亡
者
が
身
を
隠
す
場
合
に
し
ば
し
ば
僧
形
を
選
ぶ
点
を
指
摘
し
、

そ
れ
は
僧
形
自
体
が
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
（N

um
inöse; 

聖
な
る
も
の
に
対

す
る
畏
敬
心
）
を
喚
起
す
る
た
め
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
剃
髪
は
儒

教
的
孝
道
に
そ
む
く
が
ゆ
え
に
排
仏
論
者
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
、
両

者
は
「
き
わ
め
て
形
而
下
的
な
発
想
、
低
次
元
の
論
難
」
を
交
わ
し

た
と
す
る
。

（
11
）　

吉
川
忠
夫
「
孝
と
仏
教
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
中
国
中
世
社
会
と
宗

教
』
道
気
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〜
一
八
頁
）。

（
12
）　

鐘
友
聯
『
儒
仏
的
孝
道
思
想
』（
仏
教
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）、

方
立
天
『
中
国
仏
教
与
伝
統
文
化
』（
桂
冠
図
書
股
份
有
限
公
司
、
一

九
九
〇
年
）、
冉
雲
華
「
中
国
仏
教
対
孝
道
的
受
容
及
後
果
」（
傅
偉

勛
主
編
『
従
伝
統
到
現
代　
　

仏
教
倫
理
与
現
代
社
会
』
東
大
図
書

公
司
、
一
九
九
〇
年
、
一
〇
七
〜
一
二
〇
頁
）、
業
露
華
『
道
洽
六
親

　
　

仏
教
孝
道
観　
　

』（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
13
）　Erich Zürcher, The Buddhist C

onquest of C
hina: The Spread 

and Adaptation of Buddhism
 in Early M

edieval C
hina [3rd edi-

tion] (Leiden: B
rill, 2007 [originally printed in 1959]): 281–285.

（
14
）　K

enneth Ch’en, “Filial Piety in Chinese Buddhism
,” H

arvard 

Journal of Asiatic Studies 2 8 (1968): 81–97.

（
15
）　A

nn H
eirm

an and M
athieu Torck, A Pure M

ind in a Clean Body: 

Bodily Care in the Buddhist M
onasteries of Ancient India and China 

(G
ent: G

inkgo A
cadem

ia Press, 2012): 137–164.
（
16
）　

前
掲
註
（
11
）
吉
川
論
文
、
一
〜
一
八
頁
、Guang X

ing, Filial 

Piety in C
hinese B

uddhism
, O

xford Research Encyclopedia of 

Religion (2018), 1–22. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199

一
二
六
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340378.013.559.
（
17
）　

定
方
晟
「
仏
教
と
剃
髪
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
三
巻

第
一
号
、
一
九
七
四
年
、
五
五
〜
六
〇
頁
）。

（
18
）　

中
村
元
・
早
島
鏡
正
訳
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
一　
　

イ
ン
ド

と
ギ
リ
シ
ア
の
対
決　
　

』（
平
凡
社
、
一
九
六
三
年
、
一
八
頁
）。

な
お
〈　

〉
は
訳
者
に
よ
る
補
遺
で
あ
る
。

（
19
）　

中
村
元
『
原
始
仏
典
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
三
八
二
〜

四
一
六
頁
）。

（
20
）　

王
問
野
惒
羅
「
卿
用
何
等
故
棄
家
捐
妻
子
、
剃
頭
鬚
、
披
袈
裟
、

作
沙
門
。
卿
所
求
何
等
道
」。
野
惒
羅
言
「
我
曹
學
佛
道
行
中
正
、
於

今
世
得
其
福
、
於
後
世
亦
得
其
福
、
用
是
故
我
剃
頭
鬚
、
被
袈
裟
、

作
沙
門
」。

（
21
）　

阿
颰
乃
問
佛
言
「
…
…
除
鬚
髮
、
披
袈
裟
、
持
鉢
何
應
」。
佛
言

「
…
…
除
鬚
髮
者
、
爲
終
身
戒
、
捐
棄
貪
愛
、
無
復
飾
好
。
使
人
不
欲

己
、
己
亦
不
欲
人
。
…
…
斯
皆
無
爲
淸
淨
之
像
…
…
」。

（
22
）　

福
井
文
雅
「
僧
侶
は
何
故
剃
髪
す
る
の
か
？
」（『
イ
ン
ド
学
諸

思
想
と
そ
の
周
延　
　

佛
教
文
化
学
会
十
周
年
北
條
賢
三
博
士
古
稀

記
念
論
文
集　
　

』
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
七
〜
二

九
二
頁
）。

（
23
）　

片
山
一
良
訳
『
パ
ー
リ
仏
典
〈
第
2
期
〉
1
長
部
（
デ
ィ
ー
ガ

ニ
カ
ー
ヤ
）
戒
蘊
篇
Ⅰ
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
二
三
八
〜
二

九
六
頁
）。

（
24
）　

以
魏
嘉
平
中
、
來
至
洛
陽
。
于
時
魏
境
雖
有
佛
法
、
而
道
風
訛

替
、
亦
有
衆
僧
未
稟
歸
戒
、
正
以
剪
落
殊
俗
耳
（
一
三
頁
。
大
正
五

〇
・
三
二
四
下
）。

（
25
）　

魏
黃
初
中
、
中
國
人
始
依
佛
戒
、
剃
髮
爲
僧
。

（
26
）　
『
弘
明
集
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
弘
明
集
研
究
』
巻
上
遺
文
篇
（
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
三
年
）
所
収
増
上
寺
蔵
『
高
麗

版
大
蔵
経
』
所
収
『
弘
明
集
』
影
印
本
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、

京
大
本
の
頁
数
に
加
え
、
読
者
の
便
宜
を
考
え
、『
大
正
新
脩
大
蔵

経
』
の
番
号
も
付
記
す
る
。「
夫
訕
聖
賢
不
仁
、
平
不
中
不
智
也
。

…
…
昔
齊
人
乘
舡
（
船
）
渡
江
。
其
父
墮
水
。
其
子
攘
臂
捽
頭
、
顚

倒
使
水
從
口
出
。
而
父
命
得
蘇
。
夫
捽
頭
顚
倒
、
不
孝
莫
大
、
然
以

全
父
之
身
。
…
…
孔
子
曰
「
可
與
適
道
、
未
可
與
權
」、
所
謂
時
宜
施

者
也
。
且
『
孝
經
』
曰
「
先
王
有
至
德
要
道
」、
而
泰
伯
祝
髮
文
身
、

自
從
吳
越
之
俗
。
違
於
身
體
髮
膚
之
義
、
然
孔
子
稱
之
「
其
可
謂
至

德
矣
」。
仲
尼
不
以
其
祝
髮
毀
之
也
。
由
是
而
觀
、
苟
有
大
德
、
不
拘

於
小
。
沙
門
捐
家
財
棄
妻
子
、
不
聽
音
、﹇
不
﹈
視
色
。
可
謂
讓
之
至

也
。
何
違
聖
語
不
合
孝
乎
。
豫
讓
吞
炭
漆
身
、
聶
政
㓟
面
自
刑
、
伯

姬
蹈
火
、
高
行
截
容
、
君
子
以
爲
勇
而
死
義
、
不
聞
譏
其
自
毀
沒
也
。

沙
門
剔
除
鬚
髮
、
而
比
之
於
四
人
、
不
已
遠
乎
」（
九
〜
一
〇
頁
。
大

正
五
二
・
二
下
〜
三
上
）。

一
二
七
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（
27
）　

稲
岡
誓
純
「
牟
子
理
惑
論
の
研
究
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
研
究

紀
要
』
第
一
一
号
、
一
九
八
三
年
、
二
五
〜
四
七
頁
）、
稲
岡
誓
純

「『
牟
子
理
惑
論
』
編
纂
年
代
攷
」（『
佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所

報
』
第
一
巻
、
一
九
八
四
年
、
三
〜
五
頁
）。

（
28
）　

小
寺
敦
「
先
秦
秦
漢
の
伝
世
文
献
に
み
え
る
「
讓
」
に
つ
い
て

　
　

先
秦
儒
家
系
文
献
を
軸
と
し
て　
　

」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
一
五
六
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〜
一
八
〇
頁
）。

（
29
）　

時
或
嘲
之
曰
「
大
晉
龍
興
、
天
下
爲
家
。
沙
門
何
不
全
髮
膚
、

去
袈
裟
、
釋
胡
服
、
被
綾
羅
」。
龍
曰
「
抱
一
以
逍
遙
。
唯
寂
以
致

誠
。
剪
髮
、
毀
容
、
改
服
、
變
形
。
彼
謂
我
辱
、
我
棄
彼
榮
、
故
無

心
於
貴
、
而
愈
貴
。
無
心
於
足
、
而
愈
足
矣
…
…
（
一
四
九
頁
。
大

正
五
〇
・
三
四
六
下
）。

（
30
）　

髮
膚
不
毀
、
俗
中
之
近
言
耳
（
一
七
四
頁
。
大
正
五
〇
・
三
五

一
上
）。

（
31
）　
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
七
訳
経
東
晋
「
毘
曇
旨
歸
一
卷
。
右
一
卷
。

哀
帝
世
。
沙
門
竺
僧
度
撰
」（
大
正
四
九
・
七
三
中
）。

（
32
）　

後
桓
玄
…
…
及
至
見
遠
、
不
覺
致
敬
。
玄
問
「
不
敢
毀
傷
、
何

以
剪
削
」。
遠
答
云
「
立
身
行
道
」。
玄
稱
善
、
所
懷
問
難
、
不
敢
復

言
、
乃
說
征
討
之
意
（
二
一
九
頁
。
大
正
五
〇
・
三
六
〇
中
）。

（
33
）　

夫
道
在
練
神
、
不
由
存
形
。
是
以
沙
門
祝
形
燒
身
、
厲
神
絕
往
。

神
不
可
滅
、
而
能
奔
其
往
、
豈
有
負
哉
。
…
…
誠
自
剪
絕
、
則
日
損
、

所
淸
實
漸
于
道
。
苦
力
榮
觀
、
傾
資
敻
居
、
未
幾
有
之
、
俄
然
身
滅
、

名
實
所
收
不
出
盜
跨
（
夸
）。
…
…
微
則
應
淸
、
遠
則
福
妙
（
五
九
〜

六
〇
頁
。
大
正
五
二
・
一
四
上
）。

（
34
）　

僧
祐
撰
・
牧
田
諦
亮
編
『
弘
明
集
研
究
』
訳
注
編
上
（
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
四
年
、
一
二
七
頁
）。

（
35
）　

夫
佛
家
之
孝
所
包
蓋
遠
。
理
由
乎
心
、
無
繫
於
髮
。
若
愛
髮
、

棄
心
、
何
取
於
孝
。
昔
泰
伯
・
虞
仲
斷
髮
文
身
、
夫
子
兩
稱
至
德
・

中
權
。
以
俗
內
之
賢
、
宜
修
世
禮
、
斷
髮
、
讓
國
、
聖
哲
美
談
。
況

般
若
之
敎
業
、
勝
中
權
。
…
…
業
勝
中
權
故
、
棄
迹
求
心
、
准
以
兩

賢
無
缺
於
孝
（
二
二
一
頁
。
大
正
五
二
・
四
九
下
〜
五
〇
上
）。

（
36
）　

吉
川
忠
夫
「
夷
夏
論
争
」（『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一

九
八
四
年
、
四
九
〇
〜
五
一
一
頁
）。

（
37
）　

翦
髮
・
緇
衣
群
夷
之
服
也
（
一
六
七
頁
。
大
正
五
二
・
三
七
下
）。

（
38
）　

將
求
理
之
所
貴
、
宜
先
本
禮
俗
。
沿
襲
異
道
唯
其
時
物
。
故
君

子
豹
變
、
民
文
先
革
。
顓
孫
膺
訓
。
喪
志
學
殷
。
夫
致
德
韶
武
、
則

禪
代
異
典
。
後
聖
有
作
、
豈
限
夷
・
華
（
一
六
七
頁
。
大
正
五
二
・

三
七
下
〜
三
八
上
）。

（
39
）　

子
張
問
「
十
世
可
知
也
」。
子
曰
「
殷
因
於
夏
禮
。
所
損
益
可
知

也
。
周
因
於
殷
禮
。
所
損
益
可
知
也
。
其
或
繼
周
者
、
雖
百
世
可
知

也
」（『
論
語
』
為
政
篇
）。

（
40
）　

玩
人
喪
德
、
玩
物
喪
志
（『
書
経
』
旅
獒
篇
）。

一
二
八
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（
41
）　

夫
俗
禮
者
、
出
乎
忠
信
之
薄
、
非
道
之
淳
。
修
淳
道
者
、
務
在

反
俗
。
俗
既
可
反
、
道
則
可
淳
。
反
俗
之
難
故
、
宜
祛
其
甚
泰
。
祛

其
甚
泰
、
必
先
墮
冠
、
削
髮
、
方
衣
、
去
食
。
墮
冠
則
無
世
飾
之
費
。

削
髮
則
無
笄
櫛
之
煩
。
方
衣
則
不
假
工
於
裁
制
。
去
食
則
絕
想
嗜
味
。

此
則
「
爲
道
者
日
損
」。
豈
夷
俗
之
所
制
（
一
八
五
頁
。
大
正
五
二
・

四
二
上
）。

（
42
）　

夫
聖
道
虛
・
寂
。
故
能
圓
應
無
方
。
…
…
但
華
夷
殊
俗
、
情
好

不
同
。
聖
動
因
故
、
設
敎
或
異
。
…
…
東
國
貴
華
、
則
爲
袞
冕
之
服
・

禮
樂
之
容
・
屈
申
俯
仰
之
節
・
衣
冠
簪
佩
之
飾
、
以
弘
其
道
。
…
…

夷
俗
重
素
故
、
敎
以
極
質
。
髠
落
徽
容
、
衣
裳
不
裁
、
閑
情
開
照
、

期
神
曠
劫
、
以
長
其
心
（
一
九
一
頁
。
大
正
五
二
・
四
三
上
〜
中
）。

（
43
）　

夫
剪
髮
之
容
、
狐
蹲
之
敬
、
外
沈
之
俗
、
僕
謂
華
色
之
不
足
吝
、

貨
財
之
不
可
守
、
亦
已
信
矣
。
老
氏
謂
「
五
色
所
以
令
人
目
盲
」「
多

藏
祕
之
後
失
」。
故
迺
剪
髮
・
玄
服
・
損
財
・
去
世
、
讓
之
至
也
。
是

以
太
伯
無
德
、
孔
父
加
焉
、
斯
其
類
矣
（
二
〇
二
頁
。
大
正
五
二
・

四
五
下
）。

（
44
）　

正
禮
叵
易
、
故
太
伯
則
於
吳
越
而
整
服
。
眞
法
莫
移
、
故
佛
敎

則
東
流
而
無
改
。
緣
整
服
、
故
令
裸
壤
翫
裳
、
法
無
改
、
故
使
漢
賢

落
髮
（
二
一
〇
頁
。
大
正
五
二
・
四
七
下
）。

（
45
）　

大
伯
端
委
、
以
治
周
禮
。
仲
雍
嗣
之
、
斷
髮
・
文
身
、
臝
以
爲

飾
。
豈
禮
也
哉
。
有
由
然
也
。

（
46
）　

論
云
「
剃
頭
本
不
求
佛
、
爲
服
凶
胡
。
今
中
國
人
不
以
正
神
自

訓
。
而
取
頑
胡
之
法
」。
釋
曰
「
夫
六
戎
・
五
狄
・
四
夷
・
八
蠻
、
不

識
王
化
、
不
聞
佛
法
者
。
…
…
方
今
、
聖
主
隆
三
五
之
治
、
闡
一
乘

之
法
」（
二
三
三
頁
。
大
正
五
二
・
五
二
下
）。

（
47
）　

論
云
「
剃
頭
犯
毀
傷
」。
釋
曰
「
髮
膚
之
解
具
於
前
答
。
聊
更
略

而
陳
之
。
凡
言
「
不
敢
毀
傷
」
者
、
正
是
防
其
非
僻
觸
冒
憲
司
、
五

刑
所
加
致
有
殘
缺
耳
。
今
沙
門
者
服
膺
聖
師
、
遠
求
十
地
、
剃
除
鬚

髮
被
服
法
衣
、
立
身
不
乖
、
揚
名
得
道
、
還
度
天
屬
。
有
何
不
可
而

入
毀
傷
之
義
。
守
文
之
徒
、
未
逹
文
外
之
旨
耳
。
…
…
」（
二
三
五

頁
。
大
正
五
二
・
五
三
上
）。

（
48
）　

至
建
德
三
年
歲
在
甲
午
五
月
十
七
日
、
乃
普
滅
佛
道
二
宗
、
別

置
通
道
觀
。
簡
釋
李
有
名
者
、
並
著
衣
冠
爲
學
士
焉
。
事
在
別
傳
。

安
削
迹
潛
聲
逃
于
林
澤
。
帝
下
勅
搜
訪
、
執
詣
王
庭
、
親
致
勞
接
、

賜
牙
笏
綵
帛
。
幷
位
以
朝
列
。
竟
並
不
就
。
卒
于
周
世
（
大
正
五
〇
・

六
二
九
中
）。

（
49
）　

六
月
詔
釋
・
道
有
名
德
者
、
別
立
通
道
觀
、
置
學
士
百
二
十
員
、

著
衣
冠
笏
履
。
以
彥
琮
等
爲
學
士
。
沙
門
道
安
有
宿
望
、
欲
官
之
。

安
以
死
拒
、
號
慟
不
食
而
終
（
大
正
四
九
・
三
五
八
下
）。

（
50
）　

武
帝
、
猜
忌
黑
衣
受
法
黃
老
。
…
…
有
前
沙
門
京
兆
樊
普
曠
者
。

…
…
常
翦
髮
、
留
鬚
。
…
…
曠
曰
「
臣
學
陛
下
。
二
敎
雖
除
、
猶
存

通
道
。
鬚
爲
俗
飾
故
留
。
髮
非
俗
教
故
遣
」。
帝
曰
「
俗
有
留
髮
上
加

一
二
九
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以
冠
。
何
言
非
敎
」。
曠
曰
「
無
髮
之
士
豈
是
敎
乎
。
臣
預
除
之
。
加

冠
何
損
」。
帝
笑
之
。
自
爾
常
淨
剃
髮
著
冠
纓
領
（
大
正
五
二
・
一
五

三
上
）。

（
51
）　

塚
本
善
隆
「
北
周
の
宗
教
廃
毀
政
策
の
崩
壊
」（『
塚
本
善
隆
著

作
集
』
第
二
巻
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
四
年
、
六
四
三
〜
六
七
一

頁
、
初
出
は
一
九
四
九
年
）。

（
52
）　
「
菩
薩
僧
」
に
つ
い
て
は
、
常
磐
大
定
「
周
末
隋
初
に
於
け
る
菩

薩
仏
教
の
要
求
」（『
支
那
仏
教
の
研
究
』
春
秋
社
松
柏
館
、
一
九
三

八
年
）
の
先
駆
的
研
究
が
あ
る
。
た
だ
し
常
磐
氏
が
そ
の
設
置
年
代

を
「
大
象
二
年
七
月
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
山
崎
宏
「
隋
朝
の
仏

教
復
興
の
先
駆　
　

陟
岵
寺
の
菩
薩
僧
設
置
の
問
題　
　

」（『
隋
唐

仏
教
史
の
研
究
』
法
藏
館
、
一
九
六
七
年
、
三
五
〜
四
三
頁
）
は
「
大

象
元
年
四
月
」（
西
暦
五
七
九
年
六
月
八
日
）
と
し
、Jinhua C

hen, 
“Pusaseng 

菩
薩
僧 [bodhisattva-m

onks]: A
 Peculiar M

onastic 

Institution at the Turn of the N
orthern Zhou (557–581) and Sui  

(581–618) D
ynasties,” Journal of C

hinese Religions 3 0 (2002): 

1–22 

も
大
象
元
年
四
月
説
を
徹
底
的
に
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
設
置

理
由
に
つ
い
て
、
道
端
良
秀
「
中
国
仏
教
と
菩
薩
僧
」（『
印
度
学
仏

教
学
研
究
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
一
九
六
六
年
、
一
一
七
〜
一
二
〇

頁
）
は
、
父
武
帝
の
施
策
を
突
然
翻
し
え
ぬ
宣
帝
が
「
孝
」
の
姿
勢

を
し
め
す
べ
く
、
仏
教
容
認
へ
の
過
渡
的
段
階
と
し
て
「
菩
薩
僧
」

を
設
置
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
今
西
智
久
「
北
周
末
の
宗
教
政
策　
　

陟
岵
寺
菩
薩
僧
小
考　
　

」（『
大
谷
大
学
史
学
論
究
』
第
一
九
号
、

二
〇
一
四
年
、
一
〜
三
一
頁
）
は
、
菩
薩
僧
設
置
時
期
が
大
象
元
年

四
月
〜
大
象
二
年
六
月
で
、
宣
帝
の
天
元
皇
帝
自
称
期
間
と
合
致
す

る
と
し
、「
菩
薩
僧
」
に
は
道
教
と
と
も
に
天
元
皇
帝
の
支
配
を
宗
教

的
に
支
え
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

（
53
）　

柴
田
憲
良
「
北
周
末
隋
初
の
「
菩
薩
僧
」　　

廃
仏
・
仏
法
興
隆

と
山
林
修
行
を
め
ぐ
っ
て　
　

」（『
天
台
学
報
』
第
五
七
号
、
二
〇

一
四
年
、
一
一
七
〜
一
三
三
頁
）。

 

（
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
）

一
三
〇
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Buddhism and Shaving the Head in the Wei, Jin, and Northern and

Southern Dynasties

KAKINUMA Yohei

     In ancient China, there was a long-standing emphasis on hairdressing 

and aversion to baldness of the head. The Classic of Filial Piety (Xiaojing 孝
經) states that harming the body and cutting hair are “unfilial.” However, with 

the arrival of Buddhism, Buddhists who encouraged baldness and shaving 

emerged. How, then, did Buddhists encourage hair loss based on their doc-

trine? This paper aims to examine the Buddhist shaving advocacy during the 

Wei, Jin, and Northern and Southern Dynasties.

     The origins of the Indian Buddhist defense of shaving are long-

established, especially in the Milinda Pañha. In China, the culture of shaving 

was introduced along with Buddhism. As early as the Three Kingdoms period, 

a Chinese translation of the Buddhist scriptures compiled in the Wu Kingdom 

explained the importance of shaving. Among the pseudo-sutras compiled in-

dependently in China, the Lihuolun 理惑論 was an early exponent of the im-

portance of shaving hair for the Huaxia people. The Lihuolun, citing prece-

dents from the Huaxia world, argued for the importance of shaving. This 

attempted to exploit contradictions in traditional Chinese culture, and the way 

i
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of arguments was carried on by later generations.

     However, a different line of argument emerged in the later period of the 

Northern and Southern Dynasties. Buddhist shaving advocacy at the time was 

not monolithic, with individual Buddhist monks confronting shaving critics 

separately. Many of them intentionally quoted precedents from the Huaxia 

world in their defense of shaving, which was a characteristic of Buddhist shav-

ing advocacy at the time.

     This is not to say that the criticism of Buddhist shaving disappeared. 

The Emperor Wu of the Northern Zhou promoted the suppression of Bud-

dhism. Although he accepted the study of Buddhism in the Tongdao Guan 通
道觀 temple, he disapproved of shaving. Shi Dao’an 釋道安 opposed this, and 

Fan Pukuang 樊普曠 tried to persuade the Emperor Wu, but the situation did 

not change, and even the Emperor Tianyuan (Tianyuan huangdi 天元皇帝), 

who tried to revive Buddhism, disapproved of shaving. It was challenging to 

break the criticism of Buddhist shaving based on the Xiaojing during the Wei, 

Jin, and Southern and Northern Dynasties. Thus, with the insistence of Bud-

dhists at the time on shaving their hair, we can see a point of conflict between 

traditional Chinese culture and Buddhist culture.

The Seven Jia Collection and Eight Jia Collection:

The Formation and Reception of the Late Ming Historical Documents

during the Qing and Late Edo Era

YIN Minzhi

     The Seven Jia Collection (Qijia ji 七家集) contains seven historical 

documents of the late Ming, all of which were written from a perspective con-

flicts with the Qing dynasty, four of them were forbidden in Qianlong 乾隆 

era. The Qingbai Caolu 淸白草廬 manuscript collected in Kunaicho Shoryo-

bu 宮内廳書陵部 (the Archives and Mausolea Department, the Imperial 
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