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一
、
は
じ
め
に

『
懐
風
藻
』
所
載
の
漢
詩
が
詠
作
さ
れ
た
時
代
（
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
前
半
）
は
、
海
外
情
勢
を
意
識
し
、
外
交
に
心
を
砕
い
た
時

代
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
『
懐
風
藻
』
序
文
お
よ
び
収
載
作
品
か
ら
見
て
取
り
た
い
。
序
文
を
突
破
口
と
す
る
も
の
の
、『
懐
風

藻
』
編
纂
者
（
序
文
の
筆
者
）
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
彼
が
文
学
活
動
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
確
認
し

て
い
く
。
稿
者
自
身
は
当
時
の
漢
詩
制
作
を
〈
対
外
意
識
を
根
底
に
据
え
た
文
学
活
動
〉
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
て

序
文
お
よ
び
収
載
詩
を
見
渡
し
て
い
く
た
め
、
従
来
と
は
別
の
視
点
で
懐
風
藻
編
纂
の
意
図
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
。

従
来
の
研
究
で
は
『
懐
風
藻
』
序
文
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
稀
に
問
題
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
懐
風
藻
』
編
纂
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
序
文
の
内
容
か
ら
編
纂
者
を
探
ろ
う
と

す
る
方
向
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
導
き
出
さ
れ
た
の
は
、
序
文
が
近
江
朝
に
同
情
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
編
纂
者
は
天
智
天
皇
ゆ
か
り
の

人
物
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
序
文
は
、
文
学
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
天
智
朝
に
つ
い
て
、
全
体
の
三
分
の
一
を
そ
の
記
述
に
充
て
て
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賞
賛
し
て
い
る
。
序
文
が
天
智
朝
に
〈
理
想
の
治
世
〉
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
我
国
の
文

学
活
動
が
成
立
す
る
ま
で
の
展
開
を
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
を
絡
め
て
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

序
文
は
、
天
孫
降
臨
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
文
学
活
動
と
呼
べ
る
も
の
に
至
る
ま
で
の
展
開
を
述
べ
て
い
る
。

天
孫
が
日
向
に
降
臨
し
、
神
武
天
皇
が
東
征
し
て
橿
原
に
建
都
す
る
時
代
ま
で
は
「
人
文
未
だ
作お
こ

ら
ず
」
と
す
る
。
そ
の
後
、
神
功
皇

后
の
征
韓
と
応
神
天
皇
の
時
代
に
至
り
、
百
済
・
高
麗
（
狛
（
注
１
））
の
入
朝
に
よ
っ
て
漢
字
・
典
籍
が
伝
わ
り
、
つ
い
に
人
々
は
孔
子
の
学

問
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
漢
字
に
よ
る
学
問
と
思
想
を
受
け
て
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
な
る
と
礼
・
儀
に
沿
っ

て
制
度
を
定
め
る
が
、「
未
だ
篇
章
に
遑い
と
まあ
ら
ず
」
と
し
て
、
文
学
活
動
と
い
え
る
と
こ
ろ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
後
に
天

智
朝
の
文
治
政
治
の
記
述
が
続
く
。
天
智
朝
以
前
に
つ
い
て
は
、
天
皇
と
そ
の
時
代
の
特
筆
す
べ
き
〈
文
字
に
か
か
わ
る
事
象
〉
と
を

絡
め
て
列
挙
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
漢
字
の
使
用
、
文
章
表
記
、
典
籍
の
受
容
、
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
朝

鮮
半
島
と
の
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
序
文
の
筆
者
は
自
覚
し
て
い
る
。

当
然
、
そ
の
上
に
成
り
立
つ
文
学
活
動
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
そ
の
活
動
の
意
義
を
朝
鮮
半
島
と
唐
を
視
野
に
い
れ
て
理
解
し
て
い

た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
序
文
で
は
直
接
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、『
懐
風
藻
』
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
長
屋
王
邸
に
お
け
る
「
宴
新
羅

客
」
詩
を
多
く
収
載
し
た
こ
と
は
、
外
交
と
文
学
活
動
の
関
係
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
序

文
末
尾
に
編
纂
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
余
撰
此
文
意
者
、
為
将
不
忘
先
哲
遺
風

　（
余
が
此
の
文
を
撰
ぶ
意
は
、
将
に
先
哲
の
遺
風
を
忘
れ
ざ
ら
ん
が
為
な
り
）

古
き
理
想
の
時
代
の
先
賢
が
遺
し
た
作
品
の
散
逸
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
纏
め
た
と
述
べ
る
が
、
編
纂
者
が
拘

る
そ
の
「
先
哲
の
遺
風
」
と
は
、
単
な
る
〈
風
雅
〉
な
ど
で
は
な
く
、〈
先
人
の
遺
し
た
教
え
〉
に
ち
か
い
意
味
（「
風
」
は
、
お
し
え
・

な
ら
わ
し
）
で
あ
ろ
う
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
稿
者
に
は
当
時
の
漢
詩
制
作
の
背
後
に
み
え
る
〈
文
治
主
義
を
標
榜
し
た
外
交
政
策
〉

と
し
て
の
詩
宴
を
指
す
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
結
論
め
い
た
こ
と
を
先
に
言
え
ば
、
序
文
が
天
智
天
皇
の
こ
と
を
詳
細
に
説
く
の
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は
、
文
治
と
く
に
文
学
活
動
を
対
外
政
策
と
関
わ
ら
せ
た
時
代
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
朝
廷
に
お
け
る
文
学
活
動
は
文
治
主
義
を
対
外
的

に
示
す
こ
と
を
意
識
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
出
発
点
を
天
智
朝
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
懐
風
藻
序
文
が
天
智
朝
の
文
治
主
義
と
「
詩
宴
」
を
描
い
た
理
由

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
我
国
は
、
常
に
周
辺
国
に
気
を
配
ら
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
発
端
と

な
っ
た
の
は
白
村
江
の
敗
戦
で
あ
る
（
注
２
）。
朝
鮮
半
島
か
ら
兵
を
引
き
上
げ
て
畿
内
へ
戻
っ
た
天
智
天
皇
は
、
逆
に
唐
や
新
羅
か
ら
侵
略
さ

れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
北
部
九
州
の
軍
事
拠
点
の
防
備
を
固
め
近
江
へ
遷
都
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
税
収
と
兵
力
の
把
握
の
た
め
に
戸

籍
制
度
を
整
え
て
国
力
増
強
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
、
海
外
と
の
争
い
を
避
け
る
た
め
に
新
羅
と
の
外
交
を
再
開
し
、
遣
唐
使
を
派
遣
し
、

文
治
を
標
榜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
の
安
定
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
安
定
と
平
和
を
象
徴
す
る
の
が
、
序
文
の
い
う
「
宸

翰 

文
を
垂
れ
、
賢
臣 

頌
を
献
ず
」
の
君
臣
唱
和
の
詩
宴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
天
智
朝
の
姿
勢
が
奈
良
時
代
半
ば
の
人
々
の
意
識
に
残
っ
て
い
た
が
故
に
、『
懐
風
藻
』
編
纂
者
は
、
我
が
国
に
お
け
る
文
学
活

動
の
出
発
点
を
天
智
朝
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
稿
者
は
、
こ
の
時
代
の
詩
宴
を
政
治
の
安
定
と
文
化
水
準
の
高
さ
を
「
蕃
客
」
に
示
す

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
捉
え
て
い
る
。
懐
風
藻
序
文
が
全
体
の
三
分
の
一
に
も
及
ぶ
文
字
数
を
割
い
て
天
智
朝
の
文
治
政
策
の
成
果
を
強
調

す
る
の
は
、
こ
こ
に
文
学
活
動
の
意
義
と
理
想
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
序
文
は
天
智
即
位
後
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　�

淡
海
先
帝
の
命
を
受
く
る
に
至
り
及
ん
で
、
帝
業
を
恢
開
し
、
皇
猷
を
弘
闡
す
。
道
は
乾
坤
に
格い
た

り
、
功
は
宇
宙
に
光て

る
。
既
に

し
て
以
為
ひ
け
ら
く
、
風
を
調
へ
俗
を
化
す
に
は
、
文
よ
り
尚
き
は
莫
く
、
徳
を
潤
し
身
を
光て

ら
す
こ
と
は
、
孰い
づ
れか
学
よ
り
先
な

ら
む
と
。
爰
に
則
ち
庠
序
を
建
て
、
茂
才
を
徴
し
て
、
五
礼
を
定
め
、
百
度
を
興
す
。
憲
章
法
則
、
規
模
弘
遠
、
夐
古
よ
り
以
来
、

未
だ
有
ら
ざ
る
な
り
。
是
に
於
い
て
三
階
平
煥
、
四
海
殷
昌
、
旒
纊
無
為
、
巌
廊
暇
多
し
。
旋か
へ

っ
て
、
文
学
之
士
を
招
き
、
時
に
、

置
醴
の
遊
を
開
く
。
此
の
際
に
当
り
て
、
宸
翰
文
を
垂
れ
、
賢
臣
頌
を
献
ず
（
注
３
）。
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右
の
文
章
を
要
約
す
る
と
、「
天
智
天
皇
の
時
代
に
法
制
度
を
整
え
、
学
校
を
建
て
、
民
を
教
化
し
た
結
果
、
世
の
中
が
良
く
治
ま
っ

て
、
官
僚
は
何
も
す
る
こ
と
が
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
文
人
を
集
め
て
宴
会
を
開
い
て
漢
詩
を
詠
じ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
序
文

は
敢
え
て
白
村
江
の
敗
戦
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
し
か
し
、
風
を
調
へ
俗
を
化
す
に
は
「
文
」、
徳
を
潤
し
身
を
光
ら
す
に
は
「
学
」

と
考
え
て
学
校
を
建
て
て
人
材
を
集
め
育
成
し
て
、
制
度
を
整
え
た
の
は
白
村
江
の
敗
戦
後
の
対
策
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
そ
れ
に
よ
っ

て
国
政
が
安
定
し
平
和
が
訪
れ
て
文
治
主
義
を
標
榜
す
る
に
相
応
し
い
治
世
と
な
っ
た
と
序
文
の
筆
者
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
が
表
立
っ
て
広
め
ら
れ
た
の
は
、
壬
申
の
乱
か
ら
時
を
経
た
文
武
天
皇
か
ら
元
明
天
皇
の
時
代
に
か
け
て
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
大
海
皇
子
（
の
ち
の
天
武
）
と
天
智
天
皇
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
天
智
は
持
統
・
元
明
両
女
帝
の

父
で
あ
り
、
文
武
天
皇
に
は
祖
父
に
あ
た
る
か
ら
で
あ
る
。
本
格
的
に
神
話
が
整
備
さ
れ
は
じ
め
た
八
世
紀
初
頭
に
は
、
朝
鮮
半
島
と

の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
が
、
歴
史
的
記
述
は
「
朝
貢
」
の
語
を
意
図
的
に
用
い
る
。
こ
れ
と
平
行
し
て
、
朝
鮮
半
島
で
勝
利
し
た
神
功

皇
后
伝
説
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
逆
に
、
斉
明
・
天
智
が
半
島
政
策
に
失
敗
し
た
と
い
う
記
憶
は
薄
め
ら
れ
て
、
文
治
主
義
の
印

象
が
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
智
天
皇
の
治
世
か
ら
八
十
年
を
経
た
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
に
書
か
れ
た
懐
風
藻
序
文
の
記
述
が
文
飾
な
の
か
、
何
か
基
づ

く
文
献
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、「
旋
招
文
学
之
士
、
時
開
置
醴
之
遊
」
の
「
時
」
が
〈
し
ば
し
ば
〉
の
意
な
の

か
〈
あ
る
時
に
〉
な
の
か
と
い
う
解
釈
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
措
く
と
し
て
も
、
文
学
活
動
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
但
し
、
天
智
朝
の
作
品
で
『
懐
風
藻
』
に
残
る
の
は
大
友
皇
子
の
二
首
だ
け
で
あ
る
。
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
灰
燼
に
帰
し
た

と
い
う
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
活
動
は
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

天
智
朝
の
記
述
の
あ
と
は
大
津
皇
子
、
神
納
言
、
文
武
天
皇
、
藤
原
不
比
等
の
こ
と
が
彼
等
の
作
品
中
の
語
を
絡
め
て
列
挙
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、「
文
学
之
士
」
を
招
い
て
宴
を
開
い
た
天
智
朝
の
思
想
は
、「
天
智
天
皇
に
愛
さ
れ
」（
書
紀
）、「
幼
年
に
し
て
学
を
好
ん
だ
」

（
懐
風
藻
の
伝
）
と
さ
れ
る
大
津
皇
子
に
受
け
継
が
れ
て
、
次
の
文
武
天
皇
時
代
の
『
律
令
』
の
完
成
と
侍
宴
応
詔
詩
制
作
の
「
場
」
に

つ
な
が
っ
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
懐
風
藻
序
文
の
筆
者
の
意
識
と
し
て
は
不
比
等
あ
た
り
ま
で
が
文
学
史
上
の
区
切
り
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
が
近
代
と
い
う
認
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
過
去
の
文
学
活
動
の
思
想
を
受
け
継
い
で
、
長
屋
王
時
代
に
新
羅
使
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懐
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節
を
饗
応
す
る
詩
宴
が
開
か
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
長
屋
王
詩
宴
の
詩
を
多
く
収
載
し
な
が
ら
、
序
文
が
こ
れ
に
つ
い
て
全
く
触

れ
て
い
な
い
の
は
、
時
間
的
に
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
お
ら
ず
、
未
だ
「
滅
び
る
」
と
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
長
屋
王
邸

の
新
羅
使
宴
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
れ
が
対
外
的
な
こ
と
を
意
識
し
て
の
文
学
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。

冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
序
文
は
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
が
典
籍
や
孔
子
の
学
問
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
天
智
時
代

の
朝
廷
に
お
け
る
漢
詩
の
詠
作
が
、
文
治
主
義
の
成
果
が
生
ん
だ
国
内
政
治
の
安
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
序
文
の

筆
者
は
外
交
と
文
学
活
動
の
関
係
を
認
識
し
て
お
り
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
白
村
江
で
敗
れ
た
こ
と
が
、
わ
が
国
に
文
治
主
義
の
必
要

性
を
悟
ら
せ
、
外
交
の
席
上
に
お
け
る
文
学
活
動
の
有
効
性
を
知
ら
し
め
る
に
至
っ
た
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
無
用
な
争
い
を
避
け
る
べ
く
外
交
に
心
を
砕
い
た
の
は
、
戦
乱
と
唐
の
圧
力
に
翻
弄
さ
れ
続
け
た
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
新
羅
は
、
白
村
江
で
は
唐
と
組
ん
で
日
本
軍
と
戦
っ
た
が
、
唐
と
の
関
係
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
唐
は
屡
々
新
羅
や

高
句
麗
に
出
兵
し
て
圧
力
を
か
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
百
済
も
そ
れ
ゆ
え
滅
亡
し
た
。
新
羅
と
て
百
済
と
同
じ
運
命
を
辿
る
可
能
性

も
あ
っ
た
た
め
、
背
後
を
守
り
且
つ
亡
命
先
を
確
保
す
る
意
味
で
、
日
本
と
の
無
用
な
争
い
を
避
け
て
お
く
必
要
を
感
じ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
目
的
は
何
で
あ
れ
、
彼
等
は
国
使
と
し
て
や
っ
て
く
る
た
め
、
わ
が
国
と
し
て
は
相
応
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。
そ

の
外
交
の
「
場
」
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
が
漢
詩
文
だ
っ
た
。
文
化
水
準
の
高
さ
を
さ
り
げ
な
く
示
し
、
か
つ
意
思
の
疎
通
・
価

値
観
の
共
有
を
確
認
す
る
に
は
有
効
な
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
文
武
朝
以
降
の
朝
儀
と
新
羅
使

文
武
朝
に
な
る
と
新
羅
使
を
元
旦
の
朝
儀
に
参
列
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
威
儀
を
示
そ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
が
侍
宴

応
詔
詩
の
語
句
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
七
・
八
世
紀
の
詩
歌
を
考
え
る
際
に
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ら
が
〈
集
団
の
場
〉
で
詠

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
特
に
漢
詩
の
場
合
は
そ
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
（
注
４
）。〈
集
団
の

場
〉
の
作
に
は
、
同
席
者
全
員
が
詩
を
賦
す
場
合
と
、
代
表
者
が
皆
の
意
見
を
代
弁
し
て
詩
を
献
上
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
そ
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の
場
で
「
披
露
」
さ
れ
、
記
録
さ
れ
て
〈
後
代
に
残
さ
れ
る
〉
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
朝
廷
に
お
け
る
侍
宴
詩
応
詔
詩

が
そ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
屋
王
邸
で
新
羅
使
節
団
を
接
待
し
た
際
の
作
品
群
は
そ
の
目
的
が
詩
題
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

『
懐
風
藻
』
に
は
日
本
人
の
作
品
し
か
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
新
羅
使
宴
で
す
ら
、
主
役
の
新
羅

使
・
副
使
の
作
品
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。
す
る
と
、
そ
れ
以
外
の
詩
宴
等
に
新
羅
使
が
招
待
さ
れ
て
同
席
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
痕
跡
は
残
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
既
に
天
智
朝
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
れ

は
天
智
朝
に
限
っ
た
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
後
に
な
る
ほ
ど
機
会
は
増
え
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
文
武
朝
以
降

の
元
旦
朝
儀
の
記
述
と
侍
宴
応
詔
詩
の
語
句
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。

海
外
の
賓
客
が
都
で
開
か
れ
た
詩
宴
に
招
か
れ
て
も
、
そ
の
痕
跡
が
残
ら
な
い
と
考
え
た
と
き
に
、
外
交
の
窓
口
で
あ
る
大
宰
府
に

お
い
て
も
同
様
な
こ
と
は
有
り
得
る
。
後
で
も
述
べ
る
が
、
新
羅
使
節
団
が
大
宰
府
に
滞
在
す
る
期
間
は
決
し
て
短
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
防
衛
上
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
地
形
を
詳
細
に
調
べ
ら
れ
て
は
困
る
の
で
自
由
に
外
出
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
無
聊
を
慰
め
る
手
段
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
文
学
活
動
は
重
要
と
な
る
。
な
ら
ば
、
大
宰
の
帥
で
あ
る
大
伴
旅

人
の
漢
文
体
作
品
の
制
作
も
海
外
か
ら
の
賓
客
に
披
露
す
る
機
会
を
意
識
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
旅
人
は
都
に
い

る
吉
田
宜
（
注
５
）に
漢
文
体
の
作
品
を
手
紙
に
書
い
て
送
っ
て
い
る
。
学
識
高
く
漢
詩
文
に
造
詣
の
深
い
彼
に
批
評
を
乞
う
た
め
で
あ
る
。

白
村
江
の
後
、
し
ば
ら
く
し
て
新
羅
と
の
国
交
は
再
開
さ
れ
る
が
、
天
智
朝
の
新
羅
へ
の
対
応
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

『
日
本
書
紀
』
に
詳
し
い
記
述
は
存
在
し
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
組
み
合
わ
せ
て
参
照
す
れ
ば
、
見
当
が
付
く
部
分
も
あ
る
だ
ろ

う
。
懐
風
藻
序
文
が
記
す
理
想
的
な
天
智
朝
の
文
学
活
動
は
、
新
羅
か
ら
来
た
使
節
団
に
見
せ
て
こ
そ
意
味
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
お
、

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
、
新
羅
か
ら
の
「
進
調
」「
朝
貢
」
と
し
て
い
る
が
、
事
実
は
少
し
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

使
節
団
を
迎
え
る
儀
礼
の
様
式
や
段
取
り
は
時
代
と
共
に
整
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
文
武

天
皇
の
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
を
例
に
取
る
と
、
お
お
よ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
掴
め
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
代
に

は
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
と
同
三
年
に
も
新
羅
使
来
訪
の
記
述
が
あ
る
が
、
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
の
記
述
が
最
も
詳
細
で
あ
る
。
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『
懐
風
藻
』
序
文
と
長
屋
王
詩
宴
に
み
る
対
外
意
識

『
大
宝
律
令
』
の
完
成
と
と
も
に
外
交
に
関
す
る
制
度
も
整
え
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。『
続
日
本
紀
』
の
慶
雲
二
年
か
ら
翌

三
年
に
か
け
て
の
記
述
か
ら
新
羅
使
に
関
す
る
部
分
を
拾
い
出
し
た
の
が
左
記
で
あ
る
。

○
十
月
丙
子
（
三
十
日
）�

�

新
羅
貢
調
使
来
献
。

○
十
一
月
己
丑
（
十
三
日
）��

徴
発
諸
国
騎
兵
、
為
迎
新
羅
使
也
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

以
正
伍
位
上
紀
朝
臣
古
麻
呂
、
為
騎
兵
大
将
軍
。

○
十
二
月
癸
酉
（
二
十
七
日
）
新
羅
使
等
入
京
。

○
正
月
丙
子
朔
（
一
日
）��

�

天
皇
御
大
極
殿
、
受
朝
。
新
羅
使
等
在
列
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

朝
廷
儀
衛
、
有
異
於
常
。

○
一
月
己
卯
（
四
日
）��

�
�

新
羅
使
貢
調
。

○
一
月
壬
午
（
七
日
）��

�
�

饗
新
羅
使
等
于
朝
堂
、
奏
諸
方
楽
于
庭
。
叙
位
賜
禄
各
有
差
。

○
一
月
丁
亥
（
十
二
日
）��

�

新
羅
使
等
還
蕃
。
賜
其
王
勅
書
曰
…
（
内
容
省
略
）

内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
十
月
三
十
日
の
「
新
羅
の
貢
調
使
来
る
」
は
、
大
宰
府
か
ら
の
急
ぎ
の
知
ら
せ
が
到
着
し
た
こ
と
を
記
し

た
も
の
で
あ
る
。
知
ら
せ
が
都
に
届
い
た
の
が
十
月
三
十
日
で
あ
る
な
ら
、
博
多
湾
内
に
新
羅
使
船
が
到
着
し
た
の
は
、
十
月
半
ば
頃

で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
大
宰
府
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、
新
羅
使
を
迎
え
る
た
め
の
騎
兵
隊
を
組
織
す
べ
く
畿
内
の
諸
国
か
ら
騎
兵

を
徴
発
し
、
十
一
月
十
三
日
に
紀
朝
臣
古
麻
呂
を
そ
の
騎
兵
大
将
軍
に
任
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
四
十
四
日
後
の
十
二
月

二
十
七
日
に
新
羅
使
一
行
は
都
に
入
っ
て
い
る
。
献
上
品
等
の
荷
物
を
運
び
つ
つ
大
宰
府
か
ら
都
へ
上
る
際
の
所
用
日
数
と
し
て
、
公

式
令
の
規
程
の
「
三
十
日
」
を
目
安
に
し
て
逆
算
す
れ
ば
、
十
一
月
下
旬
頃
大
宰
府
を
出
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
の
一
ヶ
月

半
近
く
筑
つ
く
し
の
む
ろ
つ
み

紫
館
に
滞
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
注
６
）。
難
波
で
の
日
程
調
整
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
宰
府
滞
在
は
一
ヶ
月
は
下
ら
な
い

だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
騎
兵
隊
の
準
備
等
の
目
途
が
つ
き
、
ま
た
、
元
日
の
朝
儀
に
参
列
さ
せ
る
こ
と
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
大
宰
府

へ
一
行
上
京
の
日
程
を
指
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
年
の
十
二
月
は
二
十
九
日
ま
で
な
の
で
、
入
京
の
三
日
目
が
、
大
極
殿
で
行
わ
れ
る
元
日
の
朝
儀
で
あ
る
。
博
多
入
港
後
、
最

短
で
済
ま
せ
れ
ば
、
十
一
月
中
旬
に
「
貢
調
」
の
こ
と
は
終
了
し
て
し
ま
う
。
元
日
の
朝
儀
に
参
列
さ
せ
る
た
め
に
、
意
図
的
に
滞
在

日
程
を
引
き
延
ば
し
た
と
推
測
で
き
る
。「
朝
廷
の
儀
衛
、
常
に
異
な
る
こ
と
有
り
（
注
７
）」
と
い
う
点
に
は
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
月
四
日�

�

新
羅
使
貢
調
。

一
月
七
日�

�

新
羅
使
等
を
朝
堂
に
饗
宴
し
、
諸
方
の
楽
を
庭
に
奏
で
し
む
。

一
月
十
二
日�
新
羅
使
の
帰
国
に
際
し
て
、
新
羅
王
に
勅
書
を
賜
う
。

新
羅
使
一
行
の
都
に
お
け
る
日
程
は
「
朝
貢
」、「
饗
宴
」、「
賜
勅
書
」
の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
日
を
お
か
ず
に
行
わ

れ
て
い
る
。
饗
宴
時
の
諸
方
の
楽
と
は
唐
楽
、
高
麗
楽
（
朝
鮮
半
島
諸
国
の
音
楽
の
総
称
）
を
い
う
。
外
国
の
音
楽
も
演
奏
さ
せ
て
文

化
水
準
の
高
さ
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
五
日
後
、
勅
書
を
賜
っ
て
帰
国
の
途
に
つ
く
。
都
に
お
け
る
滞
在
は
半
月
程
で
あ
る
。
一

月
中
旬
に
都
を
出
発
し
た
と
し
て
も
博
多
に
到
着
し
て
か
ら
、
休
息
と
船
出
の
準
備
に
も
日
数
を
要
す
る
。
船
出
を
す
る
の
は
、
三
月

頃
で
あ
る
。

さ
て
、
文
武
朝
の
例
に
倣
っ
て
行
わ
れ
た
の
が
、
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
の
新
羅
使
節
団
へ
の
対
応
で
あ
る
。

○
十
一
月
乙
未
（
十
一
日
）��

新
羅
国
朝
貢
。
差
発
畿
内
七
道
騎
兵
合
九
百
九
十
、
為
擬
入
朝
儀
衛
也
。

○
十
一
月
己
亥
（
十
五
日
）��

遣
使
迎
新
羅
使
於
筑
紫
。

○
十
二
月
己
卯
（
二
十
六
日
）�

新
羅
使
入
京
。
率
騎
兵
一
百
七
十
、
迎
於
三
橋
。

○
正
月
甲
申
　
朔�

�
�
�
�

天
皇
御
大
極
殿
受
朝
、
皇
太
子
始
加
礼
服
拝
朝
。

○
一
月
己
亥
（
十
六
日
）��

�

宴
百
寮
主
典
以
上
并
新
羅
使
。

○
一
月
庚
子
（
十
七
日
）��

�

賜
大
射
于
南
闈
、
新
羅
使
亦
在
射
列
。

○
三
月
甲
辰
（
二
十
三
日
）��

還
蕃
、
勅
大
宰
府
賜
綿
五
千
四
百
五
十
斤
、
船
一
艘
。

こ
の
年
に
は
諸
国
か
ら
集
め
た
騎
兵
の
人
数
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
元
旦
の
朝
儀
に
新
羅
使
節
も
参
列
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
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『
懐
風
藻
』
序
文
と
長
屋
王
詩
宴
に
み
る
対
外
意
識

人
数
を
増
や
し
た
か
ら
で
あ
る
。
慶
雲
二
年
の
「
朝
廷
儀
衛
、
有
異
於
常
」
の
措
置
に
倣
っ
た
た
め
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
和
銅
七
年

の
騎
兵
の
人
数
が
慶
雲
の
例
に
準
じ
た
も
の
な
の
か
、〈
皇
太
子
が
初
め
て
朝
儀
に
姿
を
出
す
〉
た
め
、
特
に
厳
か
に
し
た
の
か
は
定
か

で
は
な
い
。

右
の
例
に
よ
っ
て
、
新
羅
使
一
行
が
往
路
に
お
い
て
も
復
路
に
お
い
て
も
、
大
宰
府
（
筑
紫
館
）
に
滞
在
す
る
期
間
が
長
い
こ
と
は

確
認
で
き
た
。
大
伴
旅
人
が
大
宰
府
に
お
い
て
漢
文
体
の
作
品
を
作
り
、
敢
え
て
依
拠
し
た
作
品
を
想
定
で
き
る
よ
う
工
夫
し
た
（「
遊

松
浦
河
序
」
―
『
遊
仙
窟
』、「
梅
花
歌
三
十
二
首
序
」
―
「
蘭
亭
集
序
」
な
ど
）
理
由
も
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
憶
良
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
羅
使
が
滞
在
す
る
一
ヶ
月
前
後
の
期
間
の
積
み
重
ね
が
筑
紫
の
文
学
活
動
（
あ
え
て
筑
紫
歌
壇
と

は
言
わ
な
い
）
の
あ
り
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
不
比
等
の
「
元
日
応
詔
」
詩
と
大
伴
旅
人
の
「
初
春
侍
宴
」
詩

長
屋
王
邸
で
新
羅
使
接
待
の
た
め
の
詩
宴
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
か
ら
新
羅
使
等
は
朝
儀
に
参
列
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を

意
識
し
た
表
現
と
し
て
、〈
元
旦
の
朝
儀
〉
の
際
の
藤
原
不
比
等
の
詩
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
元
日
応
詔

正
朝
観
万
国
　
　
元
日
臨
兆
民�

�

正
朝
に
万
国
を
観み

、
元
日
に
兆
民
に
臨
む

斉
政
敷
玄
造
　
　
撫
機
御
紫
宸�

�

政
を
斉と
と
のへ
て
玄
造
を
敷
き
、
機
を
撫
し
て
紫
宸
に
御
す

年
華
已
非
故
　
　
淑
気
亦
惟
新�

�

年
華
已
に
し
て
故
に
は
非
ず
、
淑
気
も
亦
た
惟
れ
新
な
り

新
雲
秀
五
彩
　
　
麗
景
耀
三
春�

�

新
雲
は
五
彩
に
秀
で
、
麗
景
は
三
春
に
耀
く

済
済
周
行
士
　
　
穆
穆
我
朝
人�

�

済
済
た
り
周
行
の
士
、
穆
穆
た
り
我
朝
の
人

感
徳
遊
天
沢
　
　
飲
和
惟
聖
塵�

�

徳
に
感
じ
て
天
沢
に
遊
び
、
和
を
飲
ん
で
聖
塵
を
惟お
も

う
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右
の
詩
は
、
元
日
の
朝
儀
の
様
子
を
詠
う
も
の
で
、
詩
題
に
あ
る
如
く
天
皇
の
詔
を
受
け
て
の
作
で
あ
る
が
、『
懐
風
藻
』
中
に
同
時
期

と
思
わ
れ
る
同
題
の
詩
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
臣
下
を
代
表
す
る
か
た
ち
で
献
じ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
文
武
朝
で

あ
れ
ば
、
石
上
麻
呂
が
不
比
等
よ
り
も
上
席
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
詩
を
一
首
も
残
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
藤
原
不
比
等
は
『
懐

風
藻
』
に
五
首
も
の
詩
が
採
ら
れ
る
ほ
ど
の
詩
才
を
も
つ
。
ま
た
、『
律
令
』
撰
定
の
功
臣
で
あ
り
、
皇
位
継
承
者
と
目
さ
れ
る
首
皇
子

（
の
ち
の
聖
武
）
の
外
祖
父
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
臣
下
の
代
表
と
し
て
詩
を
賦
し
て
献
上
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
臣
下
を

代
表
す
る
か
た
ち
で
元
日
の
祝
意
と
朝
儀
の
荘
厳
さ
を
讃
美
す
る
詩
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
場
で
読
み
上
げ
る
な
ど
し
て
披
露
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
不
比
等
の
元
日
応
詔
詩
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
第
一
句
に
「
万
国

4

4

」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
仄
字
の
組
み
合
わ
せ

で
も
、
国
内
の
諸
地
域
を
指
す
場
合
に
は
「
海
内
」「
国
域
」
も
し
く
は
「
国
内
」（
く
ぬ
ち
）
と
す
る
だ
ろ
う
。
対
と
な
る
第
二
句
の

「
兆
民
」
は
〈
多
く
の
民
〉
の
意
と
同
時
に
〈
域
内
の
民
〉
の
意
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、「
万
国
」
は
海
外
（
半
島
）
の
諸
国
を
示
し

て
い
る
と
み
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
『
律
令
』
に
い
う
「
蕃
」
を
意
識
し
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
九
句
・
十
句
の
「
周
行
士
」

「
我
朝
人
」
の
対
句
に
つ
い
て
も
、
前
者
が
後
者
の
言
い
換
え
と
い
う
よ
り
も
、
初
句
と
の
か
か
わ
り
か
ら
み
て
も
並
列
で
あ
り
、
海
外

の
賓
客
を
指
す
と
考
え
た
い
。

此
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
期
を
確
認
し
て
お
く
と
、
文
武
天
皇
即
位
（
六
九
七
年
八
月
）
以
降
、
不
比
等
が
没
し
た
養
老
四
年
（
七
二

〇
）
の
間
で
あ
る
。
こ
の
間
に
『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
「
元
日
受
朝
」
の
記
述
が
あ
っ
て
元
日
朝
儀
が
行
わ
れ
た
と
確
認
で
き
る
の

は
そ
の
半
数
ほ
ど
で
あ
る
。
更
に
そ
の
半
数
に
お
い
て
、
其
処
に
新
羅
な
ど
の
外
国
の
使
節
が
参
列
し
て
い
る
可
能
性
（
そ
の
時
期
に

新
羅
使
が
都
に
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
長
屋
王
に
「
元
日
宴
応
詔
」
と
題
す
る
詩
は
あ
る
が
、「
宴
」
と

あ
る
た
め
、
元
日
の
朝
儀
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
終
了
後
の
宴
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
長
屋
王
が
成
人
し
て
位
を
授
か
っ
た
（
無
位

か
ら
正
四
位
上
に
）
の
は
慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
齢
的
に
み
て
も
後
の
聖
武
朝
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
内
容
も
雰
囲
気
も
不
比
等
の
も
の
と
は
異
な
る
。
長
屋
王
詩
に
は
外
国
人
の
存
在
を
意
味
す
る
語
句
は
見
ら
れ
ず
、
庭
の
風

景
や
楽
曲
の
こ
と
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
の
び
や
か
に
寛
い
だ
印
象
で
あ
る
。
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『
懐
風
藻
』
序
文
と
長
屋
王
詩
宴
に
み
る
対
外
意
識

さ
ら
に
も
う
一
首
、
不
比
等
の
「
元
日
応
詔
」
詩
と
同
様
に
外
国
の
賓
客
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し

て
、
大
伴
旅
人
の
侍
宴
詩
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

�
�
�

初
春
侍
宴
　
　
　
　
　
大
伴
旅
人

寛
政
情
既
遠
　
迪
古
道
惟
新
　
　
寛
政
の
情
は
既
に
遠
く
　
迪
古
の
道
は
惟た
だ

新
し

穆
穆
四
門
客
　
済
済
三
徳
人
　
　
穆
穆
た
る
四
門
の
客
　
済
済
た
る
三
徳
の
人

梅
雪
乱
残
岸
　
煙
霞
接
早
春
　
　
梅
雪
は
残
岸
に
乱
れ
　
煙
霞
は
早
春
に
接
す

共
遊
聖
主
沢
　
同
賀
撃
壌
仁
　
　
共
に
遊
ぶ
聖
主
の
沢
　
同
に
賀
す
撃
壌
の
仁

詩
題
に
「
初
春
侍
宴
」
と
あ
る
か
ら
、
元
旦
以
外
の
日
（
節
会
で
あ
れ
ば
七
日
か
十
六
日
）
に
宴
を
賜
っ
た
際
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
制
作
年
は
不
明
で
あ
る
。
大
伴
旅
人
は
天
平
二
年
十
二
月
に
大
宰
府
を
発
っ
て
都
へ
戻
っ
た
翌
年
に
は
没
し
て
い
る
の
で
、

当
該
詩
は
神
亀
年
間
に
大
宰
府
へ
赴
任
す
る
以
前
の
作
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
元
明
・
元
正
両
女
帝
の
時
代
に
は
応
詔
詩
や
侍
宴
詩
は

殆
ど
作
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
稿
者
の
従
来
か
ら
の
主
張
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
伴
旅
人
の
当
該
詩
も
藤
原
不
比
等
の
詩

と
同
様
に
文
武
天
皇
の
慶
雲
年
間
ま
で
に
作
ら
れ
た
と
み
て
お
き
た
い
。
聖
武
天
皇
の
即
位
前
後
の
可
能
性
も
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
詩
で
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
三
句
に
「
穆
穆
四
門
客
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
客
」
と
は
、
本
来
居

る
べ
き
所
に
い
な
い
者
を
指
す
語
で
あ
る
。
旅
行
く
人
や
遠
方
に
赴
任
し
て
い
る
人
物
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
朝
儀
に
際
し
て
整
列

す
る
自
国
の
官
僚
た
ち
を
「
客
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
此
の
語
は
当
然
、
新
羅
使
節
団
や
亡
命
し
て
き
た
百
済
人
を
さ
す
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
第
七
句
に
「
共
」、
第
八
句
に
「
同
」
の
文
字
が
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

五
、
長
屋
王
邸
に
お
け
る
詩
宴
と
新
羅
客
の
接
待

冒
頭
で
も
の
べ
た
よ
う
に
文
学
活
動
は
国
の
安
定
と
繁
栄
を
示
す
外
交
政
策
の
一
環
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
最
も
わ
か
り
や
す
い
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例
が
、
長
屋
王
邸
で
行
わ
れ
た
「
宴
新
羅
客
」
詩
で
あ
る
。
新
羅
使
節
団
が
帰
国
す
る
為
に
平
城
京
を
離
れ
る
際
に
、
彼
等
を
送
別
す

る
宴
を
長
屋
王
邸
で
開
い
た
こ
と
が
『
懐
風
藻
』
詩
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
送
別
と
い
っ
て
も
、
彼
等
が
都
に
長
く
滞
在
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
先
に
引
用
し
た
慶
雲
年
間
の
例
で
は
、
十
二
月
二
十
七
日
に
入
京
し
、
元
日
の
朝
儀
を
挟
ん
で
一
月
十
二
日
に
帰
国
に
あ
た
っ

て
勅
書
を
賜
っ
て
い
る
。
遣
唐
使
・
遣
新
羅
使
は
通
常
、「
辞
見
」
か
ら
一
両
日
中
に
出
発
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
も
、
新
羅
使
節

一
行
の
都
滞
在
は
半
月
程
度
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
吉
田
宜
の
７
９
詩
の
よ
う
に
接
待
の
宴
で
あ
っ
て
も
「
別
れ
」
を
意
識
し
た
表

現
「
未
尽
新
知
趣
、
還
作
飛
乖
愁
」（
未
だ
新
知
の
趣
を
尽
く
さ
ざ
る
に
、
還
り
て
作な

す
飛
乖
の
愁
）
と
な
る
。
日
程
に
よ
っ
て
は
歓
迎

の
宴
が
送
別
も
兼
ね
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。

本
来
は
、
朝
堂
院
な
ど
大
内
裏
の
区
域
内
の
ど
こ
か
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
隠
者
の
住
ま
い
を
思
わ
せ
る
造
り
を
も
つ

長
屋
王
邸
が
佐
保
に
完
成
し
、
そ
こ
を
会
場
と
す
る
詩
宴
が
し
ば
し
ば
開
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
巻
八
に
は
元
正
上
皇

と
聖
武
天
皇
が
行
幸
時
に
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。

は
だ
す
す
き
　
尾
花
逆さ
か

葺ふ

き
　
黒
木
も
ち
　
造
れ
る
室む
ろ

は
　
萬
代
ま
で
に
（
巻
八
・
一
六
三
七
）

青
丹に

よ
し
　
奈
良
の
山
な
る
　
黒
木
も
ち
　
造
れ
る
室
は
　
坐ま

せ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（ 

〃 

・
一
六
三
八
）

こ
の
歌
の
左
注
に
は
「
右
、
聞
之
御
―
在
左
大
臣
長
屋
王
佐
保
宅
一
肆
宴 

御
製
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
懐
風
藻
』
に
も
長
屋
王
邸
を
隠
者

の
居
と
し
て
表
現
し
た
も
の
と
し
て
藤
原
宇
合
の
「
秋
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
」
詩
が
あ
る
。
唐
の
皇
族
の
別
荘
に
似
せ
た
と
お
ぼ
し

き
長
屋
王
邸
で
新
羅
使
節
団
を
接
待
す
る
こ
と
が
慣
例
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
長
屋
王
邸
で
新
羅
使
節
を
饗
宴
す
る
よ
う
な
機
会
に
詠
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
詩
題
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る

も
の
は
『
懐
風
藻
』
中
に
十
首
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
単
純
に
詩
題
に
よ
っ
て
作
品
を
分
け
る
と
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
数
字
は
岩

波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
作
品
番
号
で
あ
る
。

　
Ａ
「
初
秋
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」
…
６
２

二
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『
懐
風
藻
』
序
文
と
長
屋
王
詩
宴
に
み
る
対
外
意
識

　
Ｂ
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」
…
５
２
、
６
０
、
６
３
、
６
５
、
７
１
、
７
７
、
７
９
、
８
６

　
Ｃ
「
於
宝
宅
宴
新
羅
客
」
…
６
８

Ａ
は
「
初
秋
」
と
あ
る
た
め
、「
秋
日
」
と
は
別
の
機
会
に
作
ら
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
秋
日
」
と
あ
る
Ｂ
グ
ル
ー
プ

八
首
の
う
ち
、
５
２
番
詩
を
除
く
七
首
は
全
て
〈
探
韻
〉
に
よ
る
も
の
で
、
各
自
が
探
り
得
た
文
字
が
注
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

探
韻
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
な
い
５
２
番
詩
に
つ
い
て
は
、
そ
の
部
分
の
注
記
が
脱
落
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
の
だ
が
、

詩
題
の
「
初
秋
」
と
「
秋
日
」
の
違
い
は
脱
字
や
誤
写
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
八
首
も
全
て
が
同
一
機
会
に
賦
さ
れ
た
も
の
か
否
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
□
で
囲
ん
だ
５
２
番
詩
（
山
田
三
方
）

と
６
５
番
詩
（
下
毛
野
虫
麻
呂
）
の
二
首
に
は
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
に
在
席
で
き
な
か
っ
た
人
・
後
世
の
人

の
た
め
に
序
文
を
付
し
て
詠
作
時
の
経
緯
を
述
べ
る
の
が
基
本
的
な
在
り
方
で
、
八
世
紀
初
頭
に
伝
来
し
て
わ
が
国
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
王
羲
之
の
「
蘭
亭
集
序
」
に
も
「
後
之
覧
者
、
亦
将
有
感
於
斯
文
」（
後
の
覧
む
者
も
将
に
斯
の
文
に
感
ず
る
こ
と
有
ら
む
）
と
あ

る
。
集
団
の
場
で
詩
を
賦
す
際
の
序
文
は
、
個
別
の
作
品
に
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
の
冒
頭
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
人
々
が
集
っ

て
詩
を
賦
す
際
に
は
、
必
ず
「
序
文
」
を
付
し
て
、
そ
の
会
が
開
か
れ
た
経
緯
を
記
す
。
ま
た
、
当
日
の
気
候
、
集
ま
り
の
賑
や
か
さ
、

風
景
等
を
四
六
駢
儷
体
で
綴
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
詩
全
て
が
そ
の
序
文
の
下
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
度

の
詩
会
に
序
文
は
一
つ
で
あ
る
。
序
文
の
担
当
者
は
参
加
者
中
の
年
長
者
も
し
く
は
最
も
文
章
表
現
力
の
優
れ
た
者
が
あ
た
り
、
皆
の

意
見
を
代
弁
す
る
か
た
ち
で
書
く
。
し
た
が
っ
て
、
探
韻
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
と
も
、
序
文
を
持
つ
５
２
番
詩
と
６
５
番
詩
の
二

首
は
別
の
機
会
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
井
実
充
史
が
序
文
が
二
つ
あ
る
以
上
、
二

度
行
わ
れ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
８
）。
し
か
も
、
５
２
番
詩
に
は
探
韻
の
注
記
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
別
の
機
会
の
作
と
捉
え
ざ
る

を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
Ｂ
の
「
秋
日
」
の
題
を
も
つ
作
品
群
に
は
二
度
以
上
の
作
品
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
Ｃ
は
長
屋
王
自
身
が
詠
作
し
た
も
の
で
、
会
場
と
さ
れ
た
彼
の
邸
宅
が
佐
保
に
あ
り
、
漢
風
の
好
字
で
「
作
宝
」
と
表
記
し

た
こ
と
に
よ
る
。「
宝
宅
」「
作
宝
楼
」
の
語
が
懐
風
藻
詩
に
散
見
さ
れ
る
。
Ｃ
の
６
８
番
詩
に
は
探
韻
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
Ｂ
の
グ
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ル
ー
プ
の
何
首
か
と
同
一
機
会
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
但
し
、
こ
の
長
屋
王
詩
に
は
「
菊
浦
落
霞
鮮
」
の
句
が
あ

り
、
晩
秋
の
重
陽
前
後
の
作
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
日
の
た
め
に
特
別
に
菊
を
植
え
込
ん
だ
か
大
瓶
に
活
け
て
庭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
無
論
、「
晩
秋
」
は
「
秋
日
」
に
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
題
に
「
秋
日
」
を
も
つ
Ｂ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
８
首
の
う
ち
７
１
番
詩
に

「
菊
酒
」
の
語
が
有
る
だ
け
で
、
他
の
七
作
品
に
は
全
く
「
菊
」
も
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
語
句
も
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
前
掲
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
は
含
ま
れ
な
い
備
前
守
田
中
朝
臣
浄
足
の
６
６
「
晩
秋
於
長
王
宅
宴
」
詩
は
、
詩
題
に
「
新
羅
客
」
は
み
え

な
い
も
の
の
、
詩
中
に
「
巌
前
菊
気
芳
、
君
侯
愛
客
日
」（
巌
前
に
菊
気
芳
し
、
君
侯
客
を
愛
す
日
」）
の
表
現
が
あ
る
。「
客
」
は
海
外

の
賓
客
を
さ
す
語
で
あ
る
。
敢
え
て
他
の
作
品
が
表
現
し
な
い
「
菊
」
を
詠
む
の
は
当
該
詩
が
九
月
九
日
の
重
陽
前
後
で
あ
る
可
能
性

を
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。（
九
月
九
日
は
天
武
天
皇
の
忌
日
で
あ
る
た
め
、
当
日
は
公
的
な
場
で
は
宴
を
開
く
こ
と
は
な
い
）
ま
た
、
Ｂ

で
唯
一
「
菊
」
を
詠
む
７
１
番
詩
の
「
客
」
の
字
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
田
中
朝
臣
浄
足
の

６
６
が
Ｃ
の
長
屋
王
詩
と
同
じ
機
会
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。
Ｃ
の
長
屋
王
詩
が
晩
秋
（
九
月
）
の
作
な

ら
ば
、
７
１
番
を
除
く
Ｂ
グ
ル
ー
プ
と
は
別
の
機
会
に
作
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
長
屋
王
邸
で
開
か
れ
た

新
羅
使
宴
が
複
数
回
に
及
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

稿
者
は
、
か
つ
て
懐
風
藻
中
の
応
詔
詩
の
多
く
が
同
一
の
文
字
を
押
韻
文
字
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
注
９
）。

そ
の
際
に
は
、〈
天
皇
を
讃
美
す
る
「
場
」
の
統
一
感
〉
も
し
く
は
〈
参
加
者
の
一
体
感
〉
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
る
考
え
た
。
現
存
す

る
初
唐
の
用
例
を
幾
つ
か
挙
げ
て
、
遣
唐
使
や
留
学
生
が
見
聞
し
て
き
た
こ
と
を
参
考
に
し
た
と
述
べ
た
。
初
唐
の
「
安
楽
公
主
移
入

新
宅
侍
宴
応
制
同
用
開
字
」
で
「
開
」
字
を
使
用
し
て
詩
を
詠
ん
だ
例
を
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
、
初
唐
の
手
法
を
参
考
に
し
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
注
意
が
及
ば
な
か
っ
た
。
わ
が
国
で
そ
れ
に
倣
う
理
由
は
〈
海
外
を
意
識
し
た
が
故
に
、
最
新
の
手
法
を
試
み
た
〉

以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。「
場
」
の
一
体
感
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
海
外
に
向
か
っ
て
（
特
に
新
羅
に
対
し
て
）
わ
が
国
の
文
化
水
準
の

高
さ
を
誇
示
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
藤
原
不
比
等
の
「
元
日
応
詔
」
詩
や
大
伴
旅
人
の
「
初
春
侍
宴
」
詩
に
海

外
の
賓
客
の
存
在
が
読
み
取
れ
る
な
ら
ば
、
他
の
侍
宴
応
詔
詩
の
中
に
も
、
実
際
に
新
羅
か
ら
の
使
節
団
も
そ
の
席
に
い
た
が
故
に
最

新
の
手
法
を
用
い
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
、〈
探
韻
〉
も
同
じ
で
あ
る
。
対
等
な
立
場
で
交
流
す
る
た
め
に
は
、
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懐
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藻
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相
手
国
と
同
等
或
い
は
そ
れ
以
上
の
水
準
に
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
が
長
屋
王
邸
の
詩
宴
で
あ
る
。〈
探
韻
〉
で
は
予
め
詩
を
作
っ
て
お
く
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
そ
の
場
で
押
韻
文
字
を
決
め
ら
れ
た

と
し
て
も
対
応
出
来
る
だ
け
の
高
水
準
（
漢
詩
を
自
在
に
扱
え
る
）
で
あ
る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
懐
風
藻
全
体
の
作
品
数
が
百
二
十
首
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
新
羅
使
接
待
（
送
別
）
宴
の
作
が
十
首
に
も
及
ぶ
こ

と
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
長
屋
王
邸
で
開
か
れ
た
回
数
が
多
か
っ
た
こ
と
も
理
由
で
あ
ろ

う
が
、
懐
風
藻
編
纂
者
が
文
学
活
動
を
〈
外
交
の
一
環
〉
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
詩
宴
の
主
目
的
が
新
羅
使
接
待
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
詩
題
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
が
、
別
の
目
的
で
開
催
さ
れ
た
宴

に
新
羅
使
が
招
待
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
詩
題
に
「
新
羅
客
」
の
語
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、「
七
夕
」
や
「
釈
奠
」
な
ど
で

あ
る
。
七
夕
の
詩
を
賦
す
機
会
は
そ
う
多
く
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る）
（注

（
注

。
そ
の
七
夕
詩
会
の
開
催
の
必
然
性
を
、
海
外
の
使
節
団
の
接
待

と
絡
め
て
想
定
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

六
、
海
外
を
意
識
し
た
文
学
活
動
と
淡
海
三
船
の
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』

新
元
号
「
令
和
」
の
典
拠
と
な
っ
た
「
梅
花
歌
三
十
二
首
并
序
」
に
つ
い
て
些
か
触
れ
て
お
き
た
い
。
大
伴
旅
人
が
此
の
序
文
を
書

い
た
理
由
も
賓
客
と
の
交
流
を
意
識
し
て
い
た
た
め
と
み
て
お
き
た
い
。
む
ろ
ん
、
和
歌
と
は
切
り
離
し
て
示
す
の
で
あ
る
。「
初
春
令

月
、
気
淑
風
和
」
に
は
、〈
穏
や
か
な
季
節
〉
だ
け
で
は
な
く
、
旅
人
が
感
じ
て
い
た
此
の
時
代
の
〈
空
気
〉
も
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
時
期
は
諸
外
国
と
の
関
係
も
安
定
し
て
い
た
し
、
旅
人
に
と
っ
て
重
要
課
題
で
あ
っ
た
隼
人
対
策
に
も
問
題
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

既
に
見
た
と
お
り
、
大
宰
府
か
ら
の
報
告
が
都
に
届
い
て
か
ら
迎
え
の
使
者
を
筑
紫
に
遣
わ
し
て
い
る
た
め
、
新
羅
使
節
団
は
お
よ

そ
一
ヶ
月
を
筑
紫
館
で
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。
帰
国
時
に
も
出
航
の
準
備
や
天
候
の
状
況
で
日
数
が
か
か
る
た
め
、
往
路
、
復
路
と

も
に
、
使
節
団
は
か
な
り
の
日
数
を
筑
紫
館
に
滞
在
し
て
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
の
無
聊
を
慰
め
る
の
も
帥
や
大
弐
の
役
割
で



16

あ
る
。
大
宰
府
の
客
殿
に
招
く
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
大
宰
の
帥
が
挨
拶
に
出
向
く
こ
と
は
あ
っ
た
ろ
う
。
大
宰
府
と
筑
紫
館
を
結

ぶ
大
路
は
そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。「
職
員
令
」
の
大
宰
帥
の
職
掌
の
中
に
は
「
蕃
客
や
饗
宴
」
の
こ
と
も
み
え
る
。
筑
紫
に
お
い
て

も
、
縮
小
さ
れ
た
か
た
ち
の
挨
拶
や
慰
労
の
饗
宴
の
事
な
ど
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
賓
客
を
接
待
す
る
に
際
し
て
は
、
詩
の
応

酬
や
文
学
談
義
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
筑
紫
館
に
滞
在
す
る
の
は
新
羅
ば
か
り
で
は
な
い
。
我
国
が
遣
唐
使
を
派
遣
す
れ
ば
、
そ

の
帰
国
と
共
に
答
礼
の
使
節
団
が
送
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
等
の
見
聞
が
そ
の
ま
ま
、
わ
が
国
の
評
価
へ
と
つ
な
が
る
の
で

疎
か
に
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
多
少
の
背
伸
び
を
し
て
み
せ
る
必
要
さ
え
あ
っ
た
ろ
う
。
懐
風
藻
序
文
が
天
智
朝
の
国
内
政
治
の
安

定
の
結
果
と
し
て
強
調
す
る
盛
ん
な
詩
宴
は
、
国
外
の
視
線
を
意
識
し
て
の
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
こ
ち
ら
の
思
惑
は
と
も
か
く
、
唐

お
よ
び
唐
か
ら
冊
封
を
受
け
て
い
た
朝
鮮
半
島
の
国
々
か
ら
も
、
わ
が
国
は
文
化
の
中
心
か
ら
最
も
隔
た
っ
た
辺
境
で
あ
っ
て
〈
格
下
〉

の
国
と
認
識
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
故
の
苦
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
東
ア
ジ
ア
は
、
唐
を
中
心
と
し
た
漢
字
文
化
圏
で
、
外
交
の
為
の
共
通
語
は
漢
語
。
意
思
の
疎
通
は
漢
語
漢
文
（
古
い
時
代

の
中
国
語
）
で
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
一
時
期
は
毎
年
の
よ
う
に
使
節
団
が
往
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
の

官
僚
等
の
視
線
は
常
に
外
国
（
と
言
っ
て
も
漢
字
文
化
圏
限
定
）
に
も
向
け
ら
れ
て
お
り
、
直
接
関
わ
ら
な
い
部
署
の
官
僚
も
そ
の
こ

と
は
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
の
共
通
言
語
で
あ
っ
た
漢
語
は
「
大
学
寮
」（
朝
廷
の
官
吏
養
成
機
関
）
で
ネ
イ
テ
ィ
ブ

の
音
博
士
が
教
え
て
い
た
。
外
交
に
携
わ
る
官
吏
に
は
漢
語
運
用
能
力
と
そ
の
基
盤
と
な
る
漢
文
学
の
教
養
も
必
須
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
遣
唐
使
や
遣
新
羅
使
と
し
て
渡
航
す
る
も
の
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
直
接
の
雑
務
を
担
当
す
る
玄
蕃
寮
の
官
僚
だ
け
で
な
く
、

あ
る
程
度
の
身
分
地
位
に
あ
る
者
な
ら
ば
饗
応
の
場
に
か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
な
り
の
頻
度
で
外
交
使

節
団
は
訪
れ
て
お
り
、
慶
雲
年
間
の
よ
う
に
大
規
模
で
な
く
と
も
、
必
ず
饗
宴
の
場
は
設
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
に
漢
詩
を

賦
す
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
挨
拶
の
詩
を
贈
る
事
も
あ
っ
た
ろ
う
。
現
在
、
そ
の
こ
と
が
明
か
な
作
品
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、

長
屋
王
邸
に
お
け
る
「
新
羅
使
宴
」
十
首
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
全
て
が
同
一
機
会
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
長
屋
王
邸
に
お
け

る
新
羅
使
接
待
の
詩
宴
が
複
数
回
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
既
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
官
僚
貴
族
の

文
学
活
動
の
中
心
は
漢
詩
制
作
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
を
海
外
使
節
団
と
の
交
流
に
役
立
て
て
い
た
こ
と
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に
改
め
て
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
宰
府
へ
下
向
し
て
か
ら
の
大
伴
旅
人
は
、
大
宰
府
の
統
括
者
と
し
て
海
外
使
節
団
と
の
交
流
を
主
催
す
る
立
場
に
あ

る
。
ま
た
、
任
が
果
て
て
都
に
戻
っ
て
か
ら
も
文
化
交
流
の
場
に
加
わ
る
べ
き
地
位
に
在
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
梅
花
の
序
文
は
此

の
日
の
参
加
者
に
提
示
す
る
だ
け
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
都
の
知
識
人
や
海
外
使
節
団
に
も
機
会
が
あ
れ
ば
披
露
す
る
つ
も
り
で

書
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
大
伴
旅
人
は
文
武
天
皇
が
即
位
し
て
以
降
、
都
に
お
い
て
何
度
か
海
外
の
賓
客
と
宴
で
同
席
す
る
経
験

を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
大
宰
府
下
向
後
、
意
識
的
に
漢
文
体
の
作
品
を
作
る
こ
と
へ
と
駆
り
立
て
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
故
、〈
梅
花
の
宴
〉
の
序
文
を
新
羅
か
ら
の
使
者
等
に
も
見
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
書
い
た
と
稿
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
実

際
に
彼
は
先
ず
、
都
に
い
る
吉
田
宜
宛
て
の
手
紙
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
書
い
て
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歳
の
十
二
月
に
都
へ

戻
り
大
納
言
と
な
る
が
、
翌
年
七
月
に
病
没
し
て
い
る
。
梅
花
の
宴
以
降
、
天
平
四
年
の
一
月
ま
で
新
羅
使
の
来
朝
は
な
か
っ
た
の
で
、

旅
人
の
目
論
見
は
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

付
言
す
れ
ば
、
大
伴
旅
人
が
梅
花
歌
の
序
文
の
発
想
の
ヒ
ン
ト
と
し
た
も
の
と
し
て
「
帰
田
賦
」
と
「
蘭
亭
集
序
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
両
者
の
大
き
く
異
な
る
点
は
、
前
者
は
「
個
人
的
な
叙
述
」、
後
者
は
「
集
団
の
代
弁
」（
認
識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
の
確

認
）
で
あ
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旅
人
が
意
識
し
た
の
は
「
蘭
亭
集
序
」
の
ほ
う
で
あ
る
。
意
識
し
た
の
が
蘭
亭
集
序
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
も
う
一
つ
あ
る
。
こ
の
作
品
は
唐
の
太
宗
が
こ
よ
な
く
愛
し
て
模
刻
を
作
ら
せ
、
王
羲
之
の
自
筆
本
は
副
葬
品

の
な
か
に
入
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
唐
の
知
識
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
作
品
で
あ
り
、
常
に
唐
に
目
を
向
け
て
い
る
新
羅

に
と
っ
て
も
同
様
の
意
味
を
持
つ
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。〈
教
養
の
共
有
〉
を
味
わ
う
た
め
に
敢
え
て
「
蘭
亭
集
序
」
と
わ
か
る
よ
う
に

工
夫
を
凝
ら
し
た
と
い
え
る
。

最
後
に
、
海
外
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
者
は
、『
懐
風
藻
』
編
纂

者
の
有
力
候
補
の
ひ
と
り
淡
海
三
船
で
あ
る
。
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
成
っ
た
同
書
は
、
鑑
真
の
七
十
六
年
の
生
涯
に
亙
っ
て
の
伝

記
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
鑑
真
が
日
本
へ
渡
る
こ
と
を
決
意
し
て
か
ら
、
五
度
の
挫
折
を
経
て
、
六
度
目
に
よ
う
や
く
平
城

京
に
至
る
ま
で
の
十
二
年
間
の
出
来
事
に
、
そ
の
紙
幅
の
八
割
を
さ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
揚
州
を
去
っ
た
後
の
鑑
真
の
足
跡
を
知
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ら
な
い
人
々
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。〈
東
征
〉
は
唐
土
に
視
点
を
置
い
た
見
方
―
つ
ま
り
、
読
者
を
唐
土
に

想
定
し
た
謂
で
あ
る
。
同
書
に
は
聖
徳
太
子
が
中
国
の
高
僧
南
岳
思
禅
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
、
長
屋
王
が
「
山
川
異
域
、
風

月
同
天
」
の
句
を
刺
繍
し
た
千
枚
の
袈
裟
を
唐
に
贈
っ
た
こ
と
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
著
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
三
船
が
急
い

で
『
東
征
伝
』
を
書
き
上
げ
た
理
由
は
帰
国
す
る
遣
唐
使
を
唐
か
ら
送
っ
て
き
た
答
礼
の
使
者
に
託
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
（（

（
注

。

『
懐
風
藻
』
の
編
纂
者
が
淡
海
三
船
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
序
文
お
よ
び
所
載
す
る
作
品
に
海
外
に
向
け
た
視
線
が
見
て
取
れ
る
こ
と
も
頷

け
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
注
１
）��

高こ

ま麗
（
狛こ
ま

と
も
）
は
高
句
麗
の
別
称
。
新
羅
以
外
の
地
域
（
お
も
に
半
島
北
部
）
の
総
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
九
一
八
年

建
国
の
王
氏
の
高
麗
で
は
な
い
。

（
注
２
）��

六
六
一
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
百
済
救
援
の
た
め
に
朝
鮮
半
島
へ
兵
を
送
り
、
六
六
三
年
の
八
月
に
南
西
部
の
白
村
江
で
唐
・
新
羅
の
連
合

軍
に
大
敗
す
る
。
帰
国
後
は
、
逆
に
唐
や
新
羅
か
ら
侵
略
を
恐
れ
て
、
九
州
地
域
の
行
政
機
能
と
北
部
九
州
の
軍
事
拠
点
を
内
陸
部
移
し
て
大
宰
府
と

し
、
水
城
を
築
い
た
。
さ
ら
に
万
が
一
の
際
に
援
軍
が
来
る
ま
で
立
て
籠
も
る
大
野
城
等
を
整
備
し
、
食
料
や
武
器
倉
も
備
え
た
。
対
馬
な
ど
主
要
な

島
々
に
は
烽
火
台
を
置
き
防
人
を
配
し
た
。
や
が
て
、
唐
、
高
句
麗
（
の
ち
の
渤
海
国
）、
新
羅
と
の
国
交
は
再
開
さ
れ
る
。
と
く
に
新
羅
と
は
、
直
接

争
っ
た
経
緯
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
平
四
年
に
〈
三
年
に
一
度
〉
と
決
め
る
ま
で
毎
年
の
よ
う
に
双
方
か
ら
使
節
団
が
派
遣
さ
れ
た
。

（
注
３
）��

当
該
箇
所
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

�

及
至
淡
海
先
帝
之
受
命
也
。
恢
開
帝
業
。
弘
闡
皇
猷
、
道
格
乾
坤
、
功
光
宇
宙
、
既
而

�
�

以
為
、
調
風
化
俗
、
莫
尚
於
文
、
潤
得
光
身
、
孰
先
於
学
、
爰
則
建
庠
序
、
徴
茂
才
、
定
五
礼
、
興
百
度
、
憲
章
法
則
、
規
模
弘
遠
、
夐
古
以
来
、
未

之
有
也
。
於
是
三
階
平
煥
、
四
海
殷
昌
、
旒
纊
無
為
、
巌
廊
多
暇
。
旋
招
文
学
之
士
、
時
開
置
醴
之
遊
、
当
此
之
際
、
宸
翰
垂
文
、
賢
臣
献
頌
、
雕
章

麗
筆
、
非
唯
百
篇
。

（
注
４
）��

懐
風
藻
詩
に
は
宴
集
の
場
で
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、
詩
題
に
よ
っ
て
そ
れ
が
明
か
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、
独
詠
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
題
で
あ
っ
て
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『
懐
風
藻
』
序
文
と
長
屋
王
詩
宴
に
み
る
対
外
意
識

も
、
宴
に
関
わ
る
表
現
が
見
ら
れ
、
集
団
の
場
で
つ
く
ら
れ
も
の
は
懐
風
藻
全
体
の
八
割
に
も
及
ぶ
。
一
例
―
中
臣
大
島
「
三
斎
」
詩
に
宴
飲
遊
三

斎
、
春
日
老
「
述
懐
」
詩
に
臨
水
開
良
宴
な
ど
。

（
注
５
）��
吉
田
宜
。
任
那
か
ら
来
て
帰
化
し
た
人
の
子
孫
。
は
じ
め
は
僧
で
あ
っ
た
が
、
優
秀
で
あ
っ
た
た
め
文
武
天
皇
時
代
に
還
俗
を
命
じ
ら
れ
て
医
術
の

師
範
と
し
て
仕
え
た
。『
懐
風
藻
』
に
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」「
従
駕
吉
野
宮
」
の
二
首
が
あ
る
。

（
注
６
）��
六
世
紀
半
ば
「
那な
の
つ
の
み
や
け

津
官
家
」、
持
統
朝
以
降
は
「
筑
ち
く
し
の
む
ろ
つ
み

紫
館
」、
平
安
時
代
に
は
「
鴻
臚
館
」
と
な
る
。
お
も
に
新
羅
・
渤
海
の
使
節
を
迎
え
る
迎
賓
館

的
役
割
を
も
つ
。

（
注
７
）��

岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
一
』
補
注
に
は
、
延
喜
式
を
引
用
し
て
、
蕃
客
の
拝
朝
が
あ
る
と
き
は
、
隊
幡
・
小
幡
は
常
の
倍
の
数
を

用
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。

（
注
８
）��

井
実
充
史
「〈
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
〉
詩
の
論
」（『
上
代
文
学
』
73
号
　
一
九
九
四
年
十
一
月
）。
但
し
、
井
実
は
長
屋
王
邸
に
お
け
る
「
宴
新
羅
使
」

詩
宴
を
二
度
と
み
て
い
る
が
、
稿
者
は
三
度
と
以
上
と
み
る
。

（
注
９
）��

月
野
文
子
「
懐
風
藻
の
押
韻
―
韻
の
偏
り
の
意
味
す
る
も
の
―
」『
上
代
文
学
と
漢
文
学
』（
和
漢
比
較
文
学
叢
書
２
　
昭
和
61
年
９
月
）

（
注
10
）��

前
掲
（
９
）
論
文
ほ
か
。

（
注
11
）��

月
野
文
子
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」（『
霊
異
記 

氏
文 

縁
起
』
古
代
文
学
講
座
11
　
平
成
七
年
六
月
）
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