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本
稿
は
、
『
隋
書
』
倭
国
伝
と
『
日
本
書
紀
』
推
古
紀
に
見
え
る
遣
隋
使
に
つ
い
て
の
記
述
の
間
に
存
在
す
る
矛
盾
に
つ
い
て
検
討
 
 

し
、
遣
隋
使
の
際
、
実
際
に
は
い
か
な
る
こ
と
が
生
じ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
合
わ
 
 

せ
て
、
そ
れ
は
倭
国
王
帥
升
や
親
魂
倭
王
卑
弥
呼
に
さ
か
の
ぼ
る
中
国
王
朝
と
倭
国
と
の
外
交
交
渉
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
 
 

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
 
 
 

邪
馬
台
国
や
い
わ
ゆ
る
倭
の
五
王
の
時
代
な
ど
の
日
本
の
古
代
の
歴
史
を
考
察
す
る
際
、
我
々
は
「
魂
志
倭
人
伝
」
や
『
宋
書
』
 
 

倭
国
伝
の
よ
う
な
中
国
側
の
文
献
史
料
を
使
用
す
る
。
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
当
該
時
代
の
日
本
に
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
文
献
史
料
 
 

が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
い
ま
だ
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
の
様
な
自
民
族
の
創
成
に
か
か
る
文
字
が
生
ま
れ
て
は
お
ら
 
 

ず
、
ま
た
、
日
本
人
の
中
国
語
 
（
い
わ
ゆ
る
漢
文
）
 
に
対
す
る
理
解
度
も
低
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
後
の
時
代
の
よ
う
に
漢
 
 

文
や
日
本
語
を
用
い
て
日
本
の
歴
史
竃
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
の
段
階
に
な
る
と
日
本
人
は
漢
字
を
用
い
て
自
国
の
歴
史
を
記
述
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
つ
て
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る
。
そ
の
結
果
、
中
国
側
の
歴
史
書
と
日
本
側
の
歴
史
書
に
同
一
の
歴
史
事
象
が
記
述
さ
れ
る
と
い
う
こ
七
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
 
 

な
り
、
歴
史
理
解
は
そ
れ
以
前
の
時
代
に
比
較
し
て
、
よ
り
客
観
的
把
握
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

「
貌
志
倭
人
伝
」
は
邪
馬
台
国
や
卑
弥
呼
を
「
よ
こ
し
ま
」
や
「
い
や
し
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
「
邪
」
や
「
卑
」
の
文
字
を
も
っ
 
 

て
殊
更
に
表
記
し
て
い
る
が
、
当
時
の
日
本
人
が
漢
字
を
駆
使
し
て
自
国
の
歴
史
を
記
述
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
用
字
を
行
 
 

う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
中
国
側
の
偏
見
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
偏
向
や
誤
っ
た
認
識
は
「
貌
 
 

志
倭
人
伝
」
や
 
『
宋
書
』
倭
国
伝
の
記
述
の
他
の
箇
所
に
も
当
然
数
多
く
存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
我
々
は
そ
う
 
 

し
た
偏
向
や
誤
り
を
是
正
す
る
手
段
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
邪
馬
台
国
や
倭
の
五
王
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
と
 
 

き
、
こ
れ
ら
の
中
国
側
の
史
料
は
極
め
て
数
少
な
い
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
比
較
を
可
能
に
す
る
日
本
側
の
文
献
史
料
を
今
日
、
我
々
 
 

（
1
）
 
 

は
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

『
日
本
書
紀
』
な
ど
日
本
人
自
ら
の
手
に
な
る
歴
史
書
の
出
現
は
、
そ
ケ
し
た
偏
向
克
服
へ
の
道
を
大
き
く
開
く
も
の
で
あ
る
。
し
 
 

か
し
、
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
出
現
は
、
従
前
に
比
べ
歴
史
の
客
観
的
把
握
を
格
段
に
進
め
た
と
は
い
え
、
新
た
な
問
題
も
引
き
起
こ
 
 

し
た
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
記
述
に
も
偏
向
や
誤
り
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
日
本
書
紀
』
は
、
日
隋
外
交
 
 

に
お
い
て
隋
の
爆
帝
が
倭
王
に
送
付
し
た
国
書
の
な
か
で
、
楊
帝
が
 
「
倭
皇
」
、
「
皇
」
と
い
う
用
語
で
呼
び
か
け
た
と
し
て
い
る
。
 
 

し
か
し
ま
た
、
小
野
妹
子
の
奉
呈
し
た
倭
王
の
国
書
「
日
出
虞
天
子
致
書
日
没
虞
天
子
、
無
寿
云
々
」
を
見
て
悦
ば
ず
、
「
蛮
夷
の
書
 
 

に
こ
の
よ
う
に
無
礼
な
も
の
が
あ
れ
ば
自
分
に
取
り
つ
ぐ
な
」
と
厳
命
し
た
楊
帝
が
、
倭
王
に
呼
び
か
け
る
の
に
、
国
書
の
中
で
こ
 
 

の
よ
う
に
称
す
る
と
い
う
ナ
」
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
遣
隋
使
の
段
階
か
ら
『
日
本
書
紀
』
が
完
成
す
る
ま
で
 
 

の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、
も
と
も
と
は
倭
王
、
王
と
記
述
さ
れ
て
い
た
爆
帝
の
国
書
が
、
倭
皇
、
皇
と
改
窺
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
 
 

（
2
）
 
 

て
い
る
。
 
 

一
方
、
「
鋭
意
倭
人
伝
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
偏
向
は
そ
の
後
の
中
国
側
の
歴
史
書
に
も
当
然
存
在
し
続
け
た
で
あ
ろ
う
。
『
隋
書
』
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 

五
四
 
 



倭
国
伝
の
記
述
と
 
『
日
本
書
紀
』
推
古
紀
の
遣
隋
使
を
め
ぐ
る
記
述
に
は
、
数
多
く
の
矛
盾
が
見
出
さ
れ
る
。
我
々
は
両
書
間
に
見
 
 

ら
れ
る
矛
盾
打
解
明
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
両
書
の
記
述
の
間
に
見
ら
れ
る
矛
盾
 
 

に
つ
い
て
検
討
し
、
当
時
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
 
 

本
節
で
は
、
『
隋
書
』
の
記
述
と
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
楊
帝
の
国
書
を
め
ぐ
る
記
述
と
の
間
に
存
在
す
る
矛
盾
に
つ
い
て
考
察
 
 

す
る
。
論
の
展
開
の
都
合
上
、
ま
ず
両
書
の
該
当
箇
所
を
掲
げ
る
。
 
 
 

『
日
本
書
紀
』
巻
二
二
推
古
紀
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
推
古
天
皇
十
五
年
の
秋
七
月
に
隋
へ
遣
わ
さ
れ
て
い
た
小
野
妹
子
は
、
翌
年
の
 
 

夏
四
月
、
隋
の
使
節
襲
世
滞
ら
十
三
人
を
と
も
な
っ
て
筑
紫
に
帰
着
し
た
。
六
月
に
は
難
波
津
に
到
着
し
、
朝
廷
は
飾
船
三
十
肢
を
 
 

も
っ
て
淀
川
の
河
口
に
こ
れ
を
迎
え
て
い
る
。
八
月
突
卯
に
使
節
は
都
に
到
着
し
た
の
で
、
朝
廷
は
額
田
部
比
羅
夫
を
派
し
、
奈
良
 
 

県
桜
井
市
の
海
石
棺
市
に
飾
馬
七
十
五
匹
を
し
つ
ら
え
、
こ
れ
を
郊
迎
さ
せ
た
。
『
書
紀
』
 
に
は
こ
れ
に
続
け
て
、
 
 
 

壬
子
、
召
唐
客
於
朝
庭
、
令
奏
使
旨
。
時
阿
部
鳥
臣
・
物
部
依
網
連
抱
、
二
人
為
客
之
導
者
也
。
於
是
、
大
国
之
信
物
置
於
庭
 
 
 

中
。
時
使
主
薬
世
情
、
親
持
書
、
両
度
再
拝
、
言
上
使
旨
而
立
之
。
其
書
日
「
皇
帝
間
倭
皇
。
使
人
長
吏
大
礼
蘇
困
高
、
至
具
 
 
 

懐
。
朕
欽
承
賓
命
、
臨
仰
匝
宇
。
思
弘
徳
化
、
寧
被
含
塞
。
愛
育
之
情
、
無
隔
避
適
。
知
皇
介
居
海
表
、
撫
寧
民
庶
、
境
内
安
 
 
 

楽
、
風
俗
融
和
、
深
気
至
誠
、
遠
僑
朝
貢
。
丹
款
之
美
、
朕
有
嘉
焉
。
楷
喧
、
比
如
常
也
。
政
道
鴻
臆
寺
掌
客
襲
世
清
等
、
棺
 
 
 

宣
往
意
。
井
送
物
如
別
。
」
時
阿
部
臣
出
進
、
以
受
其
書
而
進
行
。
大
伴
囁
連
、
迎
出
承
書
、
置
於
大
門
前
机
上
而
奏
之
。
事
畢
 
 

而
退
焉
。
 
 

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
襲
世
清
は
推
古
か
ら
飛
鳥
の
朝
廷
に
召
さ
れ
て
、
使
い
の
旨
を
奏
上
さ
せ
 
 

ら
れ
た
。
そ
の
と
き
阿
部
鳥
臣
・
物
部
依
網
連
抱
の
二
名
が
そ
の
先
導
と
な
っ
て
、
襲
世
清
を
導
き
、
隋
か
ら
の
信
物
は
庭
の
中
に
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 

一
葉
世
清
の
も
た
ら
し
た
国
書
を
め
ぐ
る
記
述
に
つ
い
て
 
 



置
か
れ
た
。
襲
世
清
は
自
ら
隋
の
腸
帝
の
国
書
を
持
ち
、
二
度
再
拝
し
使
い
の
旨
を
言
上
し
ょ
う
と
、
立
っ
て
国
書
を
読
み
上
げ
た
。
 
 

そ
の
書
で
爆
帝
は
「
皇
帝
は
倭
皇
に
問
う
。
倭
国
か
ら
の
使
人
の
長
史
・
大
礼
の
蘇
因
高
（
小
野
妹
子
の
中
国
名
）
 
が
隋
に
や
っ
て
 
 

き
て
そ
の
懐
を
具
に
述
べ
た
。
朕
は
天
の
命
令
（
賓
命
）
 
を
飲
み
受
け
て
こ
の
天
下
に
臨
ん
で
い
る
。
皇
帝
の
徳
化
を
広
め
て
、
命
 
 

あ
る
も
の
に
そ
の
恩
恵
を
及
ぼ
そ
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
愛
で
育
む
情
は
 
（
中
国
か
ら
）
 
遠
い
近
い
の
隔
て
が
あ
る
も
の
で
 
 

は
な
い
。
皇
は
海
外
に
介
居
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
民
庶
を
撫
寧
し
て
い
る
の
で
、
国
内
は
安
楽
で
、
風
俗
は
融
和
で
あ
る
こ
と
を
 
 

知
っ
た
。
（
倭
王
の
）
 
心
ば
え
は
至
誠
と
い
え
、
遠
く
朝
貢
を
修
め
ん
と
や
っ
て
き
た
。
そ
の
真
心
の
美
し
さ
を
朕
は
こ
れ
を
嘉
す
。
 
 

日
ざ
し
も
よ
う
や
く
暖
か
と
な
り
、
こ
ち
ら
も
常
と
変
わ
り
は
な
い
。
故
に
鴻
臆
寺
の
掌
客
・
襲
世
清
等
を
遣
わ
し
て
、
や
や
使
い
 
 

の
お
も
む
き
を
宣
べ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
別
に
あ
る
通
り
信
物
を
送
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
襲
世
清
が
国
書
を
読
み
終
え
る
と
、
阿
 
 

部
臣
は
進
み
出
て
、
そ
の
書
を
受
け
進
行
し
、
そ
れ
を
大
伴
囁
連
に
渡
し
た
。
書
を
承
け
た
大
伴
囁
連
は
そ
れ
を
大
門
の
前
に
置
か
 
 

れ
た
机
上
に
置
き
、
こ
れ
を
奏
し
、
事
が
畢
わ
っ
て
退
り
ぞ
い
た
、
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
記
述
か
ら
、
襲
世
漕
が
、
倭
王
の
い
る
場
所
の
前
に
位
置
す
る
庭
に
二
人
の
導
者
に
よ
っ
て
招
き
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
襲
 
 

世
清
は
こ
の
と
き
楊
帝
か
ら
の
進
物
を
庭
中
の
別
の
処
に
置
き
、
自
ら
爆
帝
か
ら
の
国
書
を
持
っ
セ
二
度
に
わ
た
り
再
拝
し
 
（
両
度
 
 

再
拝
）
、
使
い
の
旨
を
言
上
し
ょ
う
と
、
立
っ
て
楊
帝
か
ら
の
国
書
を
読
み
上
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
国
書
は
「
棺
宣
往
 
 

意
。
井
送
物
如
別
。
」
 
と
い
う
語
句
を
持
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
宣
」
す
る
と
い
う
形
で
お
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
の
ち
、
こ
 
 

の
国
書
は
二
人
の
導
者
の
手
を
へ
て
倭
王
が
い
る
場
所
の
前
に
あ
っ
た
大
門
の
側
の
机
上
に
置
か
れ
、
導
者
の
う
ち
の
一
人
・
大
伴
 
 

囁
連
に
よ
っ
て
上
奏
さ
れ
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
彼
ら
は
退
廷
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
こ
の
と
き
の
会
見
に
お
い
て
は
、
①
襲
世
清
と
倭
王
と
の
間
に
大
門
が
あ
り
、
大
門
の
外
に
展
開
す
る
「
庭
」
中
に
襲
 
 

世
清
と
導
者
の
二
人
が
位
置
し
た
こ
と
、
②
襲
世
清
は
導
者
二
人
よ
り
離
れ
た
倭
王
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
に
い
た
こ
と
、
③
導
者
 
 

の
一
人
・
阿
部
臣
か
ら
爆
帝
の
国
書
を
受
け
取
っ
た
の
ち
大
伴
囁
連
は
大
門
に
至
り
、
国
書
を
机
上
に
置
い
た
こ
と
、
④
そ
の
あ
と
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 



大
伴
囁
連
に
よ
っ
て
襲
世
清
が
「
庭
」
中
で
「
宣
」
し
た
内
容
と
思
わ
れ
る
事
柄
が
、
倭
王
に
奏
上
さ
れ
た
こ
と
 
（
た
だ
し
、
そ
れ
 
 

は
内
容
に
わ
た
ら
ず
、
「
中
国
の
使
節
が
奏
上
し
て
き
て
お
り
ま
す
」
と
い
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
な
ど
が
、
明
ら
 
 

か
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
『
隋
書
』
倭
国
伝
は
こ
の
と
き
の
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
隋
書
』
巻
八
一
倭
国
伝
に
拠
れ
ば
、
 
 

襲
世
清
一
行
は
大
礼
の
寄
多
批
が
率
い
る
二
百
余
騎
の
迎
え
を
受
け
都
に
入
り
、
そ
の
後
、
 
 
 

其
王
輿
清
相
見
、
大
悦
日
、
「
我
聞
海
西
有
大
隋
、
祀
義
之
園
、
故
遣
朝
貢
。
我
夷
人
、
僻
在
海
隅
、
不
問
祀
義
。
是
以
稽
留
境
 
 
 

内
、
不
即
相
見
。
今
故
清
道
飾
館
、
以
待
大
使
。
糞
聞
大
国
維
新
之
化
。
」
清
答
日
、
「
皇
帝
徳
並
二
儀
、
浮
流
四
海
。
以
王
慕
 
 

化
、
故
遣
行
人
来
此
宣
諭
。
」
 
 

と
い
う
会
見
が
倭
王
と
襲
世
清
と
の
間
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
『
隋
書
』
倭
国
伝
の
『
日
本
書
紀
』
と
対
応
す
る
記
載
に
は
、
襲
世
情
と
会
っ
た
倭
王
は
大
い
に
悦
ん
で
「
私
は
海
の
 
 

西
に
大
隋
と
い
う
礼
儀
の
国
が
あ
る
と
聞
い
た
。
故
に
使
い
を
遣
わ
し
て
朝
貢
し
た
。
私
は
夷
秋
（
夷
人
）
 
で
あ
り
、
海
中
の
片
隅
 
 

に
い
る
た
め
に
礼
儀
と
い
う
も
の
を
聞
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
財
国
内
に
留
ま
っ
て
謁
見
で
き
な
か
っ
た
。
い
ま
故
に
道
を
 
 

清
め
館
を
飾
り
、
大
使
を
待
っ
た
。
糞
わ
く
は
大
国
維
新
の
化
を
聞
か
ん
」
と
い
っ
た
。
襲
世
清
は
そ
れ
に
答
え
て
、
「
皇
帝
の
徳
は
 
 

天
地
に
あ
ま
ね
く
、
そ
の
恵
み
は
四
海
に
及
ぶ
。
王
が
皇
帝
の
化
を
慕
っ
た
が
故
に
行
人
を
遣
わ
し
て
宣
諭
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
 
 

べ
た
、
と
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
『
隋
書
』
倭
国
伝
の
記
載
と
先
述
の
『
日
本
書
紀
』
 
の
記
載
と
を
比
較
す
る
と
、
同
じ
く
小
野
妹
子
の
帰
国
時
の
事
柄
を
述
 
 

べ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
者
の
記
載
が
大
き
く
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
序
節
で
述
べ
た
 
『
日
本
書
紀
』
所
載
 
 

の
爆
帝
の
国
書
中
に
見
え
る
「
倭
皇
」
、
「
皇
」
と
 
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
見
え
る
王
の
表
現
の
相
違
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
食
 
 

い
違
い
は
そ
れ
ば
か
り
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
い
ま
そ
の
間
題
と
な
る
諸
点
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



①
 
『
日
本
書
紀
』
で
は
ま
ず
襲
世
清
が
楊
帝
の
国
書
を
読
み
上
げ
、
そ
の
国
書
が
阿
部
臣
と
大
伴
囁
連
と
い
う
二
人
の
取
り
次
ぎ
を
 
 
 

介
し
て
倭
国
王
に
伝
達
さ
れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

②
 
『
日
本
書
紀
』
 
で
は
襲
世
清
が
国
書
を
読
み
上
げ
、
爆
帝
の
国
書
が
伝
達
さ
れ
る
が
、
『
隋
書
』
倭
国
伝
で
は
、
ま
ず
倭
王
の
自
 
 
 

ら
が
夷
狭
で
あ
る
と
称
す
る
言
上
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
隋
使
襲
世
清
の
宣
諭
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

③
 
『
日
本
書
紀
』
で
は
襲
世
清
は
庭
の
中
で
「
両
度
再
拝
」
し
、
大
門
の
う
ち
に
あ
る
建
物
に
い
る
倭
王
に
対
し
て
使
い
の
旨
を
言
 
 
 

上
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

④
 
『
日
本
書
紀
』
 
で
は
、
襲
世
情
の
言
上
の
み
が
記
述
さ
れ
、
倭
王
の
発
言
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
隋
書
』
倭
国
伝
で
は
、
 
 
 

両
者
の
発
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ナ
㌻
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
『
隋
書
』
倭
国
伝
で
は
、
襲
世
清
の
来
朝
を
倭
王
が
「
大
い
に
悦
ん
だ
」
と
し
て
い
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
そ
う
し
 
 

た
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
『
障
害
』
倭
国
伝
は
襲
世
清
が
都
に
入
る
と
き
、
二
百
余
騎
に
よ
る
出
迎
え
を
受
け
た
と
し
て
い
 
 

る
が
、
『
日
本
書
紀
』
は
飾
馬
七
十
五
騎
に
よ
り
出
迎
え
た
等
と
記
す
な
ど
小
さ
な
相
違
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
上
に
挙
げ
た
 
 

①
～
④
に
見
え
る
点
は
そ
の
記
述
内
容
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
ば
 
『
隋
書
』
倭
国
伝
で
は
、
 
 

襲
世
清
は
朝
貢
国
に
対
す
る
宣
諭
使
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
日
本
書
紀
』
 
の
記
述
は
、
一
方
が
殿
上
に
控
え
、
 
 

一
方
が
訂
庭
に
立
ち
、
こ
ち
ら
か
ら
の
言
上
に
取
り
次
ぎ
役
を
介
し
た
な
ど
、
倭
王
と
隋
か
ら
の
使
者
・
襲
世
清
と
を
あ
た
か
も
主
 
 

従
の
関
係
に
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
ケ
に
記
述
に
相
違
が
見
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
い
ず
れ
か
の
記
述
に
誤
り
、
な
い
し
は
改
窺
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 
 

（
3
）
 
る
。
で
は
事
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

『
隋
書
』
巻
八
四
突
厭
伝
、
大
業
三
年
（
六
〇
七
）
四
月
の
条
に
、
隋
の
楊
帝
が
檎
林
に
行
幸
し
た
際
、
突
蕨
の
啓
民
可
汗
が
行
宮
 
 

に
来
朝
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
の
啓
明
可
汗
の
上
表
に
、
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啓
民
上
表
日
、
「
己
前
聖
人
先
帝
莫
緑
可
汗
存
在
之
日
、
憐
臣
、
賜
臣
安
義
公
主
…
…
。
臣
今
非
嘗
日
通
地
突
蕨
可
汗
、
臣
即
至
 
 

尊
臣
民
。
…
…
」
 
 

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
業
三
年
四
月
の
時
点
で
、
突
厭
の
啓
民
可
汗
は
上
表
し
て
「
以
前
、
聖
人
先
帝
実
線
可
汗
（
隋
の
高
祖
楊
 
 

堅
の
こ
と
）
が
存
命
中
に
、
臣
を
憐
れ
ん
で
そ
の
宗
女
で
あ
る
安
義
公
主
を
賜
っ
た
。
臣
は
い
ま
は
も
う
昔
の
辺
地
に
い
る
突
厭
可
 
 

汗
で
は
な
い
。
臣
は
至
尊
（
腸
帝
の
こ
と
）
の
臣
民
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
野
妹
子
が
遣
隋
使
と
し
て
出
発
し
た
 
 

の
は
推
古
天
皇
の
十
五
年
（
六
〇
七
）
．
七
月
三
日
の
こ
と
で
あ
り
、
筑
紫
に
帰
着
し
た
の
が
翌
年
の
四
月
で
あ
る
 
（
『
日
本
書
紀
』
）
。
 
 

つ
ま
り
、
小
野
妹
子
が
隔
に
も
た
ら
し
た
「
日
出
虞
天
子
致
書
云
々
」
の
国
書
を
楊
帝
が
見
た
の
は
、
こ
の
突
厭
啓
民
可
汗
の
上
表
 
 

を
彼
が
見
た
後
の
間
も
な
い
と
き
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

当
時
、
隋
は
ほ
ぼ
四
百
年
に
及
ぶ
貌
晋
南
北
朝
時
代
の
混
乱
を
終
息
せ
し
め
、
中
国
の
統
一
を
達
成
し
、
ま
た
初
代
皇
帝
。
楊
堅
 
 

の
善
政
も
手
伝
っ
て
、
そ
の
国
力
は
極
め
て
盛
ん
な
も
の
が
っ
た
。
突
厭
は
周
知
の
よ
う
に
、
貌
晋
南
北
朝
時
代
の
最
末
期
に
そ
れ
 
 

ま
で
の
北
ア
ジ
ア
の
覇
者
・
柔
然
を
滅
ぼ
し
て
勢
力
を
拡
大
し
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
ま
た
が
る
大
帝
国
を
建
国
、
隋
唐
帝
国
を
苦
し
め
 
 

た
北
方
遊
牧
騎
馬
民
族
の
国
家
で
あ
る
。
こ
の
時
点
は
都
藍
可
汗
と
啓
民
可
汗
と
の
抗
争
を
経
た
直
後
で
あ
る
た
め
、
隋
に
称
臣
す
 
 

る
事
態
に
至
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
勢
力
は
極
め
て
巨
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
た
逆
に
言
え
ば
小
野
妹
子
の
遣
使
、
 
 

お
よ
び
襲
世
情
の
倭
国
来
朝
が
生
じ
た
時
点
に
お
け
る
隋
は
、
そ
の
突
厭
さ
え
称
臣
せ
し
め
る
ほ
ど
の
実
力
を
保
有
し
て
い
た
と
も
 
 

い
え
る
の
で
あ
り
、
現
に
楊
帝
自
身
も
そ
う
し
た
国
力
を
自
負
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
上
、
倭
国
伝
、
貞
観
五
年
（
六
三
こ
 
の
条
に
、
 
 
 

貞
観
五
年
、
遣
使
殿
方
物
。
太
宗
給
其
道
遠
、
勅
所
司
無
令
歳
貢
。
又
遣
新
州
刺
史
高
表
仁
持
節
往
撫
之
。
表
仁
無
紋
遠
之
才
、
 
 

輿
王
子
争
祀
、
不
宣
朝
命
而
還
。
 
 

と
あ
る
。
右
に
拠
れ
ば
、
襲
世
清
来
朝
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
後
、
倭
国
に
至
っ
た
唐
の
使
節
・
高
表
仁
は
「
礼
」
の
問
題
で
倭
国
と
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争
い
、
朝
命
を
宣
べ
る
こ
と
な
く
帰
国
し
た
と
い
う
。
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
は
、
襲
世
情
が
倭
王
と
会
見
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
、
 
 
 

其
後
遺
人
謂
其
王
日
、
剖
剣
既
達
、
請
即
戒
塗
。
 
 

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
襲
世
清
は
、
朝
命
、
則
ち
爆
帝
の
命
令
は
既
に
伝
え
た
の
で
帰
国
し
た
い
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
 
 

章
は
、
先
に
見
た
『
隋
書
』
倭
国
伝
の
「
其
王
輿
清
相
見
、
大
悦
日
、
我
聞
海
西
有
大
隋
、
祀
義
之
囲
、
政
道
朝
貢
。
我
夷
人
、
僻
 
 

在
海
隅
、
不
聞
祀
義
。
是
以
稽
留
境
内
、
不
即
相
見
。
今
政
情
道
飾
館
、
以
待
大
使
。
糞
聞
大
国
維
新
之
化
。
清
答
日
、
皇
帝
徳
並
 
 

二
儀
、
浮
流
四
海
。
以
王
慕
化
、
故
遣
行
人
来
此
宣
諭
。
」
と
い
う
記
載
に
続
け
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
襲
世
清
は
 
 

こ
の
時
点
で
、
使
者
と
し
て
「
朝
命
」
を
伝
達
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
倭
王
に
対
す
る
「
宣
諭
」
の
役
割
は
遂
行
さ
れ
た
と
い
う
認
 
 

識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
『
旧
唐
書
』
に
見
え
る
高
表
仁
の
場
合
は
、
後
に
は
「
綜
遠
の
才
が
無
か
っ
 
 

た
」
と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
争
礼
」
前
の
時
点
で
そ
う
し
た
評
価
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
高
表
 
 

仁
自
身
は
こ
の
「
争
礼
」
の
時
点
で
未
だ
「
朝
命
」
を
伝
達
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
彼
が
「
争
 
 

礼
」
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
高
表
仁
に
は
↓
朝
命
」
伝
達
の
前
段
に
お
い
て
、
倭
国
側
に
何
ら
か
の
「
非
礼
」
に
わ
た
る
対
 
 

応
が
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
、
そ
の
「
非
礼
」
と
は
、
彼
が
唐
使
と
し
て
倭
国
に
来
朝
し
て
い
る
 
 

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
単
な
る
使
節
個
人
に
対
す
る
待
遇
の
如
何
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
こ
に
は
唐
 
 

の
体
面
に
関
わ
る
問
題
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
ケ
。
そ
れ
故
、
倭
周
側
と
紛
糾
が
生
じ
、
「
朝
命
」
を
達
す
 
 

る
こ
と
な
く
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
『
旧
唐
書
』
は
そ
れ
を
と
ら
え
て
「
綬
遠
の
才
が
無
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

と
す
れ
ば
、
『
旧
居
書
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
を
持
っ
て
汲
み
取
れ
ば
、
『
旧
居
書
』
に
は
「
高
表
仁
は
唐
の
体
面
に
関
わ
 
 

る
「
礼
」
に
こ
だ
わ
っ
て
争
い
を
引
き
起
こ
し
、
結
果
、
「
朝
命
」
を
達
せ
ず
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
高
表
仁
に
夷
秋
 
 

を
綬
撫
す
る
才
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
夷
次
に
対
す
る
綬
撫
に
は
深
慮
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
 
 

と
に
な
ろ
う
。
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先
に
見
た
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
見
え
る
よ
う
に
、
倭
王
が
隋
に
対
し
て
「
朝
貢
」
し
た
と
い
う
認
識
を
持
ち
、
自
ら
が
「
夷
人
」
 
 

と
称
し
、
そ
れ
に
対
し
襲
世
漕
が
そ
れ
に
答
え
て
、
「
皇
帝
徳
並
二
儀
、
澤
流
四
海
。
以
王
慕
化
、
故
遣
行
人
来
此
宣
諭
。
」
と
述
べ
 
 

た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
「
朝
命
既
達
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

襲
世
清
は
、
小
野
妹
子
が
隋
に
も
た
ら
し
た
国
書
に
「
日
出
虞
天
子
致
書
日
没
虞
天
子
、
無
芸
云
々
」
と
有
る
の
を
見
て
爆
帝
が
 
 

悦
ば
ず
、
「
攣
夷
書
有
無
祀
者
、
勿
復
以
聞
」
と
述
べ
た
の
を
受
け
て
、
当
時
の
隋
と
高
句
麗
と
の
緊
張
関
係
の
存
在
す
る
東
北
ア
ジ
 
 

ア
の
状
況
の
も
と
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
先
に
指
摘
し
た
『
日
本
書
紀
』
と
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
見
 
 

え
る
記
述
上
の
矛
盾
が
何
故
生
じ
て
い
る
か
を
で
き
う
る
限
り
追
究
・
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
こ
の
遣
隋
使
 
 

に
関
わ
る
『
日
本
書
紀
』
 
の
記
述
内
容
が
ど
の
程
度
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
七
は
是
非
と
も
検
討
す
べ
き
重
要
な
問
 
 

題
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
本
来
、
倭
王
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
倭
皇
と
す
る
よ
う
な
、
明
ら
か
な
改
寛
が
見
 
 

ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
も
し
そ
う
し
た
改
寛
が
遣
隋
使
関
係
の
史
料
の
全
般
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
日
本
書
紀
』
の
史
料
を
 
 

根
拠
と
し
て
遣
隋
使
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
七
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
節
を
改
め
て
こ
う
 
 

し
た
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

本
節
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
遣
隋
使
関
係
史
料
の
信
憑
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
や
や
結
論
的
に
言
っ
て
、
筆
者
は
、
 
 

『
日
本
書
紀
』
 
の
遣
隋
使
関
係
史
料
に
は
改
窺
の
跡
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
か
な
り
の
信
憑
性
も
ま
た
同
時
に
存
在
す
る
と
す
る
も
 
 

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
 
『
日
本
書
紀
』
 
に
は
爆
帝
の
国
書
を
伝
 
 

え
て
、
 
 
 

其
書
日
「
皇
帝
間
倒
剖
。
使
人
長
吏
大
礼
蘇
困
高
、
至
具
懐
。
朕
欽
承
賓
命
、
臨
仰
直
宇
。
思
弘
徳
化
、
軍
被
含
塞
。
愛
育
之
 
 

二
 
『
日
本
書
紀
』
 
の
遣
隋
使
関
係
史
料
の
信
憑
性
に
つ
い
て
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



′
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情
、
無
隔
週
適
。
知
剖
介
居
海
表
、
撫
寧
民
庶
、
境
内
安
楽
、
風
俗
融
和
、
深
気
至
誠
、
遠
僑
朝
貢
。
丹
款
之
美
、
朕
有
嘉
焉
。
 
 

梢
喧
、
比
如
常
也
。
故
遣
鴻
臆
寺
掌
客
襲
世
清
等
、
楷
宣
往
意
。
井
送
物
如
別
。
」
 
 

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
傍
線
を
付
し
た
「
倭
皇
」
や
「
皇
」
 
に
改
寛
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
 
 

が
、
さ
ら
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
波
線
を
付
し
た
箇
所
に
見
え
る
「
朝
貢
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
「
倭
王
」
と
い
う
表
現
が
不
適
当
 
 

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
影
響
は
当
然
、
こ
の
「
朝
貢
」
と
い
う
用
語
に
も
及
ぶ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
 
 
 

『
日
本
書
紀
』
は
、
襲
世
清
が
「
再
拝
」
し
、
倭
王
が
取
り
次
ぎ
を
介
し
て
そ
の
奏
上
を
受
け
た
と
す
る
記
述
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
 
 

の
尊
貴
さ
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
の
と
き
の
会
見
場
の
有
様
を
伝
え
て
、
 
 

是
時
、
皇
子
諸
王
諸
臣
、
悉
以
金
髪
花
着
頭
。
亦
衣
服
皆
用
錦
紫
繍
及
五
色
綾
羅
。
 
 

と
あ
る
よ
う
な
壮
麗
さ
を
記
述
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し
、
爆
帝
の
国
書
に
見
え
る
「
朝
貢
」
や
「
倭
王
」
な
ど
の
表
記
 
 

に
見
え
る
立
場
は
、
倭
王
の
尊
貴
さ
を
示
さ
ん
と
す
る
立
場
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
「
朝
貢
」
、
「
倭
王
」
の
表
記
は
、
隋
が
倭
国
 
 

を
朝
貢
国
と
見
な
し
、
遣
隋
使
を
潮
貢
使
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
日
本
書
紀
』
が
爆
帝
か
ら
の
国
書
を
 
 

掲
げ
る
箇
所
の
前
後
の
記
述
に
お
い
て
、
襲
世
清
が
倭
王
に
対
し
て
「
再
拝
」
し
た
な
ど
と
記
述
す
る
立
場
と
、
爆
帝
の
国
書
に
見
 
 

え
る
「
朝
貢
」
や
「
倭
王
」
な
ど
の
立
場
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
「
朝
貢
」
と
い
う
用
語
が
そ
の
ま
ま
 
 

残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
倭
王
」
を
「
倭
皇
」
と
改
荒
し
て
い
る
な
ど
の
問
題
は
あ
る
が
、
こ
の
日
本
書
紀
に
載
せ
ら
れ
て
 
 

い
る
国
書
自
体
は
場
帝
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
国
書
の
原
文
を
相
当
忠
実
に
保
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
小
野
妹
子
が
遣
隋
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
推
古
天
皇
の
十
五
年
（
六
〇
七
）
 
七
月
と
同
年
同
月
の
大
業
三
年
 
 

七
月
に
、
爆
帝
は
喩
林
郡
に
行
幸
し
た
 
（
『
隋
書
』
巻
三
爆
帝
紀
、
大
業
三
年
七
月
甲
寅
の
条
）
。
そ
の
折
、
楊
帝
は
来
朝
し
た
突
厭
 
 

の
啓
民
可
汗
及
び
そ
の
部
落
酋
長
三
千
五
百
人
と
宴
を
開
い
て
い
る
が
、
『
隋
書
』
巻
八
四
突
厭
伝
に
、
そ
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
 
 
 

帝
法
駕
千
人
大
帳
、
享
啓
民
及
其
部
落
酋
長
三
千
五
百
人
、
賜
物
二
十
高
段
、
其
下
各
有
差
。
復
下
詔
日
」
徳
合
天
地
、
覆
載
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 



朝 そ 仰 
が 固 

款 
、 

剖 
中 

、 

傍 
断 線 

① 
情 の 

部 
分 

委 は 

の 、 

諭 
、 

に 
。   

『 含 

は、 
聞 「 

露。 
矧川 

先 酷 

に 

派 引 す 愛育之 

用 情、 
し を 喧 
た 矧叩 

る よ 闘 

倭 う 嘉 渦 
に 潮 

と 也 

「其 ② 
の 

知 
王 皇 
輿 と 

清 介居 

司 相 用 海 

見 さ 

故 帝 表、 
大 の 記 

功格 
撫 

悦 国 寧 

日 書 民 
館 の 直 

ち 我 庶、 
聞 原文 境 
海 で 内安 

西 あ し 宣 
有 っ て 

楽 

こ 大 た 
、 

隋、 と 
意。 

聞 い 所 
風俗 

祀 え 
。」 

融 
義 る 

か 之 和、 
囲 と ② 

之 い 深 

故 え 気 
遣  ば  重  

所
以
弗
遺
、
功
格
直
宇
、
馨
教
所
以
威
泊
。
至
於
梯
山
航
海
、
請
受
正
朔
。
…
…
突
蕨
意
利
珍
豆
啓
民
可
汗
、
志
懐
沈
毅
、
世
 
 
 

斯
固
施
均
亭
育
、
揮
漸
要
荒
者
臭
。
…
…
 
 
 

修
藩
職
。
往
者
挺
身
違
難
、
抜
足
蹄
仁
。
先
朝
 
嘉
此
款
誠
、
授
以
徴
競
。
…
…
 
 
 

啓
民
深
委
誠
心
、
…
‥
言
念
丹
款
、
良
以
嘉
尚
。
…
…
 
 

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
遣
隋
使
の
際
の
爆
帝
の
国
書
と
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
 
 

る
。
す
な
わ
ち
、
遣
隋
使
の
際
の
国
書
に
は
「
其
書
日
、
皇
帝
間
倭
皇
。
使
人
長
吏
大
礼
蘇
因
高
、
至
具
懐
。
①
朕
欽
承
賛
命
、
臨
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



見
え
る
「
皇
帝
の
徳
は
天
地
に
あ
ま
ね
く
、
そ
の
恵
み
は
四
海
に
及
ぶ
。
王
が
皇
帝
の
化
を
慕
っ
た
が
故
に
行
人
を
遣
わ
し
て
宣
諭
 
 

す
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
文
言
も
『
日
本
書
紀
』
所
載
の
国
書
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
二
儀
」
と
見
え
る
「
二
儀
」
 
 

と
は
天
と
地
、
あ
る
い
は
陰
と
陽
な
ど
を
い
い
、
両
儀
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
載
せ
ら
れ
た
国
書
に
は
「
朕
欽
承
賛
 
 

命
、
臨
仰
直
宇
」
と
あ
り
、
「
賛
命
」
す
な
わ
ち
天
命
と
、
「
直
宇
」
す
な
わ
ち
天
下
と
い
う
よ
う
に
天
地
を
連
想
せ
し
め
る
表
現
は
 
 

存
在
す
る
。
し
か
し
、
「
二
儀
」
の
語
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
は
『
隋
書
』
が
も
と
も
と
『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
あ
っ
た
も
の
を
簡
 
 

略
化
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
爆
帝
の
国
書
と
の
類
似
が
考
え
ら
れ
る
突
厭
啓
明
可
汗
へ
の
詔
書
に
 
 

は
「
徳
合
天
地
、
覆
載
所
以
弗
遺
、
功
格
匿
宇
、
馨
教
所
以
成
泊
。
」
と
あ
り
、
「
二
儀
」
と
し
て
の
「
天
地
」
 
の
用
語
と
と
も
に
、
 
 

『
中
庸
』
 
の
「
天
之
所
覆
、
地
之
所
載
」
か
ら
出
た
「
覆
載
」
や
天
下
を
意
味
す
る
「
直
宇
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
 
 

『
日
本
書
紀
』
所
載
の
国
書
は
原
文
に
か
な
り
忠
実
で
あ
る
が
、
倭
王
を
倭
皇
な
ど
と
改
荒
し
て
い
る
ほ
か
に
、
原
文
を
削
っ
た
と
 
 

こ
ろ
も
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
国
書
の
前
段
に
記
述
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
 
の
「
王
子
、
召
唐
客
於
朝
庭
、
令
奏
使
旨
。
時
阿
部
鳥
臣
・
物
部
依
網
連
抱
、
 
 

二
人
為
客
之
導
者
也
。
於
是
、
大
国
之
信
物
置
於
庭
中
。
時
使
主
襲
世
清
、
親
持
書
、
両
度
再
拝
、
言
上
使
旨
而
立
之
。
」
と
す
る
記
 
 

述
は
当
時
の
状
況
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
考
察
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
襲
世
情
は
、
国
力
の
充
実
を
背
 
 

景
に
対
高
句
靂
戟
を
も
視
野
に
お
い
た
隋
の
使
節
と
し
て
倭
国
に
来
朝
し
た
宣
諭
使
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
倭
国
と
の
間
に
争
礼
 
 

を
生
じ
る
こ
と
な
く
、
小
野
妹
子
と
隋
に
向
け
て
帰
国
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
使
命
を
果
た
し
た
こ
と
艮
示
し
て
い
る
。
と
す
れ
 
 

ば
、
先
に
指
摘
し
た
『
日
本
書
紀
』
と
『
隋
書
』
倭
国
伝
の
記
載
の
相
違
点
、
す
な
わ
ち
、
①
『
日
本
書
紀
』
 
で
は
ま
ず
襲
世
清
が
 
 

爆
帝
の
国
書
を
読
み
上
げ
、
そ
の
国
書
が
導
者
を
通
じ
て
倭
王
に
伝
達
さ
れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
『
日
本
書
紀
』
 
で
は
襲
世
清
 
 

が
国
書
を
読
み
上
げ
、
楊
帝
の
国
書
が
伝
達
さ
れ
る
が
、
『
隋
書
』
倭
国
伝
で
は
、
ま
ず
倭
王
の
自
ら
を
夷
秋
と
称
す
る
言
上
が
あ
り
、
 
 

そ
れ
を
受
け
る
形
で
隋
使
襲
世
清
の
宣
諭
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
『
日
本
書
紀
』
 
で
は
襲
世
清
は
「
両
度
再
拝
」
し
、
殿
上
に
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 



前
節
で
は
、
 

存
在
し
た
。
推
古
天
皇
十
五
年
六
月
、
襲
世
清
一
行
が
難
波
津
に
至
っ
た
と
き
、
彼
ら
を
と
も
な
っ
て
倭
国
に
帰
着
し
た
小
野
妹
子
 
 

が
上
奏
し
て
き
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、
『
日
本
書
紀
』
 
に
、
 
 
 

愛
妹
子
臣
奏
之
日
、
「
臣
参
還
之
時
、
唐
帝
以
書
授
臣
。
然
経
過
百
済
囲
之
日
、
百
済
人
探
以
掠
取
。
是
以
不
得
上
。
」
於
是
、
 
 
 

群
臣
議
之
日
、
「
天
使
人
錐
死
之
、
不
失
旨
。
是
使
臭
何
怠
之
、
失
大
国
之
書
哉
。
」
則
坐
流
刑
。
時
天
皇
勅
之
日
、
「
妹
子
維
有
 
 

失
書
之
罪
、
．
鞭
不
可
罪
。
其
大
国
客
等
聞
之
、
亦
不
良
。
」
乃
赦
之
不
坐
。
 
 

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
野
妹
子
は
帰
着
す
る
と
、
「
臣
が
帰
国
の
途
に
着
い
た
と
き
、
隋
の
皇
帝
は
臣
に
書
を
授
け
た
。
し
か
し
、
 
 

百
済
の
国
を
過
ぎ
る
と
き
、
百
済
の
人
が
こ
の
書
を
掠
め
取
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
書
を
奉
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
」
と
上
奏
し
た
。
 
 

い
る
倭
王
に
対
し
て
使
い
の
旨
を
言
上
し
て
い
る
こ
と
、
④
、
『
日
本
書
紀
』
 
で
は
、
襲
世
清
の
言
上
の
み
が
記
述
さ
れ
、
倭
王
の
発
 
 

言
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
隋
書
』
倭
国
伝
で
は
、
両
者
の
発
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
と
き
、
『
日
 
 

本
書
紀
』
 
の
記
述
は
奇
妙
で
あ
る
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
皇
帝
の
名
代
と
し
て
の
宣
諭
使
襲
世
清
が
 
『
日
本
書
紀
』
 
に
 
 

見
え
る
よ
う
に
、
国
書
を
持
ち
二
度
再
拝
し
て
使
い
の
旨
を
言
上
せ
し
め
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
か
 
 

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
日
本
書
紀
』
に
拠
れ
ば
そ
の
言
上
に
対
し
て
倭
王
が
応
答
し
た
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
隋
 
 

書
』
倭
国
伝
に
見
え
る
よ
う
に
倭
王
が
昇
際
に
「
我
夷
人
」
な
ど
と
称
し
た
と
ま
で
は
考
え
が
た
い
が
、
襲
世
清
が
帝
使
と
し
て
の
 
 

体
面
を
保
っ
て
帰
国
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
倭
王
、
な
い
し
は
倭
国
中
枢
の
か
ら
の
何
ら
か
の
発
言
が
な
さ
れ
た
は
ず
 
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
談
の
際
に
発
せ
ら
れ
た
倭
王
の
発
言
は
現
在
の
 
『
日
本
書
紀
』
 
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
『
日
本
書
紀
』
 
の
当
該
箇
所
の
記
述
は
相
当
の
偏
向
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
小
野
妹
子
の
失
書
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



そ
こ
で
群
臣
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
 
「
そ
も
そ
も
使
節
と
い
う
も
の
は
命
を
落
と
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
使
節
と
し
 
 

て
の
使
命
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
使
節
は
ど
う
し
て
怠
っ
て
大
国
の
皇
帝
か
ら
の
書
を
失
う
と
い
う
よ
う
な
失
態
を
 
 

演
じ
た
の
か
」
、
と
い
い
流
刑
に
罪
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
と
き
天
皇
は
「
小
野
妹
子
に
失
書
の
罪
は
あ
る
が
、
た
や
す
く
罪
 
 

す
べ
き
で
は
な
い
。
（
い
ま
来
朝
し
て
い
る
）
 
大
国
の
客
ら
が
こ
れ
を
聞
く
こ
と
も
ま
た
良
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
た
。
そ
こ
 
 

で
小
野
妹
子
を
赦
し
て
罪
し
な
か
っ
た
、
と
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
小
野
妹
子
の
失
書
に
つ
い
て
は
古
来
よ
り
種
々
の
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
小
野
妹
子
は
百
済
か
 
 

ら
爆
帝
の
書
を
奪
わ
れ
た
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
こ
の
小
野
妹
子
の
失
書
は
聖
徳
太
子
な
ど
の
倭
国
中
枢
と
小
野
妹
子
と
の
連
携
 
 

（
5
）
 
 

の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
確
か
に
当
時
の
国
際
情
勢
か
ら
推
し
て
、
百
済
が
こ
の
書
を
略
取
す
る
可
能
性
も
 
 

丁
ト
）
 
 

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
略
取
が
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
ほ
ど
の
稚
拙
な
行
動
を
当
時
の
百
済
が
と
る
と
も
思
え
 
 

な
い
。
大
業
三
年
の
時
点
で
、
百
済
は
高
句
麗
討
伐
を
隋
に
請
い
、
爆
帝
は
そ
れ
を
許
し
て
高
句
麗
の
動
静
を
窺
わ
せ
よ
う
と
さ
え
 
 

し
て
い
た
 
（
『
隋
書
』
百
済
伝
）
。
と
す
れ
ば
皇
帝
が
倭
国
に
与
え
た
書
を
奪
っ
た
と
い
う
よ
う
な
情
報
が
隋
に
流
れ
る
こ
と
は
百
済
 
 

に
と
っ
て
利
益
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
奪
わ
れ
た
当
事
者
と
し
て
の
倭
国
と
の
関
係
に
も
支
障
を
及
ぼ
し
た
は
ず
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

群
臣
の
議
は
流
罪
と
決
し
た
。
そ
の
議
を
覆
し
た
天
皇
の
発
言
は
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
「
小
野
妹
子
に
失
書
の
罪
は
あ
る
が
、
 
 

た
や
す
く
罪
す
べ
き
で
は
な
い
。
（
い
ま
来
朝
し
て
い
る
）
大
国
の
客
ら
が
こ
れ
を
聞
く
こ
と
も
ま
た
良
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
 
と
す
 
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
小
野
妹
子
が
処
罪
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
導
き
に
よ
っ
セ
倭
国
に
来
朝
し
た
襲
世
情
は
訝
し
く
思
う
か
も
し
 
 

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
処
罪
が
皇
帝
の
書
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
彼
は
小
野
妹
子
に
対
す
る
処
 
 

罪
を
き
然
の
こ
と
と
受
け
入
れ
た
で
あ
ろ
う
。
量
刑
自
体
が
軽
い
と
さ
え
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
大
罪
を
「
其
大
囲
 
 

客
等
聞
之
、
亦
不
良
」
と
す
る
発
言
の
も
と
不
問
に
付
す
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
襲
世
滞
ら
に
情
報
が
伝
わ
る
こ
と
を
恐
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 



れ
た
天
皇
の
こ
の
発
言
は
「
其
大
国
客
等
聞
之
、
亦
不
良
」
と
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
も
ま
た
（
亦
）
」
を
挿
入
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
 
 

と
い
う
こ
と
は
小
野
妹
子
処
罪
の
議
を
覆
し
た
根
拠
と
し
で
の
「
其
大
国
客
等
聞
之
、
亦
不
良
」
は
「
乃
赦
之
不
坐
也
」
と
す
る
小
 
 

野
妹
子
免
罪
の
第
一
の
根
拠
で
は
敵
い
こ
と
に
な
る
。
第
一
の
根
拠
は
そ
の
前
に
あ
る
記
述
「
妹
子
維
有
失
書
之
罪
、
鞭
不
可
罪
。
」
 
 

の
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
何
ら
小
野
妹
子
免
罪
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

実
際
に
具
体
的
な
何
か
が
語
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
「
其
大
国
客
等
聞
之
、
亦
不
良
」
と
同
様
に
記
載
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 

（
7
）
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
に
は
そ
う
し
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
小
野
妹
子
の
免
罪
は
そ
の
根
拠
が
明
確
に
は
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
倭
王
の
大
権
の
行
使
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
も
の
 
 

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
群
臣
が
小
野
妹
子
失
書
の
罪
を
議
し
た
こ
と
を
伝
え
て
『
日
本
書
紀
』
は
「
群
臣
議
之
日
、
『
天
 
 

使
人
錐
死
之
、
不
失
旨
。
是
使
奏
何
怠
之
、
失
大
国
之
善
哉
。
』
則
坐
流
刑
。
」
と
述
べ
る
。
こ
の
箇
所
は
「
群
臣
議
之
日
、
『
天
使
人
 
 

錐
死
之
、
不
失
旨
。
是
使
央
何
怠
之
、
失
大
国
之
書
哉
。
則
坐
流
刑
。
』
」
と
し
て
「
則
坐
流
刑
」
を
群
臣
の
議
の
途
中
経
過
を
記
し
 
 

奏
何
怠
之
、
失
大
国
之
書
哉
。
 
 

艮
。
B
乃
赦
之
不
坐
。
」
と
す
る
①
A
、
 
 

妹
子
失
書
に
関
す
る
群
臣
の
議
は
「
流
罪
」
と
決
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
議
決
を
倭
王
は
根
拠
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
大
権
 
 

を
行
使
す
る
こ
と
に
ま
っ
て
覆
し
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
件
の
当
事
者
で
あ
る
小
野
妹
子
は
、
襲
世
清
の
帰
国
を
伝
え
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
載
に
、
 
 
 

九
月
…
…
辛
巳
、
唐
客
襲
世
清
罷
蹄
。
則
復
以
小
野
妹
子
臣
為
大
使
、
吉
士
雄
成
為
小
便
、
福
利
為
通
事
、
副
干
唐
客
而
遣
之
。
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
失
態
を
演
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
遣
隋
大
使
に
任
ぜ
ら
れ
隋
に
赴
い
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
も
合
わ
せ
 
 

（
8
）
 
 

考
え
て
み
る
と
、
こ
の
小
野
妹
子
失
書
は
い
よ
い
よ
不
可
解
な
事
件
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
っ
て
筆
者
は
こ
の
小
野
妹
子
の
失
 
 

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
の
「
①
於
是
、
群
臣
議
之
日
、
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 

A
則
坐
流
刑
。
②
時
天
皇
勅
之
日
、
 
 

②
B
の
記
述
は
対
応
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
つ
ま
り
、
小
野
 
 

妹
子
維
有
失
書
之
罪
、
 
 鞭
不
可
罪
。
其
大
国
客
等
聞
之
、
亦
不
 
 

天
使
人
錐
死
之
、
不
失
旨
。
是
使
 
 



書
は
聖
徳
太
子
な
ど
の
倭
国
中
枢
と
小
野
妹
子
と
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
、
 
 

場
帝
の
父
・
高
祖
文
帝
の
開
皇
二
十
年
（
六
〇
〇
）
 
の
こ
と
と
し
て
、
 
 
 

開
皇
二
十
年
、
倭
王
姓
阿
毎
、
字
多
利
思
比
孤
、
競
阿
輩
難
禰
、
遣
使
詣
開
。
上
令
所
司
訪
其
風
俗
。
使
者
言
、
「
倭
王
以
天
為
 
 
 

兄
、
以
日
為
弟
。
天
未
明
時
出
聴
政
、
跡
扶
坐
。
日
出
便
停
理
務
、
云
委
我
弟
。
」
高
祖
日
、
「
此
太
無
義
理
」
。
於
是
訓
令
改
之
。
 
 

と
あ
る
。
増
村
宏
氏
は
こ
の
と
き
の
倭
国
使
の
発
言
に
対
し
て
、
倭
国
使
は
文
帝
か
ら
風
俗
を
問
わ
れ
た
の
で
そ
の
ま
ま
答
え
た
に
 
 

す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
業
三
年
の
際
の
遣
隋
使
が
も
た
ら
し
た
国
書
に
見
え
る
「
日
出
虞
天
子
致
書
日
没
虞
天
子
無
芸
 
 

云
々
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
開
皇
二
十
年
の
場
合
は
皇
帝
と
倭
国
使
と
の
間
の
問
答
で
あ
り
、
大
業
三
年
の
国
書
の
場
合
と
は
 
 

（
9
）
 
 

区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
倭
の
五
王
に
よ
る
最
後
の
遣
使
（
四
七
八
年
）
以
来
、
一
二
〇
年
余
の
沈
黙
を
破
っ
て
派
 
 

（
1
0
）
 
 

遺
さ
れ
た
倭
国
か
ら
の
使
節
の
、
中
国
再
統
一
を
果
た
し
た
隋
の
皇
帝
た
る
文
帝
と
の
間
の
問
答
を
風
俗
を
問
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
 
 

る
、
単
な
る
回
答
と
見
な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
外
交
の
場
面
に
お
け
る
訪
問
国
の
リ
ー
ダ
ー
と
の
間
の
問
答
を
、
 
 

単
な
る
問
答
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
と
き
の
倭
国
使
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
倭
王
は
天
の
弟
（
当
時
の
大
王
は
推
古
で
あ
る
の
で
天
妹
と
す
べ
き
か
）
、
日
の
兄
と
い
 
 

ぅ
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
「
天
子
」
は
単
に
「
天
の
子
」
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
地
上
世
界
を
統
治
せ
よ
と
の
天
 
 

命
を
受
け
、
天
下
に
君
臨
す
る
皇
帝
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
「
日
」
は
例
え
ば
『
後
漢
書
』
巻
六
三
李
固
伝
に
、
李
固
の
対
策
を
挙
げ
、
 
 

そ
こ
に
、
 
 

中
常
侍
在
日
月
之
側
、
馨
執
振
天
下
。
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
皇
帝
そ
の
も
の
を
暗
喩
す
る
用
語
で
あ
る
パ
ま
た
、
倭
王
が
「
天
の
弟
」
と
い
う
こ
と
を
、
中
国
的
家
 
 

族
制
度
に
基
づ
き
天
子
た
る
中
国
皇
帝
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
倭
王
は
中
国
皇
帝
の
叔
父
、
叔
母
の
位
置
に
属
す
る
尊
属
と
い
う
こ
ト
 
 
 

隋
書
倭
国
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と
日
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書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 



に
な
り
、
倭
王
が
「
日
の
兄
」
と
い
う
こ
と
を
「
日
」
と
暗
喩
さ
れ
る
中
国
皇
帝
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
倭
王
は
中
国
皇
帝
の
兄
と
 
 

い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
が
文
帝
を
し
て
「
こ
れ
は
は
な
は
だ
理
屈
の
通
ら
な
い
話
だ
」
 
（
此
太
無
義
理
）
と
言
わ
し
 
 

め
た
原
因
と
考
え
ら
れ
、
た
め
に
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
、
「
於
是
訓
令
改
之
。
」
と
み
え
る
よ
う
な
対
応
が
文
帝
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
 
 

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
開
皇
二
十
年
か
ら
七
年
後
の
大
業
三
年
の
際
の
遣
隋
使
が
も
た
ら
し
た
国
書
に
見
え
る
「
日
 
 

出
虞
天
子
致
書
日
没
虞
天
子
無
芸
云
々
」
を
見
て
み
る
と
、
従
来
の
研
究
で
は
こ
の
国
書
の
内
容
が
倭
国
側
の
対
等
外
交
を
求
め
た
 
 

へ
‖
）
 
 

姿
勢
が
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
理
解
が
大
勢
で
あ
る
が
、
一
面
で
は
大
業
三
年
の
遣
隋
使
に
お
い
て
倭
国
側
は
文
帝
の
訓
令
を
受
け
 
 

て
一
定
の
譲
歩
、
修
正
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
大
業
三
年
の
国
書
に
お
い
て
は
、
小
野
 
 

妹
子
の
も
た
ら
し
た
国
書
の
内
容
が
場
帝
か
ら
見
た
と
き
、
い
か
ほ
ど
不
遜
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
日
出
虞
天
子
」
「
日
没
虞
天
 
 

子
」
と
い
う
形
で
い
ず
れ
も
が
「
天
子
」
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
開
皇
二
十
年
の
と
き
に
見
ら
れ
た
よ
う
 
 

な
叔
父
・
甥
や
兄
弟
と
い
う
家
族
的
秩
序
を
持
ち
出
し
、
倭
王
を
皇
帝
よ
り
上
位
に
位
置
づ
け
ん
と
す
る
姿
勢
は
な
く
な
っ
て
い
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
外
交
と
い
う
問
題
の
性
質
上
、
大
業
三
年
に
遣
隋
使
と
し
て
中
国
に
至
っ
た
小
野
妹
子
が
、
そ
の
七
年
前
の
遣
使
の
 
 

際
、
文
帝
が
倭
国
に
対
し
て
何
ら
㊥
の
「
不
満
」
を
漏
ら
し
、
天
弟
・
日
兄
の
主
張
を
改
め
る
よ
う
訓
令
し
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
 
 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
野
妹
子
が
も
た
ら
し
た
国
書
に
見
え
る
「
日
出
虞
天
子
致
書
日
没
虞
天
子
 
 

無
芸
云
々
」
の
表
現
は
、
文
帝
の
「
於
是
訓
令
改
之
」
と
い
う
下
命
に
対
す
る
倭
国
側
の
回
答
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
よ
れ
ば
、
小
野
妹
子
の
も
た
ら
し
た
国
書
を
見
た
爆
帝
は
、
 
 

璧
之
不
悦
、
謂
鴻
臆
卿
日
、
攣
夷
書
有
無
祀
者
、
勿
復
以
聞
。
 
 

と
述
べ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
状
況
は
、
開
皇
二
十
年
の
遣
隋
使
と
の
問
答
を
へ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
不
合
理
さ
を
指
摘
し
た
 
 

文
帝
の
場
合
と
似
通
っ
て
い
る
。
文
帝
の
場
合
は
そ
の
不
合
理
さ
を
改
め
る
よ
う
訓
令
し
て
い
る
。
文
帝
が
そ
の
訓
令
を
文
書
の
形
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



で
倭
国
使
に
手
交
し
た
の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
襲
世
清
が
も
た
ら
し
た
国
書
は
宣
諭
を
目
指
し
た
も
 
 

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
訓
令
を
示
し
た
文
言
は
見
あ
た
ら
な
い
。
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
拠
れ
ば
、
文
帝
は
倭
国
 
 

使
の
回
答
に
対
し
て
「
此
太
無
義
理
」
と
述
べ
て
い
る
。
楊
帝
は
「
覚
之
不
悦
、
謂
鴻
臆
卿
日
、
攣
夷
書
有
無
祀
者
、
勿
復
以
聞
。
」
 
 

と
あ
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
不
快
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。
文
帝
と
爆
帝
の
場
合
を
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
不
快
の
表
明
は
爆
帝
の
方
 
 

が
強
く
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
こ
の
爆
帝
の
「
不
快
の
念
」
は
ど
の
よ
う
に
倭
国
へ
と
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

小
野
妹
子
の
と
き
の
場
合
、
こ
と
が
倭
国
か
ら
送
ら
れ
た
国
書
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
の
伝
達
が
遣
隋
使
に
対
し
て
の
み
に
と
ど
め
ら
 
 

れ
た
、
あ
る
い
は
倭
国
へ
の
伝
達
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
た
と
い
っ
た
こ
と
は
考
え
難
い
。
文
帝
の
と
き
の
場
合
は
、
 
 

具
体
的
な
事
柄
は
不
明
で
あ
る
が
訓
令
と
い
う
形
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
文
帝
の
と
き
の
場
合
、
襲
世
清
 
 

の
よ
う
な
隋
か
ら
の
宮
人
派
遣
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
も
し
行
わ
れ
て
い
た
 
 

の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
や
日
本
あ
る
い
は
中
国
の
い
ず
れ
か
の
史
書
に
そ
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
大
業
三
年
の
場
合
は
、
 
 

隋
使
襲
世
清
の
派
遣
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
も
た
ら
し
た
国
書
に
訓
令
を
窺
わ
せ
る
文
吉
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
す
れ
ば
、
小
野
妹
子
が
帰
国
の
際
、
爆
帝
か
ら
授
け
ら
れ
た
書
と
は
そ
の
訓
令
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
こ
 
 

の
小
野
妹
子
に
も
た
ら
さ
れ
た
爆
帝
の
書
の
中
に
訓
令
の
こ
と
が
何
ら
記
し
て
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
何
故
爆
帝
が
蓑
世
 
 

清
と
小
野
妹
子
と
の
各
々
に
国
書
を
付
託
し
た
の
か
と
い
う
理
由
が
極
め
て
不
可
解
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
唯
一
、
国
書
の
紛
 
 

失
を
恐
れ
、
同
一
の
文
書
を
本
国
の
使
節
と
交
渉
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
節
と
の
両
名
の
も
の
に
預
け
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
 
 

る
が
、
中
国
の
外
交
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
事
例
を
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
よ
っ
て
こ
う
し
た
想
定
が
 
 

実
際
に
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
つ
ま
り
、
襲
世
清
と
小
野
妹
子
の
も
た
ら
し
た
文
書
の
内
容
は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

異
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
小
野
妹
子
の
授
け
ら
れ
た
書
は
訓
令
の
内
容
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
そ
の
小
野
妹
子
の
吾
が
百
済
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 

七
〇
 
 



種
々
の
説
が
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
百
済
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
と
い
う
説
も
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
 
 

し
、
小
野
妹
子
や
倭
国
の
中
枢
が
そ
の
書
を
破
棄
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
爆
帝
が
小
野
妹
子
に
授
 
 

け
た
書
に
い
か
な
る
内
容
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
小
野
妹
子
が
関
知
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
 
 

あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
野
妹
子
が
そ
の
書
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
小
野
妹
子
は
使
節
の
使
命
と
し
て
当
然
そ
 
 

の
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
倭
国
中
枢
に
伝
達
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
倭
国
中
枢
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
小
野
妹
子
失
書
に
つ
い
て
の
群
臣
の
決
定
を
へ
た
議
を
覆
し
、
小
野
妹
子
を
赦
免
し
そ
の
後
遺
隋
大
使
と
 
 

し
て
再
度
派
遣
す
る
と
い
う
処
置
が
採
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
難
い
こ
と
と
さ
れ
よ
う
。
聖
徳
太
子
や
推
古
天
皇
な
ど
の
 
 

倭
国
中
枢
は
小
野
妹
子
が
失
っ
た
と
さ
れ
る
爆
帝
か
ら
の
書
の
内
容
が
隋
か
ら
の
訓
令
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
必
ず
や
認
 
 

識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

本
小
論
で
指
摘
し
た
こ
と
の
大
略
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

①
 
『
隋
書
』
倭
国
伝
で
は
襲
世
清
は
朝
貢
国
に
対
す
る
宣
諭
使
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
 
 
 

で
は
、
倭
王
と
隋
か
ら
の
使
者
・
襲
世
清
と
を
あ
た
か
も
主
従
関
係
に
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
 
 

②
 
楊
帝
の
国
書
は
、
若
干
の
攻
究
や
削
除
を
経
て
は
い
る
が
、
原
文
の
体
裁
を
か
な
り
忠
実
に
伝
え
て
い
る
七
考
え
ら
れ
る
。
 
 

③
 
襲
世
清
が
二
度
再
拝
し
た
等
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
は
偏
向
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

④
 
倭
王
は
爆
帝
に
預
け
ら
れ
た
書
を
失
っ
た
小
野
妹
子
を
、
根
拠
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
群
臣
の
議
を
押
し
切
る
形
で
赦
罪
し
、
 
 
 

そ
の
上
で
彼
を
遣
隋
大
使
に
再
任
し
て
い
る
。
 
 

⑤
 
小
野
妹
子
が
紛
失
し
た
腸
帝
の
書
に
は
訓
令
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

む
 
す
 
び
 
に
 
か
 
え
 
て
 
 

隋
書
倭
国
伝
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日
本
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紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



堀
敏
一
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
 
に
、
襲
世
清
帰
国
の
際
の
と
と
を
記
し
て
、
 
 

九
月
…
…
辛
巳
、
唐
客
襲
世
清
罷
蹄
。
則
復
以
小
野
妹
子
寅
大
使
。
吉
士
雄
成
小
便
。
福
利
焉
通
事
。
副
手
唐
客
、
両
道
之
。
 
 

麦
聴
唐
帝
。
其
離
日
、
東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
。
使
人
鴻
臆
寺
掌
客
襲
世
清
等
至
、
久
億
万
解
。
季
秋
薄
冷
、
専
如
何
。
想
情
念
。
 
 

此
即
如
常
。
今
遣
大
鰻
蘇
困
高
、
大
祀
乎
那
利
等
。
謹
白
不
具
。
 
 

と
あ
る
記
載
に
見
え
る
国
書
に
つ
い
て
種
々
考
察
を
加
え
ら
れ
、
こ
こ
に
「
謹
白
」
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
こ
の
国
書
で
 
 

倭
王
は
隋
の
皇
帝
を
先
輩
か
兄
に
見
立
て
て
い
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
天
皇
」
と
い
う
用
語
は
ま
ず
外
交
文
書
で
使
わ
れ
は
じ
め
、
 
 

従
来
の
大
王
あ
る
い
は
オ
オ
キ
ミ
と
併
用
さ
れ
な
が
ら
国
内
で
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
や
が
て
律
令
 
 

（
1
2
）
 
 

の
中
で
天
皇
号
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
、
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
氏
の
高
見
に
賛
同
す
る
者
で
あ
る
が
、
 
 

筆
者
の
本
稿
に
お
け
る
考
察
と
こ
の
高
見
と
を
接
合
さ
せ
れ
ば
、
当
初
、
「
天
弟
、
日
兄
」
の
立
場
を
と
っ
た
倭
国
は
、
文
帝
の
訓
令
 
 

を
受
け
、
「
日
出
処
天
子
」
と
い
う
表
現
を
和
ら
げ
た
隋
の
天
子
と
対
等
の
称
号
を
名
乗
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
再
び
今
度
は
爆
帝
か
 
 

ら
訓
令
を
受
け
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
「
謹
白
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
、
隔
の
皇
帝
を
先
輩
か
兄
に
見
立
て
こ
の
間
題
を
処
理
し
よ
 
 

（
1
3
）
 
う
と
し
た
、
そ
の
過
程
で
天
皇
の
用
語
が
も
ち
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
の
際
、
倭
国
が
一
定
の
譲
歩
を
示
し
っ
つ
も
、
一
貫
し
て
強
い
自
己
主
張
を
貫
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
る
に
値
す
る
。
こ
う
 
 

し
た
自
己
主
張
は
倭
の
五
王
の
と
き
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
治
天
下
大
王
の
用
法
な
ど
に
も
見
ち
れ
、
遣
隋
使
段
階
の
天
子
や
天
 
 

皇
号
の
採
用
は
、
そ
う
し
た
倭
の
五
王
以
来
の
倭
国
王
権
の
展
開
の
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
筆
者
 
 

は
先
に
古
代
日
本
に
お
け
る
こ
う
し
た
中
華
意
識
が
中
国
の
政
治
思
想
の
受
容
と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
 
 
 

⑥
 
倭
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
大
業
三
年
の
国
書
は
、
開
皇
二
十
年
の
訓
令
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
一
定
の
修
正
、
譲
歩
が
加
味
 
 
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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書
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そ
う
し
た
動
き
題
目
本
に
お
い
て
創
始
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
貌
晋
南
北
朝
期
の
華
北
に
お
け
る
非
漢
民
族
国
家
や
朝
鮮
 
 

（
1
4
）
 
 

に
お
け
る
高
句
麗
な
ど
に
も
既
に
生
じ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
考
察
し
た
倭
国
と
隋
 
 

と
の
間
里
父
渉
の
実
態
を
踏
ま
え
る
と
き
、
倭
国
は
真
に
邪
馬
台
国
や
倭
の
五
王
の
時
代
な
ど
に
中
国
の
「
朝
貢
国
」
と
な
っ
た
と
 
 

い
う
意
識
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
を
懐
く
。
確
か
に
、
漢
委
奴
国
王
印
を
受
け
た
奴
国
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
 
 

古
代
日
本
に
お
け
る
倭
国
の
王
は
、
卑
弥
呼
の
親
魂
倭
王
の
称
号
と
金
印
、
倭
の
五
王
が
南
朝
か
ら
受
け
た
官
職
や
王
号
、
あ
る
い
 
 

は
倭
の
五
王
最
後
の
王
・
倭
王
武
が
南
朝
宋
の
最
後
の
皇
帝
・
順
帝
に
対
し
て
奉
っ
た
国
書
の
中
で
、
自
ら
中
国
皇
帝
の
「
臣
」
と
 
 

表
記
し
て
い
る
な
ど
ヾ
倭
の
五
王
の
段
階
ま
で
中
国
王
朝
の
冊
封
国
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
遣
隋
使
段
 
 

階
に
お
け
る
倭
国
の
自
己
主
張
の
強
さ
を
み
る
と
き
、
そ
れ
以
前
の
古
代
日
本
の
政
権
中
枢
に
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
中
国
に
「
朝
 
 

貢
す
る
」
と
言
う
こ
と
は
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
時
代
状
況
に
対
応
し
た
方
便
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
を
懐
く
。
 
 

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
古
代
日
本
は
、
中
国
の
冊
封
体
制
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
の
思
想
や
文
物
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
貌
晋
南
 
 

北
朝
期
に
お
け
る
中
国
の
混
乱
に
乗
じ
て
政
治
的
独
立
を
推
し
進
め
、
最
終
的
に
天
皇
制
に
基
づ
く
律
令
制
国
家
を
完
嵐
し
た
と
す
 
 

る
従
来
の
研
究
の
立
場
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
微
妙
に
敵
密
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
う
し
た
に
つ
い
て
の
一
層
の
解
明
 
 

は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。
 
 

註
 
 

（
1
）
 
倭
の
五
王
の
時
代
の
銘
文
史
料
と
し
て
は
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
や
船
山
古
墳
鉄
刀
銘
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
大
勢
に
つ
い
て
大
ま
か
に
述
 
 

べ
る
に
と
ど
め
る
。
 
 

（
2
）
 
『
聖
徳
太
子
博
暦
』
に
、
隋
か
ら
の
国
書
に
閲
し
、
天
皇
が
質
し
、
太
子
が
天
子
が
諸
侯
王
に
賜
う
書
式
だ
と
答
え
、
し
か
し
倭
皇
と
答
え
て
い
る
か
 
 

ら
よ
い
と
い
い
、
天
皇
も
よ
し
と
し
た
と
み
え
、
『
経
籍
後
侍
記
』
に
は
、
倭
王
と
な
っ
て
い
る
の
を
太
子
が
嫌
い
、
返
書
で
天
皇
と
述
べ
た
と
あ
る
。
 
 

隋
書
倭
国
伝
七
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



『
善
郷
国
賛
記
』
は
、
倭
皇
か
倭
王
か
ど
ち
ら
か
わ
か
ら
な
い
が
、
推
古
紀
、
太
子
伝
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
新
井
白
石
 
 

は
『
経
籍
後
博
記
』
の
立
場
を
と
り
、
本
居
宣
長
も
こ
の
立
場
に
た
っ
て
、
『
聖
徳
太
子
博
暦
』
の
記
事
に
つ
い
て
「
こ
の
本
に
は
こ
う
し
た
嘘
が
多
い
」
 
 

と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
説
に
つ
い
て
は
増
村
宏
『
遣
唐
使
の
研
究
』
人
同
朋
舎
、
一
九
八
八
年
、
八
二
貢
）
参
照
。
 
 

（
3
）
 
川
勝
守
氏
は
隋
書
倭
国
伝
の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
述
べ
、
「
「
故
に
朝
貢
せ
り
」
、
「
我
れ
は
夷
人
」
、
「
海
隅
僻
在
し
て
」
、
「
礼
儀
を
聞
か
ず
」
と
は
絶
対
 
 

に
言
う
わ
け
が
な
い
。
こ
れ
は
中
国
側
の
作
文
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
同
氏
著
『
聖
徳
太
子
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
二
〇
一
貫
、
吉
川
弘
文
館
、
 
 

二
〇
〇
二
年
参
照
。
）
 
 

（
4
）
 
『
日
本
書
紀
』
巻
一
四
、
雄
略
天
皇
紀
、
二
三
年
八
月
の
条
に
、
「
庚
午
朔
丙
子
、
天
皇
疾
爾
甚
。
輿
百
寮
節
訣
、
並
撞
手
飲
歓
、
崩
子
大
殿
。
遺
詔
於
 
 

大
伴
室
屋
連
輿
東
漢
掬
直
日
、
方
今
直
宇
一
家
、
煙
火
寓
里
。
百
姓
父
安
、
四
夷
賓
服
。
此
又
天
意
、
欲
寧
匝
夏
、
所
以
小
心
撤
己
、
日
慎
一
日
、
蓋
 
 

焉
百
姓
故
也
。
臣
連
伴
造
、
毎
日
朝
参
、
国
司
郡
司
、
随
時
朝
集
。
何
不
審
掲
心
府
、
誠
勅
懸
敷
。
義
乃
君
臣
、
情
兼
父
子
。
庶
籍
臣
連
智
力
、
内
外
 
 

歓
心
、
欲
令
普
天
之
下
、
永
保
安
欒
。
不
謂
、
邁
疾
滞
留
、
至
於
大
漸
。
此
乃
人
生
常
分
。
何
足
言
及
。
但
朝
野
衣
冠
、
未
得
鮮
麗
。
教
化
政
刑
、
猶
 
 

未
壷
善
。
興
言
念
此
、
唯
以
留
恨
。
今
年
胎
若
干
、
不
復
構
天
。
筋
力
精
神
、
一
時
努
褐
。
如
此
之
事
、
本
非
烏
身
。
止
欲
安
養
百
姓
。
所
以
致
此
。
 
 

人
生
子
孫
、
誰
不
屈
念
。
既
為
天
下
、
事
須
割
情
。
今
星
川
王
、
懐
惇
悪
閲
友
子
。
古
人
有
言
、
知
臣
莫
若
君
。
知
子
莫
若
父
。
縦
使
星
川
王
得
志
、
 
 

共
治
国
家
、
必
督
戦
辱
、
遍
於
臣
連
、
酷
毒
流
於
民
庶
。
夫
悪
子
孫
、
己
薦
百
姓
所
博
。
好
子
孫
、
足
堪
負
荷
大
業
。
此
碓
朕
家
事
、
理
不
容
隠
。
大
 
 

連
等
、
民
部
虞
大
、
充
盈
於
囲
。
皇
太
子
地
居
儲
君
上
嗣
、
仁
孝
著
聞
。
以
其
行
業
、
堪
成
朕
志
。
以
此
、
共
治
天
下
、
朕
錐
瞑
目
、
何
所
復
恨
。
」
と
 
 

あ
り
、
『
隋
書
』
巻
二
高
祖
紀
下
に
、
隋
の
高
祖
・
楊
堅
の
崩
御
を
伝
え
て
、
仁
寿
四
年
（
六
〇
四
）
七
月
の
こ
と
と
し
て
、
「
丁
末
、
崩
於
大
賢
殿
。
 
 

時
年
六
十
四
。
遺
詔
日
、
…
…
此
又
是
天
意
、
欲
寧
置
夏
、
所
以
昧
旦
臨
朝
、
不
敢
逸
漁
、
一
日
寓
機
、
留
心
親
覧
。
晦
明
寒
暑
、
不
博
助
勢
。
匪
日
 
 

朕
窮
、
蓋
烏
百
姓
故
也
。
王
公
爵
卿
士
、
毎
日
闘
庭
、
刺
史
以
下
、
三
時
朝
集
。
何
嘗
不
贅
褐
心
府
、
誠
勅
懸
教
。
義
乃
君
臣
、
情
兼
父
子
。
庶
籍
百
 
 

僚
智
力
、
高
歯
歓
心
、
欲
令
率
土
之
人
、
永
保
安
欒
。
不
謂
、
邁
疾
滞
留
、
至
於
大
漸
。
此
乃
人
生
常
分
。
何
足
言
及
。
但
四
海
百
姓
、
衣
食
不
豊
、
 
 

教
化
政
刑
、
猶
未
壷
善
。
興
言
念
此
、
唯
以
留
恨
。
朕
今
年
胎
六
十
、
不
復
栴
天
。
但
筋
力
精
神
、
一
時
努
褐
。
如
此
之
事
、
本
非
馬
身
。
止
欲
安
養
 
 

百
姓
。
所
以
致
此
。
人
生
子
孫
、
誰
不
愛
念
。
既
薦
天
下
、
事
須
割
情
。
勇
及
秀
等
、
並
懐
惇
悪
、
既
知
無
臣
子
之
心
、
所
以
麿
瓢
。
古
人
有
言
、
知
 
 
 

臣
莫
若
君
。
知
子
莫
君
父
。
若
令
勇
委
、
秀
得
志
、
共
治
国
家
、
必
普
戟
辱
偏
於
公
卿
、
酷
毒
流
於
民
庶
。
今
悪
子
孫
、
巳
薦
百
姓
所
艶
犀
。
好
子
孫
、
 
 

足
堪
負
荷
大
業
。
此
雄
朕
家
事
、
理
不
容
隠
。
前
封
文
武
侍
衛
、
具
巳
論
述
。
皇
太
子
虞
、
地
居
上
嗣
、
仁
孝
著
聞
。
以
其
行
業
、
堪
成
朕
志
。
但
令
 
 

内
外
華
官
、
同
心
裁
力
、
以
此
共
治
天
下
、
朕
錐
瞑
目
、
何
所
復
恨
。
」
と
あ
っ
て
、
前
者
が
後
者
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 

七
四
 
 



わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
場
帝
の
国
書
の
検
討
に
あ
た
っ
て
も
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
李
成
市
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
三
〇
五
頁
）
」
西
嶋
定
生
「
遣
隋
使
と
国
書
問
題
」
（
『
学
士
会
会
報
』
七
七
 
 
 

六
、
一
九
八
七
年
、
四
四
頁
）
、
直
木
孝
次
郎
『
日
本
歴
史
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
、
一
〇
〇
頁
）
、
本
居
宣
長
『
駅
戎
慨
言
』
（
『
本
居
宣
長
全
 
 
 

集
』
六
巻
一
五
九
～
一
六
〇
頁
）
等
参
照
。
堀
敏
一
氏
は
『
中
国
と
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
二
〇
四
頁
に
お
い
て
、
「
奇
 
 
 

妙
な
こ
と
に
妹
子
は
帰
途
百
済
で
、
隋
か
ら
預
か
っ
た
国
書
を
掠
奪
さ
れ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
隋
の
国
書
の
内
容
が
日
本
の
朝
 
 
 

廷
に
報
告
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
紛
失
し
た
と
と
り
つ
く
ろ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
 
 
 

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
妹
子
個
人
の
杷
憂
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
書
紀
に
は
襲
世
清
が
も
た
ら
し
た
と
い
う
国
書
が
堂
々
と
載
っ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
次
い
で
襲
世
清
の
持
参
し
た
国
書
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
同
『
律
令
制
と
東
ア
ジ
ア
世
界
－
私
の
中
国
史
学
（
二
）
』
 
 

（
汲
古
書
院
、
汲
古
選
書
一
七
、
一
九
九
四
年
）
一
八
五
貢
に
お
い
て
は
（
同
氏
『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
古
代
日
本
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
八
年
、
二
 
 

二
～
二
貢
同
）
、
「
私
は
天
皇
へ
の
正
式
の
国
書
は
襲
世
清
が
持
参
し
た
と
お
も
う
が
、
唐
代
の
例
か
ら
み
て
、
妹
子
個
人
へ
の
隋
帝
の
勅
が
あ
っ
た
 
 

と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
お
も
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
そ
の
勅
の
中
に
腸
帝
の
不
快
感
が
示
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
勅
が
な
 
 
 

い
と
し
た
な
ら
ば
、
妹
子
の
行
動
は
襲
世
清
の
国
書
提
出
を
さ
ま
た
げ
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
述
べ
、
つ
い
で
襲
世
清
の
持
 
 

参
し
た
国
書
を
掲
げ
て
い
る
。
 
 

（
6
）
 
李
氏
前
掲
書
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』
（
三
〇
五
頁
）
参
照
。
ち
な
み
に
李
氏
は
同
書
二
九
九
～
三
〇
〇
貢
に
お
い
て
、
当
時
の
隋
と
倭
国
 
 
 

と
の
外
交
が
二
国
間
で
完
結
し
得
な
い
力
学
の
中
で
推
移
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
っ
つ
、
「
隋
に
と
っ
て
は
、
こ
の
様
な
情
勢
で
あ
れ
ば
、
倭
の
法
外
 
 
 

な
外
交
姿
勢
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
受
け
止
め
ざ
る
を
得
ず
、
不
遜
な
国
書
を
寄
越
し
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
無
視
し
た
り
、
答
め
 
 

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
襲
世
清
の
派
遣
は
ま
さ
に
倭
の
実
情
視
察
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
 
 

に
な
ろ
う
。
隋
の
一
連
の
対
応
は
、
高
句
麗
と
の
緊
張
関
係
を
軽
視
し
て
は
理
解
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
隋
の
一
連
の
対
応
 
 
 

が
、
高
句
麗
と
の
関
係
を
意
識
し
た
も
の
、
襲
世
清
の
派
遣
は
ま
さ
に
倭
の
実
情
視
察
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
、
と
す
る
氏
の
高
見
に
は
賛
 
 

同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
当
時
の
隋
が
「
倭
国
を
答
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
」
と
す
る
考
え
に
ま
で
賛
同
す
る
も
の
 
 

で
は
な
い
。
そ
れ
は
後
論
で
論
じ
る
よ
う
に
筆
者
は
、
隋
が
倭
国
に
対
す
る
「
訓
令
書
」
を
小
野
妹
子
に
手
交
し
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
 
 
 

遣
隋
使
が
派
遣
さ
れ
た
大
業
三
年
前
後
の
時
点
に
お
け
る
隋
の
勢
威
は
高
句
麗
や
突
既
に
対
し
、
ま
し
て
倭
国
に
対
し
て
「
目
を
つ
ぶ
っ
て
受
け
止
め
 
 

ざ
る
を
得
な
い
」
ほ
ど
弱
体
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
道
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 



（
7
）
 
『
善
鄭
周
賓
記
』
巻
上
に
引
く
『
聖
徳
太
子
俸
暦
』
に
は
、
天
皇
が
小
野
妹
子
の
罪
を
聖
徳
太
子
に
尋
ね
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
「
太
子
奏
日
、
妹
子
 
 

之
罪
是
不
可
寛
。
然
修
好
善
鄭
、
妹
子
之
功
也
。
加
以
隋
囲
使
共
釆
、
思
復
如
何
。
天
皇
大
悦
、
免
罪
。
」
と
し
て
聖
徳
太
子
が
こ
の
小
野
妹
子
の
免
罪
 
 

に
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
居
宣
長
が
『
聖
徳
太
子
僧
暦
』
に
つ
い
て
「
こ
の
本
に
は
こ
う
し
た
嘘
が
 
 

多
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
等
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
」
『
聖
徳
太
子
侍
暦
』
の
も
つ
史
料
と
し
て
の
性
格
も
慎
重
．
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
は
あ
る
。
 
 

（
8
）
 
小
野
妹
子
失
書
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
増
村
氏
前
掲
書
『
遣
唐
使
の
研
究
』
（
八
一
頁
以
下
）
、
李
氏
前
掲
書
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
 
 

族
と
国
家
』
（
三
〇
四
貢
以
下
）
等
参
照
。
 
 

（
9
）
 
増
村
氏
は
同
氏
前
掲
書
『
遣
唐
使
の
研
究
』
 
（
三
一
〇
頁
）
に
お
い
て
、
「
使
者
の
説
明
は
文
帝
の
質
問
に
対
す
る
返
答
で
あ
っ
て
、
そ
の
説
明
は
「
日
 
 

出
虞
天
子
」
と
か
「
東
天
皇
」
 
の
よ
う
な
自
己
主
張
と
同
じ
く
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 
 

（
1
0
）
 
坂
元
義
種
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
三
七
四
貢
、
西
嶋
定
生
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』
東
京
大
学
出
版
会
、
 
 
 

一
九
八
五
年
）
六
五
貢
、
川
本
芳
昭
『
貌
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
間
題
』
（
汲
古
書
院
、
汲
古
叢
書
十
六
、
一
九
九
八
年
）
五
三
八
貢
参
照
。
 
 

（
1
1
）
 
「
於
是
訓
令
改
之
。
」
に
見
え
る
「
訓
」
は
「
お
し
え
る
」
、
「
と
き
き
か
せ
る
」
、
「
い
ま
し
め
る
」
、
「
み
ち
び
く
」
の
意
味
を
も
つ
。
よ
っ
て
こ
の
文
 
 
 

を
書
き
下
せ
ば
「
是
に
於
い
て
訓
へ
て
之
を
改
め
し
む
。
」
と
な
る
が
、
外
交
の
場
面
に
お
け
る
そ
う
し
た
「
戒
め
」
は
、
訓
令
に
結
び
つ
い
た
と
考
え
 
 

ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
「
訓
令
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
 
 

（
望
 
堀
氏
前
掲
書
『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
古
代
日
本
』
二
一
五
、
一
七
、
一
八
頁
に
お
い
て
、
氏
は
「
「
日
出
づ
る
処
」
の
国
書
の
文
言
が
伝
統
的
な
も
の
 
 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
敬
白
」
で
始
ま
る
書
も
、
お
そ
ら
く
は
な
ん
ら
か
の
書
儀
に
よ
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
王
の
尺
腰
の
影
響
を
主
張
す
る
 
 
 

李
先
重
民
は
、
「
自
」
と
い
う
語
が
、
朋
友
・
親
戚
等
の
上
下
の
身
分
間
に
使
用
す
る
も
の
で
、
二
王
の
尺
贋
で
は
最
も
普
遍
的
な
成
語
だ
と
い
わ
れ
る
。
 
 
 

唐
代
の
『
吉
凶
書
儀
』
等
を
み
る
と
、
世
代
の
ち
が
う
尊
者
に
た
い
し
て
は
、
「
某
言
」
と
い
う
書
き
出
し
の
文
言
を
も
ち
い
、
末
尾
に
「
謹
言
」
の
語
 
 
 

を
も
ち
い
て
い
る
が
、
兄
姉
等
め
長
上
者
（
同
世
代
の
年
齢
が
上
の
者
）
に
た
い
し
て
は
、
「
某
白
」
と
い
う
文
言
を
も
ち
い
、
末
尾
に
．
「
謹
白
」
の
語
 
 
 

を
も
ち
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
し
た
が
え
ば
、
日
本
の
天
皇
は
、
隋
の
皇
帝
を
先
輩
か
兄
と
み
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
比
較
的
対
 
 
 

等
な
態
度
を
維
持
し
な
が
ら
、
相
手
を
尊
重
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
書
に
お
い
て
も
天
皇
の
語
が
使
用
さ
れ
 
 
 

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
の
後
は
ま
ず
外
交
文
書
で
使
わ
れ
は
じ
め
、
従
来
か
ら
の
大
王
あ
る
い
は
オ
オ
キ
ミ
の
語
と
併
用
さ
れ
な
が
 
 
 

ら
、
国
内
で
も
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
国
書
が
前
で
あ
り
、
天
寿
国
繍
帳
の
方
が
年
代
的
に
後
 
 
 

な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
こ
の
語
は
、
や
が
て
律
令
の
な
か
で
の
天
皇
号
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
ぁ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 



（
1
3
）
 
「
天
皇
」
号
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
掘
氏
の
前
掲
書
の
他
、
大
津
透
『
古
代
の
天
皇
制
』
 
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
第
一
章
「
天
皇
号
の
成
立
」
、
 
 
 

龍
谷
公
男
『
大
王
か
ら
天
皇
へ
』
（
『
日
本
の
歴
史
』
三
巻
、
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
「
「
天
皇
」
の
出
現
」
等
参
照
。
 
 

（
1
4
）
 
拙
稿
「
漢
唐
間
に
お
け
る
「
新
」
中
華
意
識
の
形
成
－
古
代
日
本
・
朝
鮮
と
中
国
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
〇
号
、
 
 

二
〇
〇
二
年
）
 
参
照
。
 
 

隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 


