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最
後
の
言
葉

「
今
日
は
、
誕
生
日
か
」

　

ぽ
つ
ん
と
誰
に
言
う
こ
と
も
な
く
、
つ
ぶ
や
い
た
。

　

庭
に
は
、
萩
の
花
が
、
咲
い
て
い
る
。
そ
れ
が
、
道
真
に
と
っ
て
、
大
層
つ
つ
ま
し
や
か
に
思

わ
れ
た
。
色
が
鮮
や
か
で
な
い
。
よ
く
見
て
も
、
何
色
な
の
か
判
別
し
に
く
い
。

　

道
真
は
、
京
の
邸
宅
に
あ
っ
た
、
梅
を
思
い
出
し
た
。

（
あ
の
梅
は
、
本
当
に
赤
か
っ
た
）

　

あ
の
邸
宅
は
、
取
り
壊
さ
れ
た
と
誰
か
ら
直
接
聞
い
た
で
も
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
伝

わ
っ
て
き
た
。

（
あ
の
梅
の
木
は
、
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）

　

京
の
邸
宅
に
は
、
萩
が
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。

（
萩
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
）

　

そ
こ
へ
、
給
仕
の
女
が
現
れ
た
。

「
そ
ろ
そ
ろ
食
事
の
時
で
す
が
」

　

こ
の
頃
、
食
欲
が
な
い
。

　

食
べ
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
の
で
、
給
仕
女
は
、
ど
う
す
る
か
お
伺
い
を
す
る
。
い

ま
ま
で
は
、
一
方
的
に
運
ん
で
き
た
も
の
が
、
道
真
の
体
の
不
調
が
そ
う
さ
せ
た
。
食
べ
た
い
と

い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
は
、
数
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。
体
の
衰
え
を
感
じ
て
い
た
。
太
宰

府
に
来
て
か
ら
既
に
二
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。

　

も
う
、
五
十
九
才
で
あ
る
。

（
お
そ
ら
く
、
も
う
長
く
は
な
い
だ
ろ
う
）

　

道
真
は
、
今
と
な
っ
て
思
う
。

（
自
分
の
人
生
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）

　

こ
の
大
宰
府
に
き
て
、
大
き
な
不
安
に
捉
わ
れ
て
い
る
。

　

流
刑
と
同
じ
よ
う
な
処
遇
で
左
遷
さ
れ
た
の
が
悔
し
い
の
と
は
、
違
う
。
も
っ
と
根
源
的
な
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
、
左
遷
が
無
く
て
栄
華
の
中
に
包
ま
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
の
よ
う
に
思
っ
た
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で
あ
ろ
う
か
と
感
じ
て
し
ま
う
。

（
今
回
の
事
件
は
、
す
べ
て
遣
唐
使
の
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
何
故
な
の
だ
ろ
う
。
国
内
が

行
き
詰
ま
る
と
海
の
外
に
活
路
が
あ
る
よ
う
な
思
い
に
な
る
）

　

遣
唐
使
の
果
た
す
役
割
が
薄
れ
て
い
る
と
は
知
り
な
が
ら
も
、
心
の
奥
深
く
で
そ
の
可
能
性
に

期
待
を
す
る
。
ほ
と
ん
ど
こ
の
国
の
人
の
心
の
病
と
言
っ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、

道
真
は
思
う
。

　

人
生
の
末
路
に
あ
た
り
、
最
近
、
不
安
が
増
大
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
得

体
の
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
栄
華
の
過
去
が
無
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
よ
う
が
な
い
の

で
あ
る
。

　

今
こ
そ
が
、
本
物
の
よ
う
に
実
感
す
る
の
で
あ
る
。

（
終
わ
り
に
な
れ
ば
、
す
べ
て
が
無
で
あ
る
。
す
べ
て
が
、
空
し
く
な
る
）

　

こ
の
思
い
は
、
大
宰
府
に
来
て
か
ら
、
日
増
し
に
強
く
な
っ
て
い
く
。

　

そ
れ
は
、桜
が
つ
ぼ
み
か
ら
徐
々
に
花
弁
を
開
い
て
大
き
く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
思
う
自
分
を
肯
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

遣
唐
使
派
遣
が
決
定
さ
れ
た
と
き
、訪
ね
て
き
た
私
度
僧
の
尋じ

ん

峻し
ゅ
んの

こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。

僧
が
、
語
っ
た
最
後
の
言
葉
が
今
も
鮮
明
に
、
道
真
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

「
本
当
に
、
唐
に
渡
り
た
か
っ
た
の
だ
な
」

　

道
真
の
最
後
の
言
葉
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
言
葉
と
い
う
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
つ
ぶ
や
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
く
に
は
、
傍

に
誰
も
居
な
か
っ
た
。
既
に
、
連
れ
て
き
た
幼
い
男
の
子
と
女
の
子
は
、
ろ
く
ろ
く
食
べ
物
を
摂

れ
ず
に
、
そ
の
う
ち
病
気
に
な
り
、
あ
い
つ
い
で
亡
く
な
っ
て
い
た
。
誰
に
も
看
取
ら
れ
な
い
道

真
の
孤
独
な
死
で
あ
っ
た
。
も
し
、
誰
か
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
道
真
自
身
の
本
心
な
の

か
、
誰
か
他
の
人
物
の
こ
と
な
の
か
、
迷
う
よ
う
な
終
わ
り
の
つ
ぶ
や
き
で
あ
っ
た
。

　　

そ
れ
か
ら
数
年
後
、
尋
峻
と
い
う
僧
が
、
唐
か
ら
帰
国
し
た
。
大
宰
府
に
道
真
を
訪
ね
て
き
た
。

道
真
が
、
こ
の
地
で
既
に
卒
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
落
涙
し
た
。

　

尋
峻
が
、
道
真
に
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
誰
も
知
る
由
も
な
い
。　
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あ
る
私
度
僧

　

道
真
に
大
使
の
任
命
が
あ
っ
て
か
ら
数
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
日
は
、
実
に
夏
の
暑
さ
が
和
ら
い
で
、
道
真
の
屋
敷
は
、
秋
を
感
じ
さ
せ
る
風
が
さ
わ
や

か
で
あ
っ
た
。

「
ど
う
か
、
遣
唐
使
に
加
え
て
い
た
だ
き
た
い
」

　

そ
の
僧
は
、
尋
峻
と
名
乗
っ
た
。

　

最
澄
が
開
い
た
比
叡
山
延
暦
寺
で
学
び
、
そ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
空
海
の
高
野
山
金
剛
峯
寺
で
も

修
行
し
た
。

「
で
も
書
物
の
中
で
は
、
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
」

「
書
で
調
べ
て
も
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

　

僧
の
そ
の
言
葉
に
、
何
か
道
真
に
は
、
心
に
ひ
っ
か
か
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

道
真
自
身
も
、
朝
廷
の
叡
智
と
し
て
、
書
物
に
よ
っ
て
知
識
を
吸
収
し
て
、
そ
れ
を
広
め
、
官

僚
た
ち
の
養
成
や
国
の
統
治
づ
く
り
に
役
立
て
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、讃
岐
の
地
方
官
に
な
っ
て
、

現
実
を
見
た
時
、
大
き
な
矛
盾
を
感
じ
た
。

　

重
い
負
担
と
な
る
税
と
苛
酷
な
労
役
に
耐
え
か
ね
て
、
一
家
離
散
、
逃
亡
し
て
し
ま
う
民
の
姿

で
あ
る
。

（
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
）

　

も
と
も
と
十
分
に
食
え
る
だ
け
の
収
穫
が
上
が
ら
な
い
の
に
取
り
立
て
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
の
富
裕
な
民
は
、
有
力
な
お
寺
な
ど
に
、
税
を
免
れ
る
た
め
に
寄
進
し
て
し
ま

う
。

（
何
と
か
な
ら
な
い
も
の
な
の
か
）

　

書
で
習
っ
た
も
の
が
、
現
実
を
豊
か
に
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

（
唐
に
学
ん
で
取
り
入
れ
て
き
た
も
の
が
、
こ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）

　

道
真
自
身
、
心
の
葛
藤
を
抑
え
が
た
か
っ
た
。

　

朝
廷
に
長
く
仕
え
た
今
に
な
っ
て
、
こ
の
国
の
あ
り
方
や
天
皇
側
近
を
見
て
い
る
と
、
何
か
胸

に
蟠

わ
だ
か
まる
も
の
が
あ
っ
た
。
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（
こ
れ
で
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
も
っ
と
理
想
的
な
政
ま
つ
り
ご
とが

あ
る
の
で
は
な
い
か
）

　

そ
う
い
う
思
い
が
、
道
真
の
心
を
大
き
く
悩
ま
せ
て
い
る
。

　

そ
れ
と
、
尋
峻
が
少
し
ば
か
り
自
分
の
素
性
に
触
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
微
妙
に
気
に
な
っ
た
。

「
自
分
は
、
悪
い
人
間
で
あ
る
」

　

そ
の
た
め
、
仏
門
に
帰
依
し
て
い
る
と
も
、
目
を
閉
じ
な
が
ら
喋
っ
た
。

　

妻
も
子
も
亡
く
し
た
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
は
、
視
線
を
何
か
遠
く
に
置
く
よ
う
で
、
そ
の

こ
と
に
は
も
う
触
れ
な
か
っ
た
。
道
真
は
、
尋
峻
の
様
子
を
見
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
敢
え
て
問
う

の
が
憚
ら
れ
た
。

「
仏
の
教
え
は
、
万
民
を
救
う
こ
と
に
あ
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
今
の
僧
は
、
民
衆
に
手
を
差
し

伸
べ
な
い
。
慈
悲
の
心
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
。
慈
悲
の
心
は
、
仏
の
教
え
の
根
本
に
あ
る
。

道
理
の
前
に
あ
る
の
で
す
。
悲
は
、
他
の
人
を
思
い
、
慈
は
、
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
で
す
」

　

道
真
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
共
感
す
る
も
の
を
覚
え
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。

「
伝
教
大
師
最
澄
や
弘
法
大
師
空
海
が
、
唐
に
渡
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
唐
と
い
う
国
を
見
た
い

と
い
う
強
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
だ
と
お
も
い
ま
す
。
仏
教
の
経
典
よ
り
も
は
る
か
に
唐
の
土
を

踏
み
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
踏
ん
だ
足
の
底
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
実
感
を
持
ち
た

か
っ
た
の
で
す
。
唐
と
い
う
大
き
な
広
が
り
を
持
つ
国
に
ど
う
し
て
も
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
な
け

れ
ば
、
す
べ
て
が
始
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
」

　

尋
峻
の
言
葉
に
、
理
屈
と
い
う
よ
り
沸
き
上
が
る
情
熱
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
。

　

最
後
に
、
尋
峻
は
再
度
、
遣
唐
使
の
一
行
に
加
え
て
も
ら
う
こ
と
を
懇
願
し
た
。

　

道
真
は
、
屋
敷
の
庭
に
下
り
た
。
そ
こ
に
梅
の
木
が
あ
る
。
今
は
、
神
経
質
そ
う
な
枝
だ
け
で

あ
る
。
こ
れ
が
春
に
な
れ
ば
、
微
笑
に
近
い
よ
う
な
遠
慮
深
い
花
を
咲
か
せ
る
。

　

そ
れ
を
想
像
し
な
が
ら
、
尋
峻
の
言
葉
を
思
い
返
し
て
い
た
。

「
唐
に
渡
ら
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
何
も
始
ま
ら
な
い
」

　

尋
峻
の
言
葉
を
何
度
も
繰
り
返
し
た
。

　

道
真
も
、
こ
の
年
に
な
っ
て
、
そ
う
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
て
い
る
。

尋
峻
は
、
今
の
既
成
の
宗
教
に
飽
き
足
ら
ず
、
新
し
い
も
の
を
探
し
求
め
て
い
る
。
そ
う
い
う
強

い
気
概
が
あ
れ
ば
、
今
の
比
叡
山
と
高
野
山
の
二
大
拠
点
の
ほ
か
に
、
新
し
い
場
所
を
拠
り
所
と

す
る
宗
教
も
生
ま
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
と
思
う
。

（
そ
れ
を
支
援
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
の
わ
が
国
に
は
、
新
し
い
政
治
と
と
も
に
、
そ
れ
を
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支
え
る
新
し
い
宗
教
も
必
要
な
時
期
か
も
し
れ
な
い
）

　

国
家
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
民
衆
の
た
め
の
心
の
支
え
に
な
る
仏
の
教
え
を
探
し
求
め
て
、
唐

に
渡
り
た
い
と
い
う
こ
と
に
、
ど
う
し
て
も
新
鮮
さ
を
覚
え
て
し
ま
う
。

（
空
海
の
再
来
か
）

　

空
海
が
、
唐
に
渡
っ
た
と
き
、
私
度
僧
で
あ
っ
た
。

　

権
力
と
は
離
れ
た
所
に
自
分
を
置
い
て
い
た
。
そ
れ
を
思
う
と
、
ま
た
、
尋
峻
の
最
後
の
言
葉

が
思
い
起
こ
さ
れ
た
。

「
唐
に
渡
ら
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
何
も
始
ま
ら
な
い
」

道
真
の
本
意

　

宇
多
天
皇
は
、
道
真
の
決
意
を
聞
い
て
、
少
し
驚
い
た
。
そ
れ
が
、
余
り
に
も
本
音
の
よ
う
に

思
わ
れ
た
か
ら
だ
。
大
納
言
源
能
有
が
、
中
納
言
道
真
を
推
戴
し
た
と
き
に
、
一
体
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
と
訝
っ
た
。

「
も
う
少
し
位
の
低
い
人
物
で
も
、
十
分
で
は
な
い
か
」

　

と
、
述
べ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

「
そ
れ
は
、
寧
ろ
逆
で
す
。
実
力
者
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
派
遣
の
意
気
込
み
を
伝
え

る
の
で
す
。
そ
れ
と
管
家
は
、
以
前
か
ら
遣
唐
使
の
役
目
の
家
柄
で
す
」

　

と
、
こ
れ
を
能
有
は
、
一
蹴
し
た
。

「
い
く
ら
強
く
唐
に
学
ぶ
も
の
を
期
待
し
て
も
、
唐
か
ら
の
留
学
僧
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
唐
は
衰

勢
の
中
に
あ
り
、
今
、
唐
に
派
遣
を
す
る
こ
と
は
、
危
険
が
多
く
功
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
危
ぶ

ま
れ
る
と
聞
い
て
い
る
」

　

道
真
に
、
今
、
朝
廷
を
離
れ
ら
れ
て
は
、
大
き
な
損
失
に
な
る
。

　

そ
こ
ま
で
し
て
、
道
真
を
唐
に
な
ど
派
遣
す
る
意
味
が
な
い
。
宇
多
天
皇
は
、
そ
う
考
え
て
い

る
。
何
か
の
弾
み
で
、
こ
れ
が
現
実
に
な
れ
ば
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
度
は
、

道
真
の
大
使
派
遣
は
認
め
た
も
の
の
、
こ
れ
は
右
大
臣
藤
原
良
世
や
そ
れ
に
こ
れ
か
ら
摂
関
家
を

担
う
中
納
言
藤
原
時
平
も
強
く
推
戴
し
た
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
に
は
、天
皇
が
感
じ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
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源
能
有
が
、
時
平
に
事
前
に
こ
れ
を
打
ち
明
け
た
時
、
即
座
に
賛
同
の
意
を
表
し
た
。
そ
れ
か

ら
、
大
き
な
高
笑
い
を
し
た
。

「
道
真
公
が
、
自
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
」

　

そ
う
言
っ
て
、
も
う
一
度
大
き
な
声
を
だ
し
て
、
表
情
を
崩
し
た
。
能
有
は
、
時
平
が
反
対
し

な
い
こ
と
は
、
重
々
承
知
し
て
い
た
。
時
平
は
、
人
の
話
を
受
け
止
め
る
時
に
、
高
笑
い
を
す
る

癖
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
本
人
に
と
っ
て
、
不
都
合
な
話
を
さ
れ
る
と
き
に
、
偽
態
を
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
偽
態
で
、
心
の
衝
動
を
一
端
、
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、

そ
の
逆
で
あ
っ
た
。
時
平
に
と
っ
て
は
、
道
真
が
居
な
く
な
れ
ば
、
目
の
上
の
た
ん
こ
ぶ
が
除
か

れ
る
。
時
平
に
と
っ
て
、
道
真
の
能
力
は
、
疎
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
見
識
は
、
と
て
も
時

平
に
と
っ
て
は
太
刀
打
ち
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
家
柄
だ
け
で
、
出
世
し
て
い
る
こ
と
を
非
難

し
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
て
、
時
平
は
、
道
真
と
同
席
し
て
い
る
時
に
、
卑
屈
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。

　

そ
う
い
う
時
平
の
心
情
を
能
有
は
、
痛
い
ほ
ど
わ
か
っ
て
い
る
。

「
何
故
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
道
真
公
は
、
大
使
に
」

　

時
平
は
、
訝
っ
た
。

「
道
真
公
が
、
望
ん
で
い
る
の
で
す
か
」

　

こ
れ
に
、
能
有
は
即
答
せ
ず
に
、

「
道
真
公
は
、
遣
唐
使
派
遣
を
強
く
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
適
任
か
と
思
い
ま
す
」

　

道
真
は
、
こ
の
時
、
既
に
五
十
才
を
越
え
て
い
る
。
危
険
と
困
難
を
伴
う
長
旅
に
は
、
不
向
き

な
年
に
な
っ
て
い
る
。

（
宇
多
天
皇
は
、
道
真
を
身
辺
に
置
い
て
お
き
た
い
は
ず
で
あ
る
。
で
も
道
真
自
身
、
自
ら
大
使

を
希
望
す
る
こ
と
も
、
無
謀
で
あ
る
）

　

時
平
は
、
最
近
、
道
真
の
挙
動
が
、
何
か
し
ら
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
て
い
た
。
天

皇
の
御
下
問
に
つ
い
て
も
、
嘗
て
の
精
彩
さ
は
見
ら
れ
ず
、
遠
慮
が
ち
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
す
べ
て
が
、
奇
妙
で
あ
る
）

　

時
平
は
、
狐
に
つ
ま
ま
れ
る
よ
う
な
気
分
で
あ
っ
た
。

「
お
疑
い
な
ら
ば
、
一
度
確
か
め
て
み
ま
す
か
」

　

能
有
は
、
時
平
を
誘
っ
た
。
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貴
種
藤
原
時
平

「
遣
唐
使
の
大
使
だ
と
」

　

道
真
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
寝
耳
に
水
で
あ
っ
た
。

　

拝
命
し
た
時
に
、
か
な
り
驚
い
た
様
子
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
前
回
の
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
て
か

ら
、
既
に
六
十
年
余
が
経
過
し
て
い
た
。
遣
唐
使
は
、
先
進
国
の
文
物
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
ほ

か
に
、
世
界
の
中
心
と
す
る
中
華
思
想
の
中
国
に
対
す
る
朝
貢
的
意
味
も
日
本
に
は
あ
っ
た
。
朝

貢
と
は
、
属
国
が
上
の
国
に
挨
拶
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
聖
徳
太
子
が
、
最
初
、
遣
唐
使
の
端
緒
と
な
る
隋
へ
の
使
者
を
遣
わ
し
た
時
に
、

対
等
の
外
交
を
前
面
に
出
し
た
。
単
な
る
朝
貢
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
文
面
に
し
た
。
こ
れ
を

見
た
隋
の
煬よ

う

帝だ
い

は
、
怒
り
心
頭
し
た
が
、
や
が
て
治
ま
っ
た
。
何
故
か
と
言
う
と
、
太
子
は
、
多

勢
の
留
学
僧
を
同
伴
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
煬
帝
が
、
聖
徳
太
子
の
仏
教
を
学
ぶ
姿
勢
を
理
解
し

た
か
ら
で
あ
る
。
隋
の
煬
帝
も
、
熱
心
な
仏
教
崇
拝
者
で
あ
っ
た
。

「
日
が
出
ず
る
国
の
天
子
、
日
が
没
す
る
国
の
天
子
に
申
す
」

　

聖
徳
太
子
の
実
に
工
夫
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

　

太
子
が
、
隋
の
国
を
下
に
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
逆
で
あ
る
。
本
当
は
、
逆
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
を
な
ん
と
か
で
き
な
い
か
と
考
え
た
言
葉
で
あ
る
。
仏
教
の
西
方
浄
土
の
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
隋
は
、
西
方
浄
土
で
理
想
の
国
で
学
ぶ
べ
き
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、

太
子
は
、
そ
う
考
え
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
後
、
仏
教
を
学
ぶ
姿
勢
か
ら
、
学
ぶ
者
、
教
え
る
者
と
の
優
劣
が
生
じ
た
。

学
ぶ
姿
勢
よ
り
、
朝
貢
的
意
識
が
、
双
方
に
強
く
な
っ
て
き
た
。

「
そ
ろ
そ
ろ
唐
に
使
者
を
出
さ
な
い
と
、
唐
に
対
し
て
面
目
が
保
て
な
い
」

　

と
い
う
気
分
が
、
朝
廷
内
に
あ
っ
た
。

　

道
真
に
遣
唐
使
大
使
の
命
が
出
た
寛
平
六
年
（
八
九
四
年
）
に
は
、
道
真
の
地
位
は
、
中
納
言

で
あ
っ
た
。
上
に
は
、
大
納
言
の
源
能よ

し

有あ
り

、
そ
れ
に
も
う
高
齢
で
名
誉
的
な
右
大
臣
藤
原
良よ
し

世よ

が

い
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
時
、
権
勢
門
家
藤
原
家
の
総
帥
藤
原
時
平
は
、
弱
冠
二
十
五
歳
で
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あ
る
が
、
道
真
と
同
じ
中
納
言
で
あ
っ
た
。

「
藤
原
時
平
で
ご
ざ
る
」

　

時
平
の
方
か
ら
道
真
に
あ
い
さ
つ
し
た
。

　

初
め
て
、
権
勢
門
家
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
地
位
に
あ
る
藤
原
家
の
時
平
に
面
し
た
と
き
は
、
天

皇
の
御
前
で
あ
っ
た
。
年
長
者
に
対
す
る
敬
意
で
あ
る
。
二
十
歳
以
上
、
離
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
時
平
と
は
、
御
所
の
廊
下
で
す
れ
違
っ
た
。
丁
度
段
差
が
あ
り
階
段
が
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
道
真
は
、
何
か
の
加
減
で
銅
銭
を
懐
か
ら
落
と
し
た
。
階
段
に
散

ら
ば
っ
た
。

　

屈か
が

ん
で
散
ら
ば
っ
た
銅
銭
を
集
め
よ
う
と
し
た
時
、

「
こ
こ
か
ら
下
に
は
、
あ
り
ま
せ
ん
」

　

と
、
言
っ
て
、
拾
っ
た
銅
銭
を
渡
す
者
が
い
る
。

　

時
平
で
あ
っ
た
。
上
か
ら
下
り
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
、
印
象
的
で
あ
っ
た
。
何
か

し
ら
、
気
が
利
き
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
言
葉
に
思
え
た
。

（
そ
れ
は
、
藤
原
氏
と
い
う
貴
種
の
せ
い
な
の
か
）

　

こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
時
平
と
い
う
人
物
、
権
門
勢
家
藤
原
氏
の
存
在
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

天
皇
家
以
上
の
権
力
を
持
つ
。
天
皇
家
を
支
え
て
い
る
。
宇
多
天
皇
を
推
戴
し
た
の
は
、
時
平

の
父
基
経
で
あ
る
。
天
皇
を
決
め
る
の
も
藤
原
氏
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
真
は
、
そ
の
こ

と
自
体
に
思
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
何
か
得
体
の
し
れ
な
い
不
気
味
な
も
の
を

基
経
か
ら
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
年
の
功
か
ら
く
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
を

未
だ
若
干
の
時
平
か
ら
も
感
じ
た
。

（
こ
れ
は
、
ど
う
し
た
こ
と
か
）

　

目
に
見
え
な
い
重
し
の
よ
う
で
も
あ
る
。

「
道
真
、
驚
い
た
だ
ろ
う
」

　

宇
多
天
皇
の
言
葉
で
あ
る
。
道
真
は
、
天
皇
に
呼
ば
れ
た
。
更
に
、
意
外
な
こ
と
を
述
べ
た
。

「
お
前
を
唐
に
は
、
行
か
せ
た
く
な
い
。
何
と
か
、
別
の
者
に
す
る
つ
も
り
だ
」

　

こ
れ
に
は
、
道
真
も
驚
い
た
様
子
だ
っ
た
。

　

こ
れ
を
聞
い
た
道
真
の
反
応
は
、
天
皇
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
意
外
で
あ
っ
た
。
意
外
な
様
子
を
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し
て
い
た
が
、
そ
の
目
は
よ
く
見
る
と
冷
静
で
あ
っ
た
。

「
是
非
行
か
せ
て
い
た
だ
き
た
く
」

　

そ
の
言
葉
に
、
天
皇
は
、
返
す
言
葉
も
な
い
の
か
、
無
言
の
ま
ま
、
じ
っ
と
道
真
を
見
続
け
る

だ
け
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
道
真
と
宇
多
天
皇
の
や
り
取
り
を
襖
越
し
に
じ
っ
と
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
者
が
い
る
。

源
能
有
で
あ
る
。
そ
れ
と
能
有
が
連
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

　

藤
原
時
平
で
あ
る
。

（
信
じ
ら
れ
な
い
。
道
真
殿
が
、
唐
に
渡
り
た
い
と
は
）

　

自
分
が
人
伝
て
に
聞
い
た
話
は
、
本
当
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら
、
時
平
の
驚
愕
の
表
情
は
、
変

わ
ら
な
か
っ
た
。

源
　
能よ
し

有あ
り

「
そ
れ
だ
け
の
才
を
持
ち
な
が
ら
」

　

道
真
が
、
能
有
に
同
情
を
寄
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
聞
く
と
、
能
有
に
過
去
の
辛
い
悔
し
い
思
い
が
、
募
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
は
、
触

れ
ら
れ
た
く
な
い
。

「
道
真
公
。
そ
れ
は
済
ん
だ
事
で
ご
ざ
る
。
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　

そ
う
言
い
な
が
ら
、
能
有
は
、
兄
で
あ
っ
た
第
一
親
王
惟
喬
親
王
の
こ
と
を
思
っ
た
。

　

京
か
ら
北
へ
離
れ
た
大
原
に
隠
棲
し
て
い
る
。そ
こ
で
失
意
の
う
ち
に
亡
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

父
、
文
徳
天
皇
は
、
惟
喬
親
王
を
愛
し
た
。
そ
の
才
気
を
愛
し
た
。
惟
喬
親
王
の
母
を
愛
し
た
。

後
継
者
に
し
た
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
時
の
右
大
臣
藤
原
良
房
が
、
認
め
な
か
っ
た
。

「
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
。
天
皇
が
自
分
で
後
継
を
決
め
ら
れ
な
い
と
は
」

　

思
わ
ず
、
声
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

文
徳
天
皇
は
嘆
い
た
。
そ
れ
以
上
に
、大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、惟
喬
親
王
そ
の
人
で
あ
っ

た
。

　

惟
喬
親
王
が
、
格
別
に
流
刑
の
よ
う
な
処
遇
に
な
っ
た
こ
と
を
冷
や
や
か
な
目
で
見
て
い
た
の
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が
、
異
母
弟
の
能
有
で
あ
る
。
文
徳
天
皇
の
あ
と
に
即
位
し
た
の
は
、
清
和
天
皇
で
あ
る
。
母
は
、

藤
原
明あ

き
ら

子こ

で
あ
る
。
右
大
臣
良
房
の
娘
で
あ
る
。
能
有
は
、
清
和
天
皇
の
兄
に
あ
た
る
が
、
母

の
身
分
が
低
い
た
め
に
、
初
め
か
ら
皇
位
継
承
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
の
ち
に
降

籍
し
て
臣
下
と
な
っ
た
。
源
氏
を
名
乗
っ
た
。

（
こ
れ
で
さ
ば
さ
ば
し
た
）

　

寧
ろ
、
能
有
は
臣
下
に
な
っ
た
こ
と
を
歓
迎
し
た
。

（
藤
原
氏
が
今
も
っ
て
、
力
を
維
持
で
き
る
の
は
、
外
戚
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
と
か
こ
れ
を
廃
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
）

　

そ
う
で
な
い
と
、
自
分
の
よ
う
な
天
皇
の
皇
子
で
も
、
藤
原
氏
に
頭
を
下
げ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

　

天
皇
家
は
絶
対
な
は
ず
な
の
に
、
藤
原
氏
が
権
力
を
握
っ
て
い
る
。
能
有
は
、
今
が
絶
好
の
機

会
と
考
え
て
い
た
。
臣
籍
に
降
下
し
て
い
た
源
定さ

だ

省み

が
、
本
来
な
ら
ば
即
位
す
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
天
皇
に
な
れ
た
の
だ
。
母
は
、
藤
原
氏
で
は
な
い
。
そ
の
宇
多
天
皇
は
、
天
皇
親
政
を
何

よ
り
も
望
ん
で
お
り
、で
き
る
だ
け
藤
原
氏
の
勢
力
を
弱
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
気
持
ち
は
、

能
有
と
通
じ
た
。
そ
れ
に
、
藤
原
氏
に
迎
合
し
な
い
政
治
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
人
材
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
た
。

　

道
真
が
見
出
さ
れ
た
の
に
、
阿あ

衡こ
う

事
件
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
能
有

は
、
道
真
を
藤
原
氏
と
の
対
抗
勢
力
に
し
て
、
藤
原
氏
の
弱
体
化
を
狙
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
も
と
も
と
菅
原
氏
は
、
翰
林
の
家
で
あ
っ
た
。
翰
林
の
家
と
は
、
儒
家
の
家
で
学
者
の
家
で

あ
る
。
官
僚
の
人
材
育
成
を
行
う
家
柄
で
あ
っ
た
。
政
治
の
家
で
は
無
か
っ
た
。
家
柄
と
し
て
も
、

そ
う
い
う
系
統
の
家
が
、
天
皇
家
の
政
治
の
支
援
を
行
う
こ
と
は
、
宇
多
天
皇
に
と
っ
て
、
今
よ

り
も
は
る
か
に
理
想
の
政
治
に
思
わ
れ
た
。

　

道
真
を
必
要
以
上
に
肩
入
れ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
外
戚
の
力
で
、
能
力
は
あ
る
の
に
涙
を
飲
ん
だ
皇
子
は
、
過
去
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
」

　

能
有
が
、
宇
多
天
皇
に
そ
う
漏
ら
し
た
時
に
、

「
そ
な
た
も
そ
う
だ
が
、
わ
た
し
も
そ
う
だ
。
本
来
な
ら
、
な
れ
る
は
ず
も
な
い
天
皇
に
な
っ
た
。

皮
肉
に
も
、
基
経
殿
が
推
戴
し
て
く
れ
た
の
だ
。
猶ゆ

う

子し

と
し
て
く
れ
た
後
見
人
で
あ
る
藤
原
淑
子

が
、
説
得
し
て
く
れ
た
の
だ
。
基
経
殿
の
妹
に
あ
た
る
。
結
局
、
藤
原
氏
だ
」

　

宇
多
天
皇
は
、
不
満
を
吐
露
し
た
。
西
陽
が
、
長
く
這
う
よ
う
に
部
屋
に
入
っ
て
き
て
い
る
。

　

そ
の
陽
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
天
皇
の
表
情
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
声
だ
け
が
、
は
っ
き
り
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し
て
い
る
。

「
後
継
者
を
、
天
皇
家
で
決
め
ら
れ
な
い
の
だ
。
親
の
意
思
で
、
後
継
ぎ
を
決
め
ら
れ
な
い
の
だ
。

こ
ん
な
こ
と
は
、
天
皇
家
だ
け
だ
。
百
性
万
民
誰
で
も
自
分
の
後
継
ぎ
は
、
自
分
で
決
め
ら
れ
る
」

　

宇
多
天
皇
は
、
本
来
、
即
位
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
を
天
皇
に
し
て
く
れ
た
お
礼
に
、
太

政
大
臣
藤
原
基
経
に
対
し
、

「
万
機
に
関
わ
り
白も

う

せ
」

　

と
の
詔
を
下
さ
れ
た
。
そ
の
勅
の
中
に
、

「
阿
衡
の
任
を
以
っ
て
卿
の
任
と
為
す
べ
し
」

　

と
、
宇
多
天
皇
の
信
頼
厚
い
橘
広ひ

ろ
み相

が
表
記
し
た
。

　

広
相
の
娘
は
、
天
皇
に
入
内
し
て
、
親
王
を
生
ん
で
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
基
経
の
方
は
、
こ
れ
を
悪
く
受
け
止
め
た
。
自
分
を
政
治
の
中
枢
か
ら
外
し
棚
上

げ
に
す
る
措
置
と
思
っ
て
、
態
度
を
硬
化
し
た
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
官
僚
た
ち
は
、
太
政
大

臣
を
阿
衡
の
職
と
し
て
、
何
も
実
権
が
無
い
名
誉
職
だ
と
い
う
見
解
を
出
し
た
。
こ
れ
に
、
基
経

は
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
基
経
の
謀
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
由
に
、
橘
広
相

の
罷
免
を
天
皇
に
要
求
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
他
の
官
僚
た
ち
が
、
基
経
の
鼻
息
を
伺
っ
て
ど
う
し

よ
う
も
な
い
時
に
、
敢
然
と
一
人
基
経
に
苦
言
を
呈
す
る
者
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
道
真
で
あ
っ
た
。
普
通
は
、
道
真
ま
で
怒
り
の
対
象
に
な
っ
て
、
巻
き
添
え
を
食
う

と
こ
ろ
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
基
経
に
と
っ
て
、
若
き
官
僚
道
真
の
非
難
は
的
を
得
た
も

の
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
矛
を
収
め
て
し
ま
っ
た
。

（
こ
れ
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
）

　

能
有
も
、
理
解
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

道
真
も
基
経
の
態
度
に
素
直
に
喜
べ
な
い
も
の
が
残
っ
た
。

「
道
真
の
青
二
才
。
本
音
を
真
向
か
ら
切
り
裂
い
て
く
る
。
こ
ん
な
こ
と
で
、
食
っ
て
か
か
る
と

権
勢
藤
原
家
に
傷
が
付
く
と
痛
い
と
こ
ろ
を
付
い
て
く
る
。
今
回
の
魂
胆
が
見
破
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
恥
を
掻
か
さ
れ
た
」

　

基
経
は
、
息
子
の
未
だ
少
年
の
時
平
を
前
に
し
て
、
語
り
か
け
る
わ
け
で
も
な
く
、
不
満
を
ぶ

ち
ま
け
て
い
る
。
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天
皇
の
譲
位

　

阿
衡
事
件
か
ら
、
既
に
十
年
の
歳
月
が
流
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
遣
唐
使
の
発
議

か
ら
、
既
に
数
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
結
論
は
未
だ
に
留
保
さ
れ
た
ま
ま
だ
。

　

天
皇
は
、
こ
の
頃
、
何
か
を
思
う
の
か
、
ふ
と
表
情
に
翳
り
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
即
位
し
て
か
ら
、
十
年
か
）

　

今
日
は
、
中
秋
の
名
月
で
あ
る
。

　

月
は
、
相
も
変
わ
ら
ず
そ
の
優
美
な
姿
を
年
ご
と
に
見
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
見
る

宇
多
天
皇
の
心
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
年
ご
と
に
、
明
る
さ
が
失
わ
れ
て
い

く
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
天
皇
は
、
早
く
か
ら
譲
位
を
口
に
し
た
。
で
も
、
数
年
前
に
譲
位
を

口
に
し
た
時
に
、
能
有
は
、
強
く
反
対
し
た
。
敦
仁
親
王
が
、
余
り
に
若
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

天
皇
は
、
道
真
に
も
計
っ
た
が
、
道
真
も
反
対
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
も
、
政
治
の
行

く
末
に
不
安
を
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
敦
仁
親
王
は
、
藤
原
氏
の
母
を
持
つ
親
王

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
譲
位
を
強
く
思
い
留
め
さ
せ
て
い
た
能
有
が
、
亡
く
な
っ
た
。
譲
位
に
、
道
真
は
、

あ
く
ま
で
も
強
く
反
対
し
た
が
、
天
皇
は
、
こ
れ
を
契
機
に
譲
位
を
強
行
し
た
。
自
分
の
思
い
を

実
現
さ
せ
た
。

　

道
真
は
、
身
辺
に
強
い
不
安
を
覚
え
た
。

（
こ
れ
で
、
身
動
き
が
自
由
に
な
る
。
表
に
出
ず
に
、
十
分
に
裁
量
が
で
き
る
）

　

上
皇
に
な
れ
ば
、
細
々
と
し
た
儀
式
等
か
ら
は
、
開
放
さ
れ
る
。

　

上
皇
は
喜
ん
だ
が
、
道
真
は
、
こ
の
時
期
、
能
有
と
い
う
大
き
な
壁
を
失
っ
た
こ
と
に
一
抹
の

不
安
を
覚
え
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
年
、
能
有
の
兄
、
惟
喬
親
王
も
失
意
の
隠
棲
先
の
大
原

で
、
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
亡
く
な
っ
た
。

　

道
真
に
と
っ
て
、
一
つ
の
時
代
の
牙
城
が
崩
れ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
た
。

「
道
真
を
右
大
臣
に
す
る
よ
う
に
」

　

譲
位
の
時
に
、
藤
原
時
平
の
左
大
臣
と
と
も
に
道
真
の
最
高
位
の
職
を
息
子
の
醍
醐
天
皇
に
進
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言
し
た
。

　

こ
れ
は
、
宇
多
上
皇
の
熟
慮
で
あ
る
。
天
皇
の
と
き
に
遣
唐
使
派
遣
を
決
め
て
、
遣
唐
使
の
大

使
は
道
真
に
決
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
前
は
、
決
定
し
た
が
、
実
質
は
延
期
し
て
い
る
。
そ
れ
と

今
回
は
、
大
使
に
任
命
さ
れ
た
道
真
を
右
大
臣
の
地
位
に
附
け
た
。
右
大
臣
の
地
位
で
、
遣
唐
使

の
大
使
と
し
て
、
唐
に
渡
る
こ
と
は
、
と
て
も
官
僚
た
ち
に
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
こ
れ
で
、
遣
唐
使
と
し
て
、
道
真
が
行
く
こ
と
は
な
く
な
っ
た
）

　

朝
廷
の
誰
も
が
、
そ
う
思
っ
た
。

　

実
質
、
こ
の
時
に
遣
唐
使
は
無
く
な
っ
た
。
宇
多
上
皇
は
、
唐
の
手
前
、
道
真
の
大
使
の
任
を

解
い
て
は
い
な
い
が
、
自
分
の
政
治
を
強
調
す
る
た
め
に
決
定
し
た
こ
と
を
決
定
を
取
り
下
げ
る

の
で
は
な
く
て
、
政
治
的
に
無
意
味
な
も
の
に
し
て
帳
消
し
に
し
た
。

（
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
祖
家
は
、
儒
家
で
あ
る
。
そ
れ
が
政
治
の
頂
点
に
い
て
は
）

　

妙
な
噂
も
聞
い
た
。
そ
れ
は
、

「
菅
公
が
、
右
大
臣
に
し
て
も
ら
っ
た
の
は
、
唐
に
渡
る
の
を
何
と
し
て
も
阻
止
し
た
い
か
ら
で

あ
る
。
帰
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
遣
唐
使
を
何
と
か
免
れ
た
い
た
め
で
あ
る
」

　

何
と
卑
怯
な
、
憶
病
な
ど
と
朝
廷
の
官
僚
た
ち
は
、
そ
う
い
う
非
難
を
し
た
。

　

道
真
は
、
過
去
の
遣
唐
使
の
状
況
を
財
政
上
の
問
題
も
含
め
て
調
査
報
告
し
て
い
る
こ
と
に
加

え
、
現
在
の
唐
の
政
治
状
況
も
報
告
し
て
い
る
。
唐
に
長
期
に
滞
在
し
て
い
る
留
学
僧
が
も
た
ら

し
て
い
る
唐
の
凋
落
ぶ
り
か
ら
、遣
唐
使
派
遣
の
危
惧
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
道
真
の
報
告
も
、

唐
の
状
況
を
今
少
し
、
眺
め
て
お
い
た
方
が
良
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
公
務
上
の

役
目
と
し
て
上
奏
し
た
も
の
で
、
私
情
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
こ
と
に
徹
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。
そ

れ
も
、
非
難
の
対
象
に
な
っ
た
。

　

自
分
が
行
き
た
く
な
い
た
め
に
、
派
遣
を
取
り
や
め
る
こ
と
を
進
言
し
た
と
噂
さ
れ
た
。

（
宇
多
天
皇
に
も
、
本
心
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
）

　

道
真
自
身
の
本
心
は
、
誰
に
も
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
を
歯
が
ゆ
く
も
あ
り
、
ま
た
、
露
骨
に
主

張
す
る
こ
と
も
憚
ら
れ
た
。
公
式
的
な
報
告
を
終
え
た
後
に
、

（
そ
れ
で
も
唐
に
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物
は
い
る
の
だ
。
唐
に
渡
ら
な
け
れ
ば
、
す
べ
て

は
始
ま
ら
な
い
）

　

と
、
心
の
中
で
訴
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
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「
遣
唐
使
は
、
も
う
派
遣
さ
れ
な
い
の
で
す
か
」

　

時
平
が
、
宇
多
天
皇
に
確
認
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
派
遣
を
止
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
期
を
見
張
ら
か
っ
て
い
る
」

　

時
平
は
、
道
真
が
唐
に
早
く
渡
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
遣
唐
大
使
の
ま
ま
で
、

右
大
臣
に
登
り
詰
め
て
し
ま
っ
た
。

（
ま
さ
か
、
上
皇
に
計
ら
れ
た
の
で
は
。
道
真
は
、
あ
れ
ほ
ど
行
き
た
い
と
確
か
奏
上
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
）

　

そ
う
思
う
と
同
時
に
、
逆
に
、
藤
原
系
で
は
な
い
宇
多
天
皇
が
、
譲
位
し
た
こ
と
に
何
か
安
堵

を
覚
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
時
平
は
、
何
と
か
こ
の
事
態
を
打
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

さ
れ
ど
遣
唐
使
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
時
期
、
宇
多
天
皇
に
は
、
道
真
の
娘
が
嫁
い
で
い
る
斉と
き

世よ

親
王
が
い
た
が
、
こ
の
親
王
に

譲
位
す
る
こ
と
は
、
余
り
に
も
露
骨
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

第
一
親
王
で
あ
る
藤
原
系
の
敦
仁
親
王
に
譲
位
し
た
。

「
あ
く
ま
で
も
、
第
一
親
王
で
す
」

　

こ
の
譲
位
の
年
に
亡
く
な
っ
た
源
能
有
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
能
有
の
複
雑
な
心
境
が

表
れ
て
い
る
。同
じ
く
こ
の
年
に
亡
く
な
っ
た
兄
の
惟
喬
親
王
の
こ
と
を
思
っ
て
の
言
葉
で
あ
る
。

惟
喬
親
王
は
、
第
一
親
王
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
当
時
の
右
大
臣
藤
原
良
房
の
前
に
、
天
皇
に
即
位

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
無
念
の
思
い
を
傍
に
い
た
能
有
は
、
知
っ
て
い
る
。

　

惟
喬
親
王
だ
け
で
は
な
く
て
、
父
の
文
徳
天
皇
の
嘆
き
も
感
じ
て
い
た
。

（
藤
原
家
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
天
皇
の
上
に
君
臨
し
て
い
る
）

　

そ
の
時
に
、
能
有
の
心
に
は
、
怒
り
と
い
う
よ
り
も
、
暗
い
闇
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
た
。
こ

れ
が
、
道
真
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。

　

道
真
は
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
て
い
る
。
書
を
根
気
よ
く
読
ん
で
、
少
し
眠
気
に
襲
わ
れ
た
。
眠

気
か
ら
覚
め
る
と
、
こ
の
書
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
紀
三
津
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
。
前
回
の
承

和
の
遣
唐
使
派
遣
の
際
に
、
事
前
に
新
羅
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
遣
唐
使
が
風
浪
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の
た
め
新
羅
に
漂
着
し
た
ら
、
救
助
を
お
願
い
す
る
と
の
使
い
で
あ
り
、
一
つ
の
礼
儀
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
新
羅
は
、
素
直
に
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
紀
三
津
を
遣
新
羅
使
と
認
め
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

（
何
故
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）

　

新
羅
は
、
故
意
に
日
本
と
の
交
流
を
棄
て
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
傾
向
は
、
更
に
強
く
な
っ
て
い
る
。
紀
三
津
の
そ
の
後
の
こ
と
も
調
べ
さ
せ
た
が
、
す
で

に
亡
く
な
っ
て
い
た
。
帰
国
後
、
使
命
を
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
処
罰
を
受
け
て
、
失
意
の
中
で
、

亡
く
な
っ
た
。

「
新
羅
は
、
我
が
国
が
百
済
の
人
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
国
だ
と
思
っ
て
い
る
。
新
羅
が
滅
ぼ
し
た

百
済
で
あ
る
」

　

紀
三
津
が
、
失
意
の
中
で
何
度
も
家
族
に
漏
ら
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　

道
真
は
、
今
、
六
十
年
前
の
前
回
の
承
和
の
遣
唐
使
に
つ
い
て
、
何
か
喉
に
刺
が
刺
さ
っ
て
い

る
よ
う
に
、
飲
み
込
め
な
い
も
の
が
残
っ
た
。
二
回
も
渡
海
に
失
敗
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
副
使

の
小
野
篁
が
、
任
務
を
放
棄
し
て
い
る
。
逃
亡
者
も
出
て
い
る
。
そ
れ
と
、
更
に
そ
の
前
の
延
暦

の
遣
唐
使
で
は
、
結
局
大
使
は
、
病
気
の
た
め
に
渡
海
せ
ず
に
、
副
使
が
代
理
と
な
っ
た
が
、
結

局
、
帰
国
の
際
に
海
の
藻
屑
と
消
え
た
。

（
遣
唐
使
に
は
、
大
き
な
志
と
と
も
に
、
死
を
恐
れ
な
い
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
）

　

道
真
に
は
、
今
、
そ
れ
が
あ
る
。

　

で
も
、
続
日
本
後
紀
を
読
ん
で
、
も
っ
と
大
き
な
と
こ
ろ
で
、
心
の
中
に
、
暗
雲
が
見
る
見
る

う
ち
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
感
じ
た
。
で
も
、
そ
の
中
で
、
大
き
な
方
向
が
見
え
て
、
そ

の
方
向
に
舵
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
覚
悟
も
で
き
て
き
た
。

　

前
回
の
承
和
の
遣
唐
使
の
こ
と
を
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、
道
真
は
、
複
雑
な
気
持
ち
に
な
っ

た
。

（
唐
へ
の
義
理
立
て
し
か
な
い
）

　

遣
唐
使
派
遣
の
効
果
は
、
当
初
遣
隋
使
か
ら
始
ま
っ
て
、
藤
原
京
、
平
城
京
の
奈
良
時
代
の
律

令
国
家
の
建
設
に
制
度
の
導
入
と
国
家
鎮
護
の
た
め
の
仏
教
導
入
の
た
め
に
大
き
な
も
の
が
あ
っ

た
。
で
も
、
今
は
、
商
人
や
私
度
僧
な
ど
が
自
由
に
唐
や
新
羅
に
渡
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

大
陸
か
ら
頻
繁
に
商
人
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
船
の
航
行
も
安
全
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
遣
唐
使
と
い
う
国
家
的
事
業
で
航
行
す
る
場
合
、
多
人
数
と
な
り
、
大
き
な
船
が
必
要
と
な
っ
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て
い
る
。

（
大
き
な
船
は
、
波
浪
な
ど
の
影
響
が
大
き
く
な
る
）

　

こ
の
当
時
の
大
き
な
船
は
、
荒
波
に
脆
く
な
る
。
大
き
な
船
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
安
全
度
が
下

が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
し
て
、
今
、
国
家
が
唐
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
な
い
。
今
は
、
唐

か
ら
学
ん
だ
制
度
の
運
用
を
適
正
に
し
て
い
く
こ
と
に
、
心
を
砕
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
内

で
の
改
革
に
専
心
す
る
こ
と
が
肝
要
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
と
前
回
の
派
遣
が
、
二
回
の
渡
航
失
敗
に
も
拘
わ
ら
ず
、
強
行
さ
れ
た
こ
と
に
道
真
は
疑

念
を
も
っ
た
。

（
天
皇
の
意
思
だ
ろ
う
か
）

　

遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
れ
ば
、
莫
大
な
費
用
が
掛
か
る
。
増
し
て
、
前
回
は
、
再
三
の
船
の
修
理

な
ど
そ
の
費
用
は
、
民
の
過
酷
な
税
と
労
役
が
な
け
れ
ば
、
実
行
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
副
使

小
野
篁
は
、
最
後
の
出
発
の
と
き
に
、
乗
船
を
拒
否
し
た
。

（
大
使
藤
原
常
嗣
と
の
確
執
と
い
う
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
）

　

道
真
は
、
あ
る
顔
を
思
い
浮
か
べ
た
。

「
こ
の
度
は
、
大
使
の
御
役
目
、
誠
に
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　

そ
の
顔
は
、
口
元
に
い
く
ら
か
の
笑
み
が
あ
っ
た
。
時
平
は
、
な
お
も
続
け
た
。

「
自
ら
名
乗
り
を
上
げ
た
こ
と
、
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
や
は
り
、
道
真
殿
は
、
天

皇
が
信
頼
す
る
だ
け
の
器
量
で
す
」

　

こ
の
時
、
前
回
の
遣
唐
使
派
遣
の
時
代
は
、
時
平
の
祖
父
良
房
が
台
頭
し
た
こ
と
を
直
感
的
に

覚
え
た
。

　

道
真
は
、
天
台
請し

ょ
う

益え
き

僧そ
う

円
仁
の
書
い
た
「
入
唐
求
法
巡
行
記
」
を
読
ん
で
い
た
。
円
仁
が
、

承
和
の
遣
唐
使
に
加
わ
っ
た
さ
い
に
、
克
明
に
書
い
た
滞
在
日
記
で
あ
る
。
請
益
僧
と
は
、
留
学

僧
と
は
違
っ
て
、
短
期
の
滞
在
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
円
仁
ぐ
ら
い
か
、
自
分
の
目
的
を
果
た
し
た
の
は
）

　

円
仁
が
、
唐
に
渡
り
、
そ
し
て
帰
国
で
き
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
奇
跡
に
近
い
。

　

遣
唐
使
の
一
行
と
は
い
っ
し
ょ
に
帰
国
せ
ず
に
、
請
益
僧
と
は
言
い
な
が
ら
、
唐
に
結
局
十
年

近
く
滞
在
し
て
自
分
の
思
い
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
帰
国
し
た
い
時
に
は
、
そ
れ
を
許
さ
れ
な

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
天
は
味
方
し
た
。
時
の
皇
帝
が
仏
教
を
排
斥
し
た
。
政
治
状
況
の
変
化

の
中
で
、
奇
跡
的
に
も
国
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
運
命
で
あ
っ
た
。
道
真
は
、
円
仁
の

巡
行
記
の
中
に
、
遣
唐
大
使
の
藤
原
常
嗣
や
副
使
の
小
野
篁
に
つ
い
て
の
何
か
客
観
的
な
記
録
が
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な
い
か
を
探
し
た
。
そ
れ
と
、
こ
の
時
の
遣
唐
使
に
対
す
る
円
仁
の
主
観
的
な
評
価
も
無
い
か
ど

う
か
時
間
を
掛
け
て
詳
し
く
読
ん
だ
が
、
唐
に
お
け
る
自
分
の
巡
行
を
克
明
に
述
べ
て
い
る
だ
け

で
、
道
真
が
期
待
す
る
政
治
的
な
記
録
は
何
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
大
使
常
嗣
の
円
仁
に
対
す
る

求
法
の
許
可
に
つ
い
て
、
大
変
熱
心
な
行
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
熱
心
さ
は
、
異
常
と
言
っ

て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
大
使
の
す
べ
て
の
使
命
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
唯
一

の
使
命
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。

　

道
真
の
心
に
何
か
腑
に
落
ち
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
今
回
の
派
遣
決
定
の
折
に
は
、
比
叡
山
や

高
野
山
か
ら
の
宗
教
的
立
場
か
ら
の
強
い
働
き
掛
け
は
、
何
も
な
い
。

（
円
仁
は
、
師
の
最
澄
、
そ
し
て
空
海
へ
の
思
い
が
強
く
、
唐
に
渡
る
こ
と
は
寧
ろ
自
分
が
働
き

か
け
る
ほ
ど
の
熱
意
で
あ
っ
た
の
か
）

　

円
仁
に
話
も
聞
き
た
か
っ
た
が
、
す
で
に
三
十
年
ほ
ど
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
二
百
名
以
上

の
犠
牲
者
が
出
て
い
る
前
回
の
遣
唐
使
に
、
何
の
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
や
た
ら
惜
し
い
人
材
が
、
海
の
藻
屑
に
消
え
た
だ
け
で
は
な
い
か
）

　

大
使
常
嗣
も
帰
国
後
、
一
年
も
経
た
ず
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
四
十
五
歳
で
あ
る
。

（
過
酷
な
任
務
を
果
た
し
、
気
が
落
ち
た
の
か
）

　

唐
に
渡
る
こ
と
を
拒
否
し
た
篁
は
、
そ
の
後
許
さ
れ
て
、
参
議
に
ま
で
登
っ
て
い
る
。
何
か
釈

然
と
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
朝
廷
側
で
、
何
か
過
酷
な
運
命
を
強
い
る
こ
の
遣
唐
使
派
遣
に
後

ろ
め
た
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
疑
念
が
、
ど
う
し
て
も
道
真
の
心
に
湧
き
あ

が
っ
て
く
る
。

　

そ
う
い
う
気
持
ち
は
、円
仁
の
「
入
唐
求
法
巡
行
記
」
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、湧
き
上
っ
て
く
る
。

そ
れ
と
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
気
に
な
る
記
録
が
あ
る
。
下
痢
を
起
こ
す
者
が
多
い
の
で
あ
る
。
た

く
さ
ん
の
者
が
そ
う
だ
か
ら
、
個
人
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
水
が
悪
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
唐
か
ら
の
商
人
た
ち
か
ら
も
聞
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

（
文
明
が
発
達
す
る
と
こ
ろ
は
、
苛
酷
な
自
然
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
）

　

そ
う
思
う
と
、
道
真
は
、
あ
る
人
物
を
心
配
し
た
。

（
そ
う
い
え
ば
、
尋
峻
は
、
も
う
唐
に
渡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
れ
か
ら
尋
ね
て
こ
な
い
。
朝

廷
を
当
て
に
し
て
い
な
い
の
だ
）

　

尋
峻
の
最
後
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
た
。

「
唐
に
渡
ら
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
何
も
始
ま
ら
な
い
」

　

円
仁
も
こ
う
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
読
み
疲
れ
た
眠
い
目
を
こ
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す
っ
た
。

道
真
の
上
奏

「
何
、
道
真
が
、
遣
唐
使
派
遣
に
異
議
を
申
し
た
と
」

　

い
つ
も
笑
み
を
携
え
て
い
る
時
平
の
目
は
、
表
情
を
失
っ
た
。

　

あ
れ
ほ
ど
、
自
ら
、
遣
唐
使
を
の
ぞ
ん
で
い
た
は
ず
の
道
真
が
、
急
遽
態
度
を
変
え
て
、
宇
多

天
皇
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
上
奏
し
た
こ
と
が
、
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
道
真
が
、
唐
に
渡
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
か
な
り
の
危
険
が
伴
う
。
時
平
が
手
を
下
さ
な
く
と
も
、
道
真
は
こ
の
世
か
ら
消

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
な
く
と
も
、
長
期
の
派
遣
の
間
、
朝
廷
を
不
在
と
す
る
の
で
、
時

平
は
自
分
の
体
制
を
固
め
ら
れ
る
。
道
真
に
邪
魔
さ
れ
ず
に
、自
分
の
思
い
と
お
り
事
を
運
べ
る
。

　

時
平
は
、
早
速
、
天
皇
に
会
っ
た
。

「
何
で
も
、
道
真
殿
が
、
遣
唐
使
の
廃
止
を
訴
え
ら
れ
た
と
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
な
り

ま
せ
ぬ
。
道
真
殿
と
も
あ
ろ
う
お
方
が
、
自
分
の
保
身
の
た
め
に
、
国
家
の
使
命
を
投
げ
だ
さ
れ

る
と
は
」

　

そ
う
一
気
に
ま
く
し
あ
げ
た
後
、
時
平
は
、
高
笑
い
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
宇
多
天
皇
の
表
情
が
冴
え
な
い
。
無
言
の
ま
ま
で
あ
る
。
何
か
を
言
い
た
そ

う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
言
葉
を
飲
み
込
ん
だ
。

　

そ
れ
を
見
て
、
時
平
は
、
畳
み
か
け
た
。

「
派
遣
中
止
は
、
天
皇
の
権
威
に
泥
を
塗
り
ま
す
。
こ
の
際
、
即
刻
、
派
遣
の
儀
式
を
執
り
行
う

べ
き
で
す
」

「
…
…
」

　

天
皇
は
、
苦
渋
の
表
情
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

時
平
は
、
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
に
、
満
足
な
笑
み
を
零
し
て
、
清
涼
殿
を
引
き
下
っ
た
。

　

そ
の
後
ろ
姿
を
見
な
が
ら
、
宇
多
天
皇
は
、
ど
う
し
て
も
藤
原
氏
の
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
時
平
は
、
藤
原
氏
を
背
負
っ
て
い
る
。
こ
の
藤
原
氏
の
過
去
の
威
勢
で
も
っ
て
、
威
圧
し
て

い
る
。

　

天
皇
に
は
、
自
分
の
上
に
垂
れ
込
め
る
よ
う
な
厚
い
暗
雲
で
し
か
な
い
。
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（
脅
し
の
つ
も
り
か
）

　

ど
う
し
て
も
、
素
直
に
、
時
平
の
言
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
上
奏
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
藤
原
氏
に
屈
伏
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て

も
避
け
た
い
。
藤
原
氏
が
天
皇
の
上
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
時
平
の
祖
父
で
あ
る

藤
原
良
房
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。
そ
の
時
代
に
、前
回
の
承
和
の
遣
唐
使
派
遣
が
あ
っ
た
。

二
回
の
渡
航
の
失
敗
に
も
拘
わ
ら
ず
、
強
行
さ
れ
た
。

　

今
の
時
平
の
余
韻
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
の
余
韻
の
中
に
、
良
房
が
浮
か
ん
だ
。

（
あ
の
と
き
に
、
強
行
し
た
の
も
良
房
の
意
見
で
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
）

　

そ
れ
は
、
道
真
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

道
真
は
、
承
和
の
遣
唐
使
の
状
況
を
詳
し
く
宇
多
天
皇
に
説
明
し
た
。

　

二
度
の
渡
航
の
失
敗
に
も
拘
わ
ら
ず
、
天
皇
が
あ
く
ま
で
も
強
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由

を
詳
し
く
説
明
し
た
。

　

宇
多
天
皇
は
、
先
ほ
ど
言
い
た
い
こ
と
だ
け
言
っ
て
引
き
下
っ
た
時
平
の
背
中
に
、
良
房
の
こ

と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
そ
の
時
に
、
ふ
と
不
安
が
過
ぎ
っ
て
、
眩
暈
が
し
た
。

良
房
の
時
代
に
は
、
伴

と
も
の

健こ
わ

岑み
ね

と
橘
た
ち
ば
な
の

逸は
や

勢な
り

の
追
い
落
と
し
が
あ
っ
た
。
藤
原
氏
の
行
く
手
を
阻
む

も
の
は
、
容
赦
し
な
い
。
そ
れ
が
、
中
臣
鎌
足
か
ら
連
綿
と
伝
わ
る
藤
原
氏
の
遺
伝
子
と
も
云
う

も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
道
真
の
こ
と
が
瞼
に
浮
か
ん
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
、
天
皇
の
足
が
前
に
進
ま
な
く

な
っ
た
。

密
　
約

　

宇
多
上
皇
は
、
道
真
の
大
宰
府
の
境
遇
を
伝
え
聞
い
て
い
た
。

（
ま
さ
か
、
こ
う
な
る
と
は
）

　

自
分
が
上
皇
に
な
っ
て
、
院
政
を
早
め
に
布
い
て
、
藤
原
氏
を
牽
制
す
る
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
良
房
の
時
に
起
こ
っ
た
よ
う
な
政
変
は
阻
止
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
息
子

の
醍
醐
天
皇
に
は
、
特
に
人
事
の
こ
と
は
、
大
事
で
あ
る
か
ら
く
れ
ぐ
れ
も
相
談
す
る
よ
う
に
、

言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
道
真
の
人
事
の
こ
と
は
、
寝
耳
に
水
で
あ
る
。
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醍
醐
天
皇
は
、
す
で
に
時
平
の
こ
と
を
い
う
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
し
、
も
う
そ
の
勢
い
に

逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

（
醍
醐
天
皇
は
、
天
皇
家
で
は
な
く
、
藤
原
氏
の
一
族
な
の
だ
）

　

宇
多
上
皇
は
、
こ
れ
に
気
が
付
い
て
、
虚
脱
感
を
覚
え
た
。

　

何
と
か
、
そ
う
い
う
状
況
だ
け
は
避
け
よ
う
と
し
て
、
道
真
を
右
大
臣
に
し
た
。

「
折
角
の
こ
と
な
が
ら
、
恐
れ
お
お
く
て
、
こ
れ
を
拝
命
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」

　

道
真
は
、
こ
う
申
し
出
た
時
に
、
宇
多
上
皇
は
、
こ
れ
を
、
慣
例
上
の
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

　

一
度
な
ら
ず
、
再
三
再
四
、
道
真
の
上
奏
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
も
、
周
囲
に
妬
み
に
対
す
る
ひ

と
つ
の
処
方
だ
と
考
え
て
い
た
。
一
度
、
出
さ
れ
た
辞
令
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
無
い
限
り
、
撤

回
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
人
事
に
対
す
る
不
満
は
、
切
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

道
真
の
場
合
は
、
好
遇
に
対
す
る
辞
退
の
意
思
で
あ
る
が
、
誰
も
が
こ
れ
を
慣
例
上
の
こ
と
だ
と

疑
わ
な
か
っ
た
。
寧
ろ
、
逆
に
、
何
度
も
繰
り
返
す
の
で
、
右
大
臣
と
い
う
地
位
を
誇
っ
て
い
る

か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
。
他
の
官
僚
た
ち
は
、顔
を
し
か
め
る
始
末
で
あ
る
。
道
真
は
、迷
っ

て
い
た
が
、
辞
退
は
本
気
で
あ
っ
た
。
宇
多
上
皇
の
意
思
を
受
け
て
、
時
平
と
対
抗
す
る
に
も
、

敵
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
律
令
制
度
の
改
革
自
体
が
、
そ
れ
で
は
円
滑
に
行
か
な
い
。
そ
れ
が
大

き
い
と
考
え
て
い
る
。

　

例
え
、
地
位
が
高
く
て
も
、
そ
れ
で
は
、
梯
子
を
外
さ
れ
る
。

（
ど
う
も
坐
り
が
、
悪
い
）

　

道
真
の
と
こ
ろ
に
く
る
官
僚
た
ち
が
、
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
に
、
嫌
な
噂
を
耳
に

し
た
。

　

そ
れ
は
、
息
子
の
高た

か

視み

が
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
父
上
、
朝
廷
で
は
、
唐
へ
の
大
使
も
拒
否
し
て
、
右
大
臣
に
な
ら
れ
た
。
こ
れ
で
は
、
教
育
を

司
る
菅
原
家
の
立
場
が
危
う
く
な
り
ま
す
」

　

息
子
は
、
大
学
頭
で
あ
る
。
立
場
上
、
辛
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
や
は
り
そ
う
か
」

　

ぽ
つ
り
と
道
真
は
、
つ
ぶ
や
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
目
を
高
視
か
ら
逸
ら
し
た
。

　

立
ち
上
が
り
、
庭
の
見
え
る
縁
に
ま
で
足
を
運
ん
だ
。
庭
に
は
、
花
の
な
い
梅
の
木
が
あ
る
。

そ
の
木
に
、
花
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
好
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
梅
の
香
り
が
、
今
に
も
風
に

運
ば
れ
て
飛
ん
で
き
そ
う
な
気
が
し
た
。

「
遣
唐
使
の
こ
と
は
、
何
と
か
誤
解
の
な
い
よ
う
に
、
決
着
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
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そ
れ
は
高
視
に
語
り
か
け
る
の
で
な
く
て
、
独
り
言
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し
て
、大
宰
府
大
弐
の
沙
汰
が
下
っ
た
。
全
く
一
方
的
な
措
置
で
あ
っ
た
。

流
刑
で
は
な
い
。
一
つ
の
人
事
で
あ
っ
た
。

　

左
遷
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
は
る
か
に
越
え
た
ほ
と
ん
ど
流
刑
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
や
は
り
遣
唐
使
の
こ
と
か
）

　

ほ
と
ん
ど
直
感
的
に
そ
う
思
っ
た
。

　

今
回
の
流
刑
に
近
い
措
置
は
、
道
真
に
、
宇
多
上
皇
を
凋
落
し
て
、
醍
醐
天
皇
を
廃
し
、
自
分

の
女
婿
で
あ
る
斉と

こ

世よ

親
王
を
天
皇
に
す
る
企
て
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
耳
に
し
て
、
道
真
は
、
庭
の
梅
の
木
を
眺
め
な
が
ら
、
思
わ
ず
嘆
息
し
た
。

（
否
、
そ
う
で
は
な
い
。
根
は
、
遣
唐
使
の
派
遣
中
止
の
こ
と
な
の
だ
）

　

人
間
の
心
に
渦
巻
く
闇
の
深
さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。

　

遣
唐
使
派
遣
の
こ
と
で
、
道
真
は
、
昔
を
思
い
出
し
て
い
た
。
右
大
臣
源
能
有
が
存
命
の
時
で

あ
る
。
宇
多
天
皇
と
能
有
に
道
真
が
呼
ば
れ
た
。

「
遣
唐
使
派
遣
を
決
定
す
る
」

　

道
真
が
、
最
初
に
能
有
か
ら
そ
れ
を
聞
い
た
。

「
こ
こ
か
ら
が
、
大
事
な
こ
と
だ
。
こ
の
三
者
以
外
に
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
」

　

能
有
の
言
葉
に
、
宇
多
天
皇
は
、
黙
っ
た
ま
ま
だ
。

　

大
使
に
は
、
道
真
を
任
命
す
る
こ
と
も
言
わ
れ
た
。

　

道
真
に
と
っ
て
、
余
り
に
唐
突
な
の
で
、
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
い
。
戸
惑
う
だ
け
で
あ
る
。

遣
唐
使
派
遣
は
、
前
回
か
ら
す
で
に
六
十
年
近
く
が
経
過
し
て
い
る
。
実
質
的
に
は
、
廃
止
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
誰
も
が
、
も
う
遣
唐
使
は
、
終
わ
っ
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。

道
真
自
身
、
遣
唐
使
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と
も
あ
る
が
、
前
回
の
こ
と
を
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、

そ
れ
が
膨
大
な
費
用
の
割
に
は
、何
を
も
た
ら
し
た
の
か
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
そ
う
ま
で
し
て
、

何
故
、
実
行
さ
れ
た
の
か
。
調
べ
る
と
、
あ
る
人
物
が
、
出
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
ま

で
道
真
自
身
の
心
に
納
め
た
ま
ま
だ
。
道
真
に
と
っ
て
、
遣
唐
使
の
派
遣
は
、
今
の
時
代
に
は
、

あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
ひ
常
々
思
っ
て
い
た
。
阿
衡
事
件
の
時
に
、
鋭
く
藤
原
基
経
に
噛
み

つ
い
た
の
も
、
潜
在
的
に
そ
の
こ
と
が
心
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
藤
原
氏
の
思
い
と
お
り
に
は
、
絶
対
に
さ
せ
な
い
）
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前
回
の
遣
唐
使
の
時
は
、
基
経
の
父
良
房
の
時
代
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
決
定
で
、
時
平
は
満
足
す
る
だ
ろ
う
」

　

能
有
の
自
信
に
満
ち
た
言
葉
で
あ
る
。

　

時
平
は
、
自
分
の
時
代
に
遣
唐
使
派
遣
を
自
分
の
発
案
で
決
定
し
た
い
。
そ
れ
は
、
祖
父
良
房

の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
藤
原
家
の
中
で
も
、
自
分
の
正
統
性
を
保
ち
た
い

の
だ
。

「
そ
れ
に
、
こ
の
決
定
で
唐
に
も
顔
が
立
つ
」

　

能
有
は
、
自
信
に
溢
れ
た
気
持
ち
で
あ
る
。

「
で
も
、
決
定
さ
れ
れ
ば
、
い
ず
れ
実
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
」

　

道
真
の
問
い
に
、
能
有
も
宇
多
天
皇
も
体
を
乗
り
出
す
よ
う
に
、
同
じ
言
葉
が
飛
び
出
し
た
。

「
そ
こ
が
、
問
題
だ
」

　

そ
れ
か
ら
、
お
互
い
が
顔
を
見
合
せ
て
、
そ
の
あ
と
は
、
能
有
が
続
け
た
。

「
留
学
僧
か
ら
の
伝
え
に
よ
れ
ば
、
今
、
我
が
朝
廷
が
も
う
六
十
年
近
く
朝
貢
を
し
て
い
な
い
こ

と
を
唐
が
咎
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
そ
う
で
あ
る
。
咎
め
立
て
し
て
、
軍
を
興
し
、
我
が

国
を
攻
め
る
な
ど
、
考
え
ら
れ
な
い
」

　

こ
れ
に
は
、
道
真
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
反
抗
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
我

が
国
を
攻
め
る
な
ど
、
中
華
を
誇
る
大
国
の
唐
は
、
到
底
考
え
も
し
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
す
で

に
我
が
国
に
対
し
て
は
、
属
国
意
識
で
い
る
。
そ
れ
と
、
唐
で
は
、
朝
貢
し
て
き
た
国
に
は
、
そ

れ
な
り
の
褒
美
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
大
変
で
あ
る
。
海
に
隔
て
ら
れ
た
遠
い
東

の
果
て
に
あ
る
日
本
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な
ど
、
と
て
も
此
方
が
心
配
す
る
ほ
ど
何
も
な
い
。

　

そ
こ
で
、
宇
多
天
皇
が
、
話
に
割
っ
て
入
る
よ
う
に
、
問
い
た
だ
し
た
。

「
と
こ
ろ
で
、
道
真
。
今
、
唐
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
る
か
。
遣
唐
使
の
派
遣
の

実
益
は
あ
る
の
か
」

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
道
真
も
既
に
長
く
考
え
て
い
た
。

　

前
回
の
承
和
の
遣
唐
使
の
こ
と
を
じ
っ
く
り
道
真
な
り
に
、
費
用
対
効
果
を
計
算
し
て
い
た
。

前
回
の
遣
唐
使
派
遣
に
つ
い
て
、宇
多
天
皇
に
兼
ね
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
説
明
し
た
。
最
後
に
、

道
真
が
、
残
し
た
言
葉
に
、
宇
多
天
皇
は
感
じ
入
る
も
の
が
あ
っ
た
。

「
こ
れ
か
ら
は
、
唐
の
悪
い
こ
と
し
か
、
学
ば
な
い
で
し
ょ
う
。
唐
の
模
倣
は
、
唐
に
は
優
れ
な

い
こ
と
で
す
。
唐
を
越
え
ら
れ
ず
、
二
流
国
で
し
か
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
日
本
が
唐
の
制
度
を

越
え
る
べ
き
こ
と
を
目
標
に
す
べ
き
で
す
」



23 遣唐大使　道真

　

道
真
は
、
最
後
に
こ
れ
を
述
べ
て
、
こ
の
朝
貢
を
始
め
た
人
物
の
こ
と
を
考
え
た
。

　

聖
徳
太
子
で
あ
る
。

「
遣
隋
使
と
し
て
聖
徳
太
子
が
始
め
て
か
ら
、
既
に
三
百
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
。
そ
の
間
、

既
に
十
回
以
上
の
派
遣
を
行
い
ま
し
た
。
膨
大
な
税
金
と
多
大
な
犠
牲
を
払
っ
て
、
隋
、
唐
の
国

か
ら
学
び
ま
し
た
。
太
子
は
、
国
を
治
め
る
基
本
を
仏
教
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
仏
教
の
教
理
を

学
ぼ
う
と
し
た
の
で
す
。
今
日
本
は
、
そ
の
仏
教
の
鎮
護
国
家
と
し
て
、
唐
よ
り
も
仏
教
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
律
令
制
度
も
学
び
ま
し
た
。
で
も
、
こ
れ
ら
を
運
用
す
る
の
は
、
す

べ
て
時
の
為
政
者
で
す
」

「
為
政
者
次
第
と
い
う
の
か
」

「
す
べ
て
が
そ
う
で
す
。
正
し
く
他
者
の
た
め
に
、
弱
者
の
た
め
に
運
用
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

ど
ん
な
精
巧
な
制
度
で
も
権
力
者
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
聖
徳

太
子
は
、
こ
の
制
度
を
始
め
た
の
で
す
」

「
そ
の
役
目
は
終
わ
っ
た
と
云
う
の
か
」

「
そ
う
と
は
、
申
し
上
げ
て
お
り
ま
せ
ん
。
よ
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
も
学
べ
ば
よ
い
が
、

今
、
唐
に
多
大
な
犠
牲
を
払
っ
て
ま
で
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
お
そ
ら
く
な
い
と
い
う
の
が
現
実
で

す
」

　

宇
多
天
皇
は
、
源
能
有
の
ほ
う
を
見
た
。

「
道
真
殿
。
我
々
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
」

　

そ
こ
で
、
能
有
は
、
意
外
な
こ
と
を
道
真
に
打
ち
分
け
た
。

　

今
後
の
方
策
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
、
藤
原
時
平
の
こ
と
が
思
い
浮
か
ば
れ
た
。

「
道
真
。
そ
な
た
が
恨
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど
う
か
」

　

そ
の
天
皇
の
言
葉
に
、
道
真
は
、
こ
の
場
合
、
た
だ
た
だ
深
く
頭
を
下
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

頭
を
下
げ
な
が
ら
も
、
自
分
の
本
心
に
気
が
付
い
て
い
た
。

（
唐
に
渡
ら
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
何
も
始
ま
ら
な
い
）

　

頭
を
垂
れ
な
が
ら
、
道
真
は
、
何
度
も
何
度
も
こ
の
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
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