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日
本
式
い
け
ば
な
の
源
流
は
中
国
と
縁
が
深
い
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
美
し
く
精
緻
な
こ
の
国
日
本
に

来
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
半
ば
好
奇
心
、
半
ば
探

求
心
か
ら
、
私
は
努
め
て
こ
う
し
た
日
本
文
化
の

足
跡
を
探
し
て
き
た
。
そ
れ
が
い
け
ば
な
に
夢
中

に
な
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
は
、
当
初
は
思
っ
て

も
み
な
か
っ
た
の
だ
が
。

今
で
も
、
い
け
ば
な
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ

た
日
の
新
鮮
さ
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
色
と
り
ど
り

の
花
々
、
集
中
し
て
花
を
生
け
る
女
性
た
ち
、
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
で
前
衛
的
な
講
師
の
先
生
、
揺

れ
動
く
花
影
と
人
々
の
衣
服
…
。
シ
ン
プ
ル
な
花

枝
が
、
こ
こ
で
は
思
想
や
直
感
を
表
現
す
る
作
品

に
な
る
。
工
夫
を
凝
ら
し
て
生
け
込
む
の
だ
が
、

完
成
し
た
作
品
は
ま
る
で
自
然
界
に
そ
う
し
て
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
自
然
で
、
人
の
心
の
琴
線
に
ふ

れ
る
。
見
る
者
に
感
動
と
、
あ
る
種
不
思
議
な
落

ち
つ
き
を
与
え
る
の
だ
。

こ
う
し
た
魅
力
に
と
り
こ
ま
れ
て
、
私
は
い
け

ば
な
の
お
稽
古
を
始
め
た
。
造
形
と
構
図
、
主
枝

と
従
枝
の
選
択
、
密
度
の
調
整
、
濃
淡
の
配
色
、

遠
近
と
背
景
、
角
度
の
バ
ラ
ン
ス
、
あ
る
い
は
色

の
つ
な
が
り
を
利
用
し
て
イ
メ
ー
ジ
や
流
れ
を
つ

く
る
な
ど
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
考
え
さ
せ
ら
れ
、

ま
た
驚
か
さ
れ
た
。
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
に
見
え

な
が
ら
、
い
け
ば
な
の
作
品
は
こ
の
よ
う
な
創
意

工
夫
の
結
晶
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

実
際
に
自
分
で
生
け
て
み
て
初
め
て
わ
か
る
お
も

し
ろ
さ
で
あ
る
。

お
稽
古
の
一
方
で
、
私
は
日
本
の
華
道
の
起
源

と
中
国
の
い
け
ば
な
の
変
遷
を
改
め
て
調
べ
て
み

た
。東

洋
の
い
け
ば
な
の
源
は
中
国
に
あ
る
。
中
国

の
い
け
ば
な
の
源
流
は
古
い
。『
詩
経
』
に
は
青

年
男
女
が
花
枝
を
贈
り
合
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
も
っ
と
も
初
期
の
切
り
花
の
応

用
だ
と
い
わ
れ
る
。
東
漢
の
時
代
に
宗
教
い
け
ば

な
が
始
ま
り
、
随
・
唐
代
に
は
そ
れ
が
宮
廷
や
民

間
に
も
普
及
し
た
。
宋
代
に
入
る
と
、
花
材
の
選

択
、
構
図
、
趣
、
技
巧
な
ど
の
各
方
面
で
高
い
水

準
に
達
し
た
。
元
代
に
は
い
け
ば
な
は
徐
々
に
人

の
心
の
内
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
手
軽

で
形
に
と
ら
わ
れ
な
い
ス
タ
イ
ル
に
な
る
。
そ
の

後
、
明
か
ら
清
代
中
期
に
か
け
て
は
い
け
ば
な
の

も
っ
と
も
盛
ん
だ
っ
た
時
代
で
、
そ
の
後
戦
乱
が

激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
。
近

年
や
っ
と
復
興
し
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
今
や
東
洋
の
い
け
ば
な
の
主
流
と
な
っ

た
日
本
の
い
け
ば
な
は
、
絶
え
間
な
く
発
展
し
て

き
た
。
最
初
は
唐
代
の
中
国
か
ら
仏
教
と
と
も
に

い
け
ば
な
が
日
本
に
伝
わ
り
、
仏
前
に
花
を
供
え

る
祭
祀
い
け
ば
な
が
定
着
し
た
。
現
在
の
池
坊
流

の
も
っ
と
も
伝
統
的
な
花
型
、「
立
花
」
の
基
礎

で
あ
る
。
一
五
、
六
世
紀
に
い
け
ば
な
は
広
く
普

及
し
、
一
七
世
紀
末
に
中
国
か
ら
明
代
の
い
け
ば

な
専
門
書
『
瓶
史
』
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
宏
道
流

が
創
立
し
た
。
一
八
世
紀
以
降
、「
自
由
花
」
の

様
式
が
出
現
し
、
い
け
ば
な
は
民
間
で
も
必
修
の

教
養
と
な
る
。
こ
の
時
、
花
を
生
け
る
と
い
う
一

般
的
な
行
為
が
「
華
道
」
と
い
う
一
種
の
「
道
」

と
な
っ
た
。
技
巧
の
習
得
と
と
も
に
、
品
行
や
人

格
の
修
養
に
も
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

私
が
学
ぶ
草
月
流
は
よ
り
自
然
な
形
式
で
、
作

者
の
独
創
性
が
重
ん
じ
ら
れ
る
。
自
然
の
花
枝
か

ら
新
し
い
形
を
生
み
出
し
、
新
し
い
美
感
を
与
え

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
花
材
の
美
し
さ
を
汲
み
取

る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
自
然
と
の
対
話
が
求
め
ら

れ
る
。
中
国
で
は
い
け
ば
な
の
こ
う
し
た
思
想
は

そ
の
最
盛
期
以
来
徐
々
に
衰
退
し
て
し
ま
い
、
経

済
発
展
を
追
い
求
め
る
今
日
で
は
、
人
々
は
自
ら

い
け
ば
な
の
境
地
を
再
現
す
る
余
裕
を
持
ち
合
わ

せ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
中
国
で
は
お
花
は
ま

だ
観
賞
す
る
対
象
で
し
か
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
れ
が
日
本
で
は
既
に
華
道
に
発
展
し
、
個
人
の

修
養
を
高
め
、
人
と
人
、
人
と
自
然
の
間
の
調
和

を
目
指
す
一
種
の
修
身
の
道
と
な
っ
て
い
る
。
不

思
議
な
こ
と
に
、
こ
こ
日
本
で
私
は
そ
の
よ
う
な

安
ら
ぎ
と
中
国
の
歴
史
へ
の
追
憶
に
ふ
け
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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