
井
上
靖
『
天
平
の
甍
』
論

―
書
き
換
え
ら
れ
た
『
東
征
伝
』

―

山　
　

田　
　

哲　
　

久

は
じ
め
に

　

鑒
真
招
請
の
経
緯
を
描
い
た
井
上
靖
『
天
平
の
甍
』
は
『
中
央
公
論
』
一
九

五
七
年
三
月
号
（
第
七
二
年
第
三
号
）
か
ら
同
年
八
月
号
（
第
七
二
年
第
一
〇

号
）
に
か
け
て
連
載
さ
れ
、
そ
の
後
多
く
の
改
稿
を
経
て
『
天
平
の
甍
』（
一

九
五
七
年
一
二
月
、
中
央
公
論
社
）
と
し
て
単
行
本
化
さ
れ
た
。
作
者
で
あ
る

井
上
靖
は
「「
天
平
の
甍
」
の
歴
史
小
説
と
し
て
の
成
果①
」
に
よ
っ
て
、
昭
和

三
二
年
度
（
第
八
回
）
の
芸
術
選
奨
を
授
賞
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
現
代
小

説
や
時
代
小
説
を
多
く
発
表
し
て
い
た
井
上
が
、
そ
れ
ら
と
意
識
的
に
区
別
し

て
「
歴
史
小
説
」
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
天
平
の
甍
』
の
好
評
以
降

で
あ
り
、
作
者
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
作
品
と
言
え
よ
う
。

　

発
表
当
初
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
は
そ
の
文
体
と
井
上
の
資
料
へ
の
向
き
合
い

方
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
小
松
伸
六
は
「
在
来
の
井
上
フ
ァ
ン
で
は
つ
い
て
ゆ

け
な
い
煩
瑣
な
記
録
、
お
ど
ろ
く
べ
き
資
料
の
考
証
、
史
実
へ
の
検
討②
」
を
読

み
取
り
、
福
永
武
彦
は
そ
の
文
体
に
つ
い
て
「
な
る
べ
く
資
料
に
語
ら
せ
る
方

針③
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
伯
彰
一
は
物
語
の
特
徴
を
「
ゆ
る
が
ぬ
歴
史

的
な
ワ
ク
組
」
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
「
客
観
的
な
記
述
体
」「
淡
々
た

る
年
代
記
的
な
記
述
」
で
あ
る
と
述
べ
る④
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
同
時
代
的
な

評
価
は
「
鑑
真
に
関
す
る
部
分
は
、『
東
征
伝
』
の
翻
訳⑤
」
で
あ
る
と
す
る
山

田
博
光
や
、
そ
の
文
体
を
「
鷗
外
の
史
伝
に
見
る
よ
う
な
簡
潔
な
記
事
文
体⑥
」

と
す
る
村
松
定
孝
の
評
価
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、『
天
平
の
甍
』

は
、
そ
れ
ま
で
の
井
上
作
品
と
は
異
な
る
歴
史
小
説
で
あ
り
、
そ
の
変
化
が
文

体
と
資
料
と
の
関
わ
り
の
中
で
意
味
付
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
『
天
平
の
甍
』
執
筆
の
中
心
的
な
典
拠
と
な
っ

た
の
が
、
物
語
本
文
に
も
そ
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
淡
海
三
船
『
唐
大
和

上
東
征
伝
』（
以
下
『
東
征
伝
』）
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
井
上
が
『
天
平

井
上
靖
『
天
平
の
甍
』
論
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の
甍
』
と
『
東
征
伝
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で

あ
る⑦
。小

説
『
天
平
の
甍
』
は
こ
う
し
た
「
東
征
伝
」
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
を

小
説
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
説
化
す
る
に
当
た
っ
て
、
正
直
な
と
こ
ろ

私
は
も
う
こ
れ
に
何
も
つ
け
加
え
る
も
の
は
な
い
と
思
っ
た
。「
東
征
伝
」

に
名
前
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
何
人
か
の
人
物
に
血
と
肉
を
与
え
る
仕
事
が

作
家
と
し
て
の
私
に
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。

（
傍
線
引
用
者
・
以
下
同
）

　

こ
こ
で
は
『
天
平
の
甍
』
が
『
東
征
伝
』
を
「
小
説
化
」
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
小
説
化
す
る
に
当
た
っ
て
、
正
直
な
と
こ
ろ
私
は
も
う
こ
れ
に
何
も
つ
け
加

え
る
も
の
は
な
い
と
思
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
東
野
治
之
が

「『
東
征
伝
』
を
丁
寧
に
ト
レ
ー
ス
し
て
書
か
れ
た
井
上
靖
の
名
作
、『
天
平
の

甍
』
な
ど
に
接
す
る
ほ
う
が
、
実
感
を
持
っ
て
（
渡
日
の
苦
労
を
―
引
用
者

注
）
追
体
験
で
き
る
と
思
う⑧
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
天
平
の
甍
』
が

『
東
征
伝
』
を
「
丁
寧
に
ト
レ
ー
ス
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
現
在

に
お
い
て
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

例
え
ば
、
槇
林
滉
二
が
「
作
品
の
主
要
な
人
物
、
事
件
は
、
そ
れ
ら
の
殆
ど

が
原
典
に
拠
っ
て
い
る⑨
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
天
平
の

甍
』
研
究
に
お
い
て
は
、
物
語
が
い
か
に
『
東
征
伝
』
に
忠
実
で
あ
る
か
が
検

証
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
「
鑒
真
を
主
人
公
と
し
て
渡
日
の
大
事
業
を
記
述
す

る
『
東
征
伝
』」
と
、「
五
人
の
留
学
僧
を
中
心
に
し
て
鑒
真
渡
日
と
い
う
日
本

文
化
史
上
の
大
き
い
事
件
を
描
い
た
」『
天
平
の
甍
』
と
の
違
い
に
注
目
し
、

「「
天
平
の
甍
」
は
単
純
に
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
小
説
化
で
あ
る
と
は
到
底

言
い
得
な
い⑩
」
と
森
井
道
男
が
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
は
多
く
の
差
異

が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

作
者
自
身
は
『
東
征
伝
』
の
「
小
説
化
」
に
お
い
て
「
何
も
つ
け
加
え
る
も

の
は
な
い
」
と
い
う
認
識
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
行
研
究
や
こ
れ
ま
で

の
評
価
を
見
る
と
、
そ
の
試
み
は
あ
る
程
度
成
功
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
本
論
で
こ
だ
わ
り
た
い
の
は
、『
東
征
伝
』
を
「
ト
レ
ー
ス
」

す
る
過
程
で
生
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
そ
れ
と
の
差
異
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
差
異
を
意
味
付
け
る
た
め
に
注
目
し
た
い
の
が
、『
鑒
眞
大
和
上
傳
之
研
究⑪
』

（
以
下
『
研
究
』）
の
著
者
で
あ
る
安
藤
更
生
の
存
在
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
井
上

が
「
鑒
真
来
朝
の
経
緯
を
小
説
化
し
て
み
よ
う
か
と
い
う
気
持
に
な
っ
た
」

き
っ
か
け
は
安
藤
の
「
自
分
は
学
究
と
し
て
鑒
真
伝
の
研
究
を
す
る
が
、
あ
な

た
は
小
説
家
と
し
て
、
鑒
真
伝
を
小
説
の
形
で
書
い
て
み
な
い
か
」
と
い
う
言

葉
で
あ
り⑫
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
『
天
平
の
甍
』
と
『
東
征
伝
』
の

関
係
を
考
察
す
る
際
に
、
安
藤
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
物
語
本
文
と
『
研
究
』
を
直
接
結
び
つ
け
る
も
の

は
な
い
が
、
そ
れ
は
『
研
究
』
の
出
版
が
『
天
平
の
甍
』
発
表
の
後
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
安
藤
が
「
帰
国
後
そ
れ
に
引
続
い
て
『
鑑
眞
大
和
上
傳
之

井
上
靖
『
天
平
の
甍
』
論
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研
究
』
と
い
ふ
論
文
を
書
い
た
。
こ
れ
は
ま
だ
出
版
さ
れ
て
ゐ
な
い⑬
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
井
上
が
「
こ
れ
（『
研
究
』
―
引
用
者
注
）
が
上
梓
さ
れ

る
以
前
に
、
私
は
そ
の
労
作
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
幸
運
を
持
っ
た⑭
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
そ
の
小
説
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
の
が
、
当
時
ま
だ

印
刷
さ
れ
て
な
か
っ
た
安
藤
博
士
の
こ
の
論
文
集
で
あ
っ
た⑮
」
と
い
っ
た
指
摘

も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
研
究
』
は
『
天
平
の
甍
』
が
書
か
れ
た
時
点

に
お
い
て
は
「
出
版
」
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
印
刷
」
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
井
上
は
そ
の
「
上
梓
」
以
前
に
『
研
究
』
の
内
容

に
触
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
東
征
伝
』
が
「
小

説
化
」
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
安
藤
の
『
研
究
』
が
影
響
を
与
え
て
い
る
可

能
生
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
で
は
、
井
上
が
安
藤
の
『
研
究
』
を
媒
介
に
『
東
征
伝
』
を
ど
の
よ
う

に
「
小
説
化
」
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
過
程
で
働
い
た
歴
史
的
な
想
像
力
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

１

、『
天
平
の
甍
』
と
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
天
平
の
甍
』
は
『
東
征
伝
』
を
主
な
典
拠
と
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
『
東
征
伝
』
が
物
語
に
及
ぼ
し
た
強
い
影
響
が
指
摘
さ

れ
な
が
ら
も
、
井
上
が
直
接
参
照
し
た
『
東
征
伝
』
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。『
東
征
伝
』
に
は

「
何
冊
か
の
筆
写
本
、
何
冊
か
の
版
本⑯
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
資

料
が
「
小
説
化
」
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
、
井
上
が
資
料

と
し
た
『
東
征
伝
』
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

作
者
は
『
天
平
の
甍
』
執
筆
の
経
緯
に
つ
い
て
、「『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の

文
章⑰
」
の
中
で
詳
細
に
語
っ
て
い
る
。
井
上
が
『
東
征
伝
』
を
「
初
め
て
読
ん

だ
の
は
昭
和
三
十
年
の
秋
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
昭
和
二
十
一
年
に
京
都
の
高

桐
書
院
か
ら
発
行
さ
れ
た
」「
所
謂
戒
壇
院
本
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

井
上
が
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
書
を
何
日
も
机
の
上
に
置
い
た
が
、
原
文
の
漢
文
に
は
閉
口
し
た
。

（
略
）／
そ
の
後
毎
日
新
聞
社
の
松
本
氏
よ
り
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」
の
和

訳
本
を
頂
戴
し
た
。
昭
和
十
七
年
に
大
阪
の
堀
朋
近
氏
が
発
行
し
て
知
人

に
配
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
薄
い
小
冊
子
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

中
村
詳
一
氏
の
筆
で
全
文
が
訳
さ
れ
て
あ
っ
た
。
こ
れ
を
入
手
し
た
こ
と

で
、
私
は
初
め
て
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」
の
全
文
を
ら
く
に
読
み
下
す
こ

と
が
で
き
、
更
に
安
藤
博
士
を
何
回
も
煩
わ
す
こ
と
に
依
っ
て
そ
の
背
景

と
な
っ
て
い
る
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
東
征
伝
』
の
「
原
文
」
に
「
閉
口
」
し
て
い
た
井
上
は
、「
和
訳
本
」
に
よ
っ

て
「
初
め
て
」
そ
の
「
全
文
を
ら
く
に
読
み
下
す
こ
と
が
で
き
」
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。
井
上
は
ま
た
「
こ
の
「
天
平
の
甍
」
の
も
と
に
な
り
ま
し
た

井
上
靖
『
天
平
の
甍
』
論
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の
は
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」
と
い
う
名
前
で
書
か
れ
た
、
三
十
頁
ほ
ど
の
小
冊

子
で
あ
り
ま
す⑱
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
言
葉
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、『
東
征
伝
』
の
「
小
説
化
」
の
過
程
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、『
和
訳  

唐
大
和
上
東
征
伝
』（
一
九
四
二
年
三
月
、
堀
朋
近
〔
以
下
『
和
訳
』〕）
の
影

響
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
和
訳
』
が
物
語
に
与
え
た
影
響
の
大
き

さ
は
、
本
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
東
征
伝
』
の
文
章
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　

物
語
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
東
征
伝
』
の
文
章
は
原
文
の
「
漢
文
」
で
は
な

く
、
そ
れ
を
書
き
下
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
栄
叡
の
死
の
場
面
で
引
用

さ
れ
る
『
東
征
伝
』
の
文
章
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

桂
江
を
下
る
こ
と
七
日
、
梧
州
に
至
る
。
次
い
で
端
州
の
竜
興
寺
に
至

る
。
栄
叡
師
庵
然
と
し
て
遷
化
す
。
大
和
上
哀
慟
悲
切
な
り
。
喪
を
送
り

て
去
る
―
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
は
栄
叡
の
死
に
つ
い
て
は
こ
れ
だ
け

の
記
述
し
か
見
出
せ
な
い
。（
四
章
）

　

同
じ
箇
所
に
つ
い
て
『
和
訳
』
は
「
桂
江
を
下
る
こ
と
七
日
、
梧
州
に
至
る
。

次
で
端
州
の
龍
興
寺
に
至
る
。
榮
叡
師
庵
然
と
し
て
遷
化
す
。
大
和
上
哀
慟
悲

切
な
り
。
喪
を
送
り
て
去
る
」
と
記
し
て
お
り
、
本
文
の
表
現
と
一
致
す
る
。

『
和
訳
』
が
物
語
本
文
の
表
現
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
『
天
平
の
甍
』
執
筆
の
背
景
を
踏
ま
え
、
本
論

に
お
い
て
物
語
と
『
東
征
伝
』
を
比
較
す
る
際
に
は
、
そ
の
比
較
対
象
を
『
和

訳
』
の
本
文
と
し
た
い
。

　

た
だ
し
、『
和
訳
』
の
表
現
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
わ
ず
か

で
あ
り
、
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
も
『
東
征
伝
』「
そ
の
ま
ま
」
と
は
言
い
が

た
い
。
井
上
が
言
う
『
東
征
伝
』
の
「
小
説
化
」
と
は
、「「
東
征
伝
」
に
名
前

を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
何
人
か
の
人
物
に
血
と
肉
を
与
え
る⑲
」
と
い
う
レ
ベ
ル
に

留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
は
、
鑒
真
の
渡
日
を
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
、

ど
の
よ
う
に
語
る
か
と
い
う
構
造
の
レ
ベ
ル
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
差
異
は
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
部
、
つ
ま
り
両
者
が
鑒
真
の
渡

日
の
物
語
を
ど
の
よ
う
に
語
り
始
め
て
い
る
か
と
い
う
点
に
顕
著
に
表
れ
て
い

る
。

２

、
書
き
加
え
ら
れ
た
〈
始
ま
り
〉

　

こ
こ
で
は
『
東
征
伝
』
と
『
天
平
の
甍
』
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
鑒
真
の
渡
日
と

い
う
歴
史
的
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に
語
り
始
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。『
東
征
伝
』
で
は
冒
頭
に
鑒
真
の
簡
潔
な
伝
記
的
記
述
が
置

か
れ
、
続
け
て
、
栄
叡
と
普
照
が
伝
戒
の
た
め
に
鑒
真
に
渡
日
を
要
請
す
る
場

面
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
栄
叡
等
が
戒
律
を
伝
え
る
人
物
を
招
請

す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

唐
国
諸
寺
の
三
蔵
大
徳
皆
戒
律
を
以
て
入
道
の
正
門
と
為
す
。
若
し
戒
を

持
た
ざ
る
者
あ
れ
ば
僧
中
に
歯よ

わ
い

せ
ず
。
是
に
於
い
て
方
に
本
国
伝
戒
の

人
無
き
こ
と
を
知
る
。
仍
て
東
都
大
福
先
寺
の
沙
門
道
璿
律
師
を
請
じ
て
、
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副
使
中
臣
の
朝
臣
名
代
の
舶
に
附
し
て
、
先
ず
本
国
に
向
い
去
っ
て
、
伝

戒
の
者
と
為
さ
ん
と
擬
す
。（『
和
訳
』）

『
東
征
伝
』
の
語
り
手
は
、
栄
叡
等
は
唐
に
来
て
初
め
て
「
戒
を
持
た
ざ
る
者

あ
れ
ば
僧
中
に
歯
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
を
知
り
、「
伝
戒
の
師
」
と
し
て
と
り

あ
え
ず
「
道
璿
」
に
日
本
に
向
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
と
説
明
す
る
。
栄

叡
等
が
唐
に
お
い
て
「
伝
戒
の
師
」
の
必
要
性
を
知
り
、
自
ら
の
判
断
で
戒
師

を
招
請
す
る
た
め
に
行
動
し
て
い
る
点
は
『
天
平
の
甍
』
と
の
差
異
と
し
て
注

意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
栄
叡
等
が
鑒
真
に
渡
日
を
依
頼
す
る
場
面
は
、

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

栄
叡
普
照
大
明
寺
に
至
つ
て
、
大
和
上
の
足
下
を
頂
礼
し
て
具
に
本
意
を

述
べ
て
曰
く
、
仏
法
東
流
し
て
日
本
国
に
至
る
。
其
法
有
り
と
雖
も
伝
法

の
人
無
し
。
日
本
国
に
昔
聖
徳
太
子
と
云
ふ
人
あ
り
。
曰
く
二
百
年
の
後

聖
教
日
本
に
興
ら
ん
と
。
今
此
運
に
鐘あ
た

れ
り
。
願
く
は
大
和
上
東
遊
し
て

化
を
興
し
給
へ
。（『
和
訳
』）

　

栄
叡
等
は
こ
こ
で
鑒
真
に
「
伝
法
の
人
」
と
し
て
渡
日
す
る
こ
と
を
依
頼
し
、

鑒
真
は
「
是
れ
法
事
た
る
が
為
な
り
」
と
了
承
し
て
い
る
。『
東
征
伝
』
に
お

い
て
は
、
鑒
真
に
渡
日
を
要
請
し
た
栄
叡
・
普
照
と
そ
れ
を
了
承
し
た
鑒
真
と

の
間
に
は
、「
法
」
の
た
め
と
い
う
宗
教
的
な
理
由
以
外
の
も
の
が
存
在
し
な

い
。
つ
ま
り
、『
東
征
伝
』
に
お
い
て
鑒
真
渡
日
の
経
緯
は
、
鑒
真
と
栄
叡
等

と
の
関
係
性
の
内
に
閉
じ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
『
天
平
の
甍
』
で
は
、
栄
叡
と
普
照
に
戒
師
招
請
と
い
う
使
命
が
託

さ
れ
た
歴
史
的
文
脈
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
。
物
語
は
『
東
征
伝
』
が
語
っ
て

い
な
か
っ
た
戒
師
招
請
ま
で
の
歴
史
的
文
脈
を
そ
の
〈
始
ま
り
〉
と
し
て
書
き

加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
始
ま
り
〉
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て

い
る
の
が
、
戒
師
招
請
の
使
命
を
担
っ
た
遣
唐
使
の
目
的
で
あ
る
。

も
と
も
と
時
の
政
府
が
莫
大
な
費
用
を
か
け
、
多
く
の
人
命
の
危
険
を
も

顧
み
ず
、
遣
唐
使
を
派
遣
す
る
と
い
ふ
こ
と
の
目
的
は
、
主
と
し
て
宗
教

的
、
文
化
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
意
図
と
い
ふ
も
の
は
、
若
し
あ

つ
た
と
し
て
も
問
題
に
す
る
に
足
ら
な
い
微
少
な
も
の
で
あ
つ
た
。（
一

章
）

　

こ
の
よ
う
な
物
語
の
〈
始
ま
り
〉
に
注
目
し
た
の
が
孫
軍
悦
で
あ
る⑳
。
孫
は

物
語
冒
頭
部
の
分
析
を
踏
ま
え
、「
読
者
は
す
で
に
、
そ
の
「
問
題
に
す
る
に

足
ら
な
い
微
少
な
」「
政
治
的
意
図
」
よ
り
も
、「
遣
唐
使
派
遣
の
最
も
重
要
な

意
味
を
な
す
留
学
生
、
留
学
僧
」
に
注
目
す
る
よ
う
に
予
め
方
向
付
け
ら
れ
て

い
る
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
初
出
か
ら
初
刊
へ
の
改
稿
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ

れ
の
使
命
は
多
分
に
政
治
家
的
な
も
の
だ
」
と
い
う
栄
叡
の
台
詞
が
、「
少
く

と
も
わ
れ
わ
れ
の
使
命
は
わ
れ
わ
れ
二
人
の
生
命
を
賭
け
る
だ
け
の
價
値
は
あ

る
や
う
だ
な
」
と
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
改
稿
を
経
た
物
語
の
冒

頭
部
を
次
の
よ
う
に
意
味
付
け
る
。

改
稿
で
は
、
戒
律
の
整
備
と
い
う
宗
教
の
問
題
を
戒
師
招
請
の
目
的
と
し
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て
こ
と
さ
ら
強
調
し
、
そ
の
「
多
分
に
政
治
家
的
な
」
側
面
と
「
重
苦
し

い
喋
り
方
で
喋
っ
た
」
栄
叡
の
内
面
の
葛
藤
が
テ
ク
ス
ト
か
ら
排
除
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。（
略
）
読
者
は
「
二
人
の
生
命
を
賭
け
る
だ
け
の
価
値
」

が
あ
る
仏
教
徒
の
使
命
と
し
て
戒
師
招
請
の
事
業
を
理
解
す
る
よ
う
に
導

か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
改
稿
に
よ
っ
て
栄
叡
の
「
政
治
家
的
」
な
「
使
命
」
と
い
う
言
葉

は
消
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
物
語
か
ら
「
戒
師
招

請
」
の
政
治
的
意
味
が
「
排
除
」
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
文
で
は
「
遣
唐
使
を
派
遣
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
」
は
「
主
と
し
て
宗
教

的
、
文
化
的
な
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
も
と
も

と
」
の
目
的
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
表

現
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
読
者
は
物
語
冒
頭
に
お
い
て
戒
師
招
請
と
い
う
使
命
を

担
っ
た
遣
唐
使
の
「
も
と
も
と
」
の
目
的
と
は
異
な
る
「
政
治
的
」
な
意
味
に

注
目
す
る
よ
う
に
方
向
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
で
な
け
れ

ば
、
次
の
よ
う
に
物
語
の
中
で
「
為
政
者
の
悩
み
の
種
」
が
詳
細
に
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

課
役
を
免
れ
る
た
め
に
百
姓
は
争
っ
て
出
家
し
、
流
亡
し
て
い
た
。
こ

こ
何
十
年
間
か
そ
う
し
た
社
会
現
象
を
食
い
と
め
る
た
め
に
、
幾
十
か
の

法
律
が
次
々
に
出
さ
れ
て
い
た
が
、
効
果
は
一
向
に
上
が
っ
て
い
な
か
っ

た
。
問
題
は
百
姓
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
僧
尼
の
行
儀
の
堕
落
も
ま
た

甚
し
く
、
為
政
者
の
悩
み
の
種
に
な
っ
て
い
た
。
僧
尼
令
二
十
七
条
と
い

う
僧
尼
の
身
分
資
格
を
規
定
し
た
法
令
も
出
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
ん

な
も
の
は
無
力
で
し
か
な
か
っ
た
。
仏
教
に
帰
入
し
た
者
の
守
る
べ
き
規

範
は
何
一
つ
定
ま
っ
て
い
ず
、
比
丘
お
よ
び
比
丘
尼
の
受
け
る
べ
き
具
足

戒
は
三
師
七
証
（
戒
場
に
参
会
す
る
十
人
の
師
僧
）
の
不
足
で
行
わ
れ
て

い
な
い
。
目
下
の
と
こ
ろ
で
は
仏紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

徒
は
自
誓
受
戒
す
る
か
、
三
聚
浄
戒
を

受紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

け
る
程
度
で
放
埒
に
流
れ
次
第
で
あ
る
。
こ紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

れ
ら
の
仏
徒
を
取
り
締
ま

る紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

の
は
、
ま
ず
唐
よ
り
傑
れ
た
戒
師
を
迎
え
て
、
正
式
の
受
戒
制
度
を
布

く
こ
と
で
あ
る
。
人
為
的
な
法
律
は
無
力
で
あ
り
、
仏
徒
が
信
奉
す
る
釈

迦
の
至
上
命
令
を
以
て
こ
れ
に
臨
む
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
正紘
紘
紘
紘
紘
紘

し
い
戒
儀
を

整紘
紘
紘
え
る
の
が
、
現
在
の
日
本
の
仏
教
界
で
一
番
必
要
で
あ
る
こ
と
は
誰
の

眼
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
ん
ど
の
遣
唐
使
派
遣
の
機
に
、
二
人
の
青

年
層
を
渡
唐
さ
せ
よ
う
と
す
る
舎
人
親
王
や
隆
尊
の
意
図
も
こ
こ
に
あ
る

わ
け
で
あ
っ
た
。（
一
章
）

　

栄
叡
と
普
照
の
「
二
人
の
青
年
僧
」
を
渡
唐
さ
せ
る
目
的
は
「
正
し
い
戒
儀

を
整
え
る
」
た
め
に
「
唐
よ
り
傑
れ
た
戒
師
」
を
招
請
す
る
と
い
う
「
宗
教

的
」
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
課
役
を
免
れ
る
た
め
」
の
「
百

姓
」
の
「
出
家
」
や
「
僧
尼
の
行
儀
の
堕
落
」
と
い
っ
た
「
為
政
者
の
悩
み
の

種
」
を
解
消
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
為
政
者
」
の
一
人
と
し
て

の
「
舎
人
親
王
」
の
「
意
図
」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
こ
ん
ど
の
遣
唐
使
派
遣
」
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の
目
的
は
「
も
と
も
と
」
の
も
の
と
は
異
な
り
「
政
治
的
意
図
」
が
反
映
さ
れ

た
も
の
に
な
る
。
改
稿
は
孫
が
述
べ
る
よ
う
に
「
戒
師
招
請
の
宗
教
的
意
義
を

こ
と
さ
ら
強
調
し
、「
日
本
の
仏
教
界
の
混
乱
を
防
ぐ
と
い
ふ
謂
は
ば
政
治
的

と
も
言
ふ
べ
き
意
味
」
を
隠
」
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
渡
唐

の
意
味
を
そ
の
一
点
に
限
定
す
る
よ
う
な
栄
叡
の
認
識
を
修
正
す
る
た
め
の
も

の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
戒
師
招
請
の
目
的
に
政
治
的
意
味
を
見
出
す
物
語
の

〈
始
ま
り
〉
は
、『
東
征
伝
』
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
物
語
の
〈
始
ま
り
〉
に
影
響
を
与
え
た
の
が
安
藤
更
生
で
あ
る
。

３

、『
東
征
伝
』
の
「
小
説
化
」
と
安
藤
更
生

　

従
来
の
研
究
に
お
い
て
宗
教
的
な
目
的
と
い
う
意
味
だ
け
で
捉
え
ら
れ
て
い

た
戒
師
招
請
と
い
う
出
来
事
の
背
景
に
「
政
治
的
意
図
」
を
読
み
と
っ
た
の
が
、

『
鑒
眞
大
和
上
傳
之
研
究
』
の
著
者
で
あ
る
安
藤
更
生
だ
っ
た㉑
。

　

安
藤
は
戒
師
招
請
の
理
由
を
、
日
本
に
は
「
三
師
七
證
を
得
た
完
全
な
る
僧

侶
」
が
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
な
意
味
だ
け
に
限
定
し
て
き

た
「
従
来
の
史
家
」
に
対
し
て
、
授
戒
で
き
る
僧
侶
の
不
在
は
そ
の
時
代
に
限

定
さ
れ
た
問
題
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
鑒
真
が
渡
日
し
た
後
で
も
授
戒
を
拒
む

僧
侶
が
多
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
戒
師
招
請
に
は
宗
教
的
な
理
由
だ
け

で
は
な
く
、「
其
時
の
特
殊
な
事
情
」
つ
ま
り
「
何
か
政
治
的
意
図
」
が
あ
っ

た
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
安
藤
は
、
そ
の
「
政
治
的
意
図
」
の
背
景
に
、

同
時
代
の
仏
教
を
め
ぐ
る
歴
史
的
状
況
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。

　

出
家
に
よ
る
百
姓
の
流
亡
と
、
僧
尼
行
儀
の
堕
落
と
は
為
政
者
を
困
惑

さ
せ
た
。
幾
回
の
禁
令
も
徒
ら
に
外
皮
を
撫
で
る
の
み
で
効
は
残
ら
な
い
。

終
に
為
政
者
も
こ
の
大
勢
は
一
片
の
法
令
を
以
て
し
て
は
抑
止
し
難
い
の

を
覚
つ
た
。
か
く
て
彼
等
は
、
仏
徒
を
取
締
る
に
は
凡
俗
の
律
法
に
拠
る

よ
り
も
、
仏
徒
が
信
奉
す
る
釈
迦
の
至
上
命
令
を
以
て
之
に
臨
む
に
如
か

ぬ
事
を
知
つ
た
。
／
僧
尼
令
は
総
て
二
十
七
條
よ
り
成
る
が
、
そ
の
内
容

は
、
一
般
的
に
律
令
国
家
と
し
て
の
要
求
に
基
く
も
の
と
、
仏
の
戒
律
に

乖
く
意
味
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と
あ
る
。
戒
律
を
厳
重
に
遵
守
せ
し
め
る

事
は
、
令
の
目
的
の
大
半
を
達
す
る
事
で
あ
る
。
／
翻
つ
て
当
時
の
日
本

仏
教
は
、
多
く
の
先
学
の
説
か
れ
る
様
に
、
戒
律
の
施
行
が
正
し
く
な
か

つ
た
。
三
師
七
證
は
戒
師
の
不
足
に
因
つ
て
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
。
仏
徒
は

自
誓
受
戒
す
る
か
、
三
聚
淨
戒
を
受
け
る
程
度
で
あ
る
。
正紘
紘
紘
紘
紘
紘

式
の
具
足
戒

を紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

授
け
、
放
埒
に
流
れ
る
仏
徒
を
取
締
る
に
は
、
唐
よ
り
傑
れ
た
戒
師
を

迎紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

へ
、
そ
の
正
し
き
戒
儀
を
整
へ
る
事
が
近
道
で
あ
る
。
こ
の
智
慧
を
出

し
た
者
が
恐
ら
く
元
興
寺
の
隆
尊
で
あ
る
。
／
隆
尊
は
こ
の
策
を
以
て
舎

人
親
王
を
說
き
、
親
王
は
こ
れ
を
採
上
げ
た
。

「
出
家
に
よ
る
百
姓
の
流
亡
」
と
「
僧
尼
行
儀
の
堕
落
」
と
い
う
「
為
政
者
」

を
悩
ま
せ
て
い
た
問
題
の
原
因
を
、「
当
時
の
日
本
仏
教
」
が
「
正
式
の
具
足
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戒
」
を
授
け
る
シ
ス
テ
ム
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
求
め
、
そ
の

対
策
と
し
て
隆
尊
が
「
唐
よ
り
傑
れ
た
戒
師
を
迎
へ
、
そ
の
正
し
き
戒
儀
を
整

へ
る
事
が
近
道
で
あ
る
」
と
考
え
た
こ
と
が
、「
戒
師
招
請
」
の
経
緯
で
あ
る

と
す
る
こ
の
認
識
は
、
先
に
引
用
し
た
物
語
本
文
と
、
内
容
や
表
現
、
論
理
の

面
で
一
致
す
る
。
物
語
に
書
き
加
え
ら
れ
た
〈
始
ま
り
〉
は
、『
研
究
』
の
叙

述
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

安
藤
の
『
研
究
』
が
『
天
平
の
甍
』
に
与
え
た
直
接
的
な
影
響
は
、
本
文
の

多
く
の
箇
所
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
栄
叡
死
後
の
普
照
の
行

動
に
つ
い
て
、『
東
征
伝
』
は
「
普
照
こ
れ
よ
り
大
和
上
を
辞
し
て
嶺
北
に
向

ひ
明
州
の
阿
育
王
寺
に
去
る
」
と
だ
け
記
し
て
い
る
。
栄
叡
の
死
後
、
普
照
は

鑒
真
の
元
を
離
れ
「
明
州
の
阿
育
王
寺
」
へ
と
去
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に

つ
い
て
『
東
征
伝
』
は
語
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
『
東
征
伝
』
に
お
け
る
空
白

部
を
物
語
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

開
元
寺
に
移
っ
た
時
、
普
照
の
気
持
ち
は
決
ま
っ
た
。
栄
叡
の
亡
い
現

在
、
鑒
真
を
初
め
と
す
る
一
行
の
僧
た
ち
を
更
に
新
し
い
冒
険
へ
駆
り
立

て
る
力
は
自
分
に
は
な
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
他
の
唐
僧

た
ち
と
は
違
っ
て
、
普
照
は
日
本
の
留
学
僧
と
し
て
の
資
格
は
な
く
な
っ

て
い
た
し
、
鑒
真
ら
と
再
び
揚
州
の
地
を
踏
め
ば
、
鑒
真
ら
の
使
嗾
者
と

し
て
官
か
ら
い
か
な
る
罪
が
下
ら
な
い
と
も
限
ら
な
か
っ
た
。（
第
四
章
）

　

こ
の
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
普
照
の
気
持
ち
」
と
は
「
自
分
は
こ
こ
で
一

行
に
別
れ
、
鄮
山
の
阿
育
王
寺
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
日
本
へ
の
船
便
を
待
ち
た

い
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
普
照
が
そ
の
よ
う
な
「
気
持
ち
」
に
な
っ
た
理
由
に

つ
い
て
物
語
で
は
、
普
照
自
身
が
「
栄
叡
の
亡
い
現
在
、
鑒
真
を
初
め
と
す
る

一
行
の
僧
た
ち
を
更
に
新
し
い
冒
険
へ
駆
り
立
て
る
力
」
が
な
い
と
考
え
た
こ

と
、
そ
し
て
「
鑒
真
ら
と
再
び
揚
州
の
地
を
踏
め
ば
、
鑒
真
ら
の
使
嗾
者
と
し

て
官
か
ら
い
か
な
る
罪
が
下
ら
な
い
と
も
限
ら
な
」
い
と
考
え
た
こ
と
の
二
つ

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
物
語
は
『
東
征
伝
』
が
語
っ
て
い
な
い
普
照
の
行
動
の

理
由
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
の
根
拠
と

な
っ
た
の
が
、
安
藤
の
『
研
究
』
で
あ
る
。

　

安
藤
は
『
研
究
』
で
「
普
照
が
阿
育
王
寺
へ
去
つ
た
原
因
」
と
し
て
、「
１  

日
本
へ
帰
ら
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
事
」「
２  

揚
州
へ
帰
れ
ば
再
び
捕
縛
さ

れ
る
怖
れ
が
あ
る
事
」「
３  

戒
師
招
請
が
当
分
見
込
の
立
た
な
か
つ
た
事
」

「
４  

明
州
に
は
知
人
が
ゐ
る
事
」
と
い
う
四
つ
の
「
推
定
」
を
紹
介
し
て
い

る㉒
。
普
照
が
鑒
真
一
行
か
ら
の
離
脱
後
に
目
指
し
た
場
所
が
「
明
州
」
で
あ
っ

た
理
由
を
、
そ
こ
が
日
本
へ
の
帰
国
に
は
合
理
的
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

「
明
州
に
は
知
人
が
ゐ
る
事㉓
」
と
す
る
点
、
そ
し
て
、
普
照
が
鑒
真
と
共
に
揚

州
に
向
か
わ
な
か
っ
た
理
由
を
「
揚
州
へ
帰
れ
ば
再
び
捕
縛
さ
れ
る
怖
れ
が
あ

る
事
」
と
す
る
点
、
そ
し
て
普
照
が
一
行
か
ら
離
脱
し
た
理
由
を
「
戒
師
招
請

が
当
分
見
込
の
立
た
な
か
つ
た
事
」
と
す
る
点
に
お
い
て
、
安
藤
の
「
推
定
」

は
物
語
の
内
容
と
一
致
す
る
。『
東
征
伝
』
の
「
小
説
化
」
は
、『
研
究
』
の
強
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い
影
響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
『
東
征
伝
』
は
出
来
事
と
出

来
事
の
間
の
空
白
が
多
い
文
献
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
東
征
伝
』
の
「
小

説
化
」
に
お
い
て
ま
ず
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
空
白
を
ど
の
よ
う
に
埋
め

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、『
東
征
伝
』
の
空
白
が
埋
め

ら
れ
る
際
に
そ
れ
を
方
向
付
け
た
の
が
安
藤
の
『
研
究
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
天
平
の
甍
』
で
は
、「
法
の
た
め
」
と
い
う
共
通
の
目
的
に
よ
っ
て
結
ば
れ

た
鑒
真
と
栄
叡
等
の
関
係
性
と
い
う
『
東
征
伝
』
が
本
来
的
に
有
し
て
い
た
物

語
的
特
徴
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
〈
始
ま
り
〉
と
し
て
戒
師
招
請
の
歴

史
的
文
脈
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
作
家
自
身
が
『
東
征
伝
』
に

「
何
も
つ
け
加
え
る
も
の
が
な
い
」
と
い
っ
た
認
識
を
持
つ
ほ
ど
、
自
然
な

『
東
征
伝
』
の
「
小
説
化
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、『
研
究
』
の
視
点
で
は
説
明
で
き
な
い
一
つ
の
場
面
に
よ
っ
て
、

『
東
征
伝
』
は
大
き
く
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
遣
唐
大
使

た
ち
が
鑒
真
に
渡
日
を
依
頼
す
る
場
面
で
あ
る
。

４

、
書
き
換
え
ら
れ
た
『
東
征
伝
』

　

藤
原
清
河
を
遣
唐
大
使
と
す
る
第
十
次
の
遣
唐
使
の
一
行
が
長
安
に
入
っ
た

こ
と
を
聞
い
た
普
照
は
、
彼
等
を
「
鴻
臚
寺
（
迎
賓
館
）」
に
訪
ね
、
鑒
真
の

招
聘
を
依
頼
す
る
。
普
照
が
遣
唐
使
た
ち
に
鑒
真
を
日
本
に
連
れ
帰
る
こ
と
を

依
頼
す
る
と
い
う
場
面
は
『
東
征
伝
』
に
は
な
い
。
安
藤
は
『
研
究
』
の
中
で
、

日
本
か
ら
明
州
に
到
着
し
た
清
河
等
が
明
州
の
阿
育
王
寺
に
い
た
「
普
照
か
ら

従
來
の
経
緯
を
聞
か
さ
れ
て
、
大
使
が
招
請
に
同
意
し
た
も
の
と
想
像
し
て
ゐ

る
」
と
述
べ
て
い
る㉔
。
普
照
が
鑒
真
を
日
本
に
招
請
す
る
た
め
の
苦
労
を
清
河

等
に
語
る
と
い
う
物
語
の
設
定
は
、
こ
の
安
藤
の
「
想
像
」
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
清
河
等
の
態
度
は
普
照
が
予
想
し
て
い
た
も
の
と
は
異

な
っ
て
い
た
。

普
照
は
鑒
真
と
労
苦
を
共
に
し
た
こ
の
国
で
の
何
年
か
に
亘
る
流
離
の
生

活
を
か
い
つ
ま
ん
で
（
清
河
に
―
引
用
者
注
）
語
っ
た
が
、
そ
の
話
は
さ

し
て
自
分
と
同
年
配
と
思
わ
れ
る
故
国
の
高
官
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
／
感
動
し
な
い
と
い
う
点
で
は
副
使
の
吉
備
真
備
も
同
じ

で
あ
っ
た
。（
五
章
）

　

孫
軍
悦
は
清
河
等
の
反
応
に
つ
い
て
、
彼
等
の
「
無
感
動
は
、
普
照
ら
が
入

唐
す
る
前
に
「
為
政
者
の
悩
み
の
種
に
な
つ
て
ゐ
た
」
問
題
が
す
で
に
緊
急
な

政
治
課
題
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て

い
る㉕
。
本
文
に
お
い
て
も
、
普
照
等
が
唐
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
戒
師
招
請
の

「
謂
わ
ば
政
治
的
と
も
言
う
べ
き
意
味
は
完
全
に
解
消
し
」
た
と
説
明
さ
れ
て

お
り
、
孫
が
正
し
く
指
摘
し
た
通
り
、
物
語
に
お
い
て
語
ら
れ
た
清
河
や
真
備

の
「
無
感
動
」
は
政
治
的
状
況
の
変
化
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
彼
等
に
と
っ
て
戒

師
招
請
は
既
に
重
要
な
政
治
的
課
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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戒
師
招
請
と
い
う
使
命
が
初
出
に
お
け
る
栄
叡
が
言
う
よ
う
に
純
粋
に
「
政

治
家
的
」
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、「
為
政
者
の
悩
み
の
種
」

が
解
消
さ
れ
た
時
点
で
普
照
等
の
使
命
は
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

「
わ
れ
わ
れ
の
使
命
は
多
分
に
政
治
家
的
な
も
の
だ
」
と
い
う
栄
叡
の
言
葉
が

改
稿
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
改
稿
は
冒
頭
部
に
お
い
て
戒
師
招

請
の
政
治
的
意
味
を
「
隠
」
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
政
治
的
意
味
が

解
消
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
普
照
ら
の
行
動
に
意
味
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
初
出
で
は
「
日
本
の
佛
教
界
の
混

亂
を
防
ぐ
た
め
に
、
傅
戒
の
師
を
求
め
る
」
と
い
う
「
謂
は
ば
政
治
的
な
使

命
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
二
人
の
渡
唐
が
、
改
稿
後
は
「
政
治
的
と

も
言
ふ
べ
き
意
味
」
と
「
宗
教
的
な
問
題
」
の
双
方
を
内
包
し
た
も
の
に
修
正

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
も
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
戒
師
招
請
と
い
う

歴
史
的
出
来
事
を
「
政
治
的
な
使
命
」
と
い
う
一
つ
の
動
機
に
よ
っ
て
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
物
語
に
生
じ
る
矛
盾
を
避
け
る
た
め
の
改
稿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
改
稿
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
安
藤
の
研
究
で
あ
っ
た
。

『
研
究
』
に
お
い
て
戒
師
招
請
と
い
う
使
命
の
「
政
治
的
意
図
」
を
指
摘
し
た

安
藤
は
、
後
に
『
鑑
真
』
の
中
で
、
行
基
の
「
大
僧
正
」
任
命
に
よ
っ
て
「
僧

尼
淘
汰
の
主
た
る
対
象
は
消
滅
し
」
戒
師
招
請
が
「
政
治
を
離
れ
て
純
粋
な
宗

教
上
の
問
題
」
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る㉖
。
安
藤
は
『
東
征
伝
』
が

語
ら
な
か
っ
た
戒
師
招
請
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
戒
師
招
請
の
原
因
」
を
宗
教
的
問
題
に
求
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た

「
従
来
の
史
家
」
と
は
異
な
る
視
点
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を

物
語
の
〈
始
ま
り
〉
と
し
て
取
り
込
ん
だ
の
が
、『
天
平
の
甍
』
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、『
東
征
伝
』
の
中
の
あ
る
一
つ
の
場
面
を
安
藤
の
視
点
で
捉
え
た

と
き
、
そ
の
場
面
は
物
語
の
こ
れ
ま
で
の
文
脈
と
矛
盾
を
生
じ
な
い
よ
う
に
大

き
く
書
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
清
河
等

が
鑒
真
に
渡
日
を
要
請
す
る
場
面
で
あ
る
。

十
月
十
五
日
壬
午
、
日
本
国
の
使
大
使
特
進
藤
原
朝
臣
、
清
河
副
使
銀
青

光
録
大
夫
光
録
卿
大
伴
宿
禰
胡
麻
呂
、
副
使
銀
青
光
録
大
夫
秘
書
監
吉
備

朝
臣
真
備
、
衛
尉
卿
安
部
朝
臣
朝
衝
等
延
光
寺
に
来
至
し
て
、
大
和
上
に

白
し
て
云
く
、
弟
子
等
早
く
大
和
上
の
五
回
海
を
渡
つ
て
日
本
国
に
向
い
、

将
に
教
を
伝
え
ん
と
欲
す
る
を
知
る
。
故
に
今
親
し
く
顔
色
を
奉
し
て
頂

礼
歓
喜
す
。
弟
子
等
先
ず
大
和
上
の
尊
号
幷
に
持
律
の
弟
子
五
僧
を
録
し

て
己
に
主
上
に
奏
聞
す
。
日
本
に
向
か
つ
て
戒
を
伝
え
ん
と
。
主
上
道
士

を
将
て
去
ら
し
め
ん
と
要
す
。
日
本
の
君
王
先
に
道
士
の
法
を
崇
め
ず
。

便
ち
奏
し
て
春
桃
原
等
の
四
人
を
留
め
、
住
つ
て
道
士
の
法
を
学
ば
し
む
。

此
が
為
に
大
和
上
の
名
も
ま
た
奏
退
す
。
願
わ
く
は
大
和
上
自
ら
方
便
を

作
せ
。
弟
子
等
自
ら
国
の
信
物
を
載
す
る
船
四
舶
在
つ
て
行
装
具
足
す
。

去
る
も
亦
難
き
こ
と
な
し
。
時
に
大
和
上
許
諾
己
に
竟
れ
り
。（『
和
訳
』）

　

清
河
と
古
麿
、
そ
し
て
真
備
と
仲
麻
呂
の
四
人
は
揃
っ
て
「
延
光
寺
」
の
鑒

井
上
靖
『
天
平
の
甍
』
論
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真
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
清
河
等
は
「
大
和
上
の
五
回
海
を
渡
っ
て
日
本
国
に

向
い
、
将
に
教
を
伝
え
ん
と
欲
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
た
こ
と

を
伝
え
、
鑒
真
に
対
面
で
き
た
こ
と
を
「
頂
礼
歓
喜
」
し
、「
願
わ
く
は
大
和

上
自
ら
方
便
を
作
せ
」「
去
る
も
亦
難
き
こ
と
な
し
」
と
鑒
真
に
直
接
渡
日
を

要
請
す
る
。『
東
征
伝
』
に
お
い
て
は
、
鑒
真
招
請
が
清
河
等
遣
唐
使
の
使
命

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
戒
師
招
請
の
政
治
的
意
味
が
失
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
遣
唐
使
た
ち
は
揃
っ
て
鑒
真
の
招
請
に
向
か
い
、
そ
こ
で

「
頂
礼
歓
喜
」
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
安
藤
は
「
栄
叡
ら
を

国
に
伴
ひ
か
へ
る
こ
と
は
、
出
国
の
時
か
ら
遣
唐
使
に
托
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
鑑
眞
渡
日
の
招
請
は
公
け
の
外
交
問
題
と
し
て

と
り
上
げ
ら
れ
た㉗
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
東
征
伝
』
の
記
述
を
重
視

し
、
戒
師
招
請
を
あ
く
ま
で
も
遣
唐
使
の
使
命
と
し
て
位
置
付
け
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
安
藤
の
『
東
征
伝
』
理
解
は
、
戒
師
招
請
が
既
に

政
治
的
意
味
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
文
脈
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
で
『
天
平
の
甍
』
は
同
じ
場
面
を
『
東
征
伝
』
と
も
安
藤
と
も
異
な
る

視
点
で
描
い
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
物
語
に
お
け
る
清
河
等
は
普
照

か
ら
渡
日
の
た
め
の
「
何
年
か
に
亘
る
流
離
の
生
活
」
に
つ
い
て
聞
い
て
も
、

そ
れ
に
心
を
動
か
す
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
清
河
等
は
玄
宗
に
「
鑒
真
及
び

五
人
の
僧
の
招
聘
を
上
奏
」
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
日
本
へ
渡
り
た
い
の
な
ら
、
そ
の
鑒
真
と
や
ら
を
一
緒
に
連
れ
帰
っ
て
は
如

何
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
認
識
の
元
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、「
道

士
も
一
緒
に
」
と
い
う
条
件
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
上
奏
は
取
り
下
げ
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
報
告
す
る
た
め
に
清
河
ら
は
揚
州
の
鑒
真
を
訪
れ

る
の
で
あ
る
。

清
河
ら
の
一
行
は
夏
の
終
り
に
長
安
を
発
ち
、
乗
船
地
を
目
指
し
た
が
、

そ
の
途
中
清
河
、
古
鷹
、
真
備
、
そ
れ
に
一
行
と
一
緒
に
帰
国
す
る
こ
と

に
な
っ
た
阿
倍
仲
麻
呂
を
加
え
て
、
四
人
で
揚
州
延
光
寺
に
鑒
真
を
訪
ね

た
。
一
行
は
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
鑒
真
に
話
し
、
古
麿
が
、
／「
願
わ
く

は
大
和
上
自
ら
方
便
を
作
し
て
戴
き
た
い
」／
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
言
っ

た
。
表
向
き
の
許
可
は
下
り
な
い
が
、
鑒
真
に
渡
航
の
意
志
が
あ
る
な
ら

ば
、
行
装
具
足
し
た
大
船
四
隻
の
用
意
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
利
用
し
て
貰

い
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
す
る
と
鑒
真
は
静
か
に
頷
い
て
、
自
分

は
こ
れ
ま
で
に
五
回
海
を
渡
っ
て
日
本
へ
向
っ
た
が
、
い
つ
も
失
敗
し
た
、

こ
ん
ど
こ
そ
日
本
国
の
船
で
本
願
を
果
た
し
た
い
も
の
だ
と
答
え
た
。

（
五
章
）

　

清
河
た
ち
が
揃
っ
て
鑒
真
を
訪
れ
て
い
る
点
は
『
東
征
伝
』
と
同
じ
だ
が
、

物
語
は
そ
の
こ
と
の
意
味
を
こ
れ
ま
で
の
文
脈
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
書
き
換

え
て
い
る
。『
東
征
伝
』
で
は
ま
ず
遣
唐
使
が
「
弟
子
等
早
く
大
和
上
の
五
回

海
を
渡
っ
て
日
本
国
に
向
い
、
将
に
教
を
伝
え
ん
と
欲
す
る
を
知
る
」
と
鑒
真

井
上
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『
天
平
の
甍
』
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に
伝
え
て
い
た
が
、
そ
の
言
葉
は
鑒
真
の
も
の
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
、「
鑒
真

が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
か
、
ま
た
伝
戒
の
意
味
が
い
か
な
る
も
の
か
知
っ
て

い
な
い
」
と
い
う
物
語
の
中
の
古
麿
の
認
識
と
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
処
理
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、「
願
わ
く
は
大
和
上
自
ら
方
便
を
作
し
て
戴
き
た
い
」
と
い

う
言
葉
は
、『
東
征
伝
』
で
は
遣
唐
使
が
鑒
真
に
渡
日
を
要
請
す
る
意
味
を
含

ん
で
い
た
が
、
物
語
で
は
そ
れ
が
「
鑒
真
に
渡
航
の
意
志
が
あ
る
な
ら
ば
」
と

い
う
「
意
味
」
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
語
で
は
清
河
た
ち
が
鑒
真

に
対
面
し
て
「
頂
礼
歓
喜
」
す
る
様
子
は
語
ら
れ
な
い
。『
天
平
の
甍
』
で
は
、

遣
唐
使
た
ち
が
鑒
真
に
渡
日
を
要
請
し
、
鑒
真
が
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
『
東

征
伝
』
が
語
っ
た
両
者
の
関
係
性
が
消
さ
れ
、
渡
日
の
動
機
と
し
て
鑒
真
本
人

の
強
い
意
志
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
鑒
真
は
渡
日
し
た
の
か
、
そ

の
動
機
に
関
わ
る
部
分
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
小
さ

く
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、
ま
ず
『
天
平
の
甍
』
の
表
現
に
影
響
を
与
え
た
文
献
と
し
て

『
和
訳　

唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
存
在
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
安
藤
更
生
『
鑒
眞
大
和
上
傳
之
研
究
』
が
『
天

平
の
甍
』
に
直
接
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、『
東
征
伝
』
が

「
小
説
化
」
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
視
点
が
取
り
込
ま
れ
な
が
ら
、

『
東
征
伝
』
と
も
安
藤
の
『
研
究
』
と
も
異
な
る
戒
師
招
請
の
物
語
が
生
成
さ

れ
て
い
く
様
相
を
捉
え
た
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
井
上
は
『
天
平
の
甍
』
は
『
東
征
伝
』
を
「
小
説

化
」
し
た
も
の
で
あ
り
、『
東
征
伝
』
に
は
「
何
も
つ
け
加
え
る
も
の
は
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
作
家
自
身
の
言
葉
は
、
後
の
研
究
に
も
影
響
を

与
え
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
論
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

『
東
征
伝
』
を
「
小
説
化
」
す
る
過
程
で
井
上
が
直
面
し
た
の
は
、
一
つ
の
解

釈
に
よ
っ
て
あ
る
歴
史
的
出
来
事
を
矛
盾
な
く
語
る
こ
と
の
難
し
さ
で
は
な

か
っ
た
か
。『
天
平
の
甍
』
の
好
評
を
受
け
て
、
井
上
は
『
敦
煌
』
や
『
蒼
き

狼
』
と
い
っ
た
歴
史
小
説
を
書
き
継
い
で
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
転
機
と

な
っ
た
『
天
平
の
甍
』
の
執
筆
過
程
に
お
い
て
、
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
典
拠

の
記
述
を
書
き
換
え
て
い
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
お
い
て
よ
い
。
あ
る
歴
史
的

出
来
事
を
複
数
の
視
点
か
ら
矛
盾
な
く
物
語
化
す
る
こ
と
。『
天
平
の
甍
』
に

お
い
て
井
上
が
直
面
し
た
課
題
は
、
こ
の
後
の
歴
史
小
説
の
構
想
に
も
影
響
を

残
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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掲
）

⑳　

孫
軍
悦
『
現
代
中
国
と
日
本
文
学
の
翻
訳  

テ
ク
ス
ト
と
社
会
の
相
互
形
成
史
』

（「
第
一
章  

日
中
関
係
史
の
な
か
の
『
天
平
の
甍
』」
二
〇
二
一
年
二
月
二
六
日
、

青
弓
社
）

㉑　

安
藤
更
生
『
鑒
眞
大
和
上
傳
之
研
究
』（
前
掲
、
六
四
頁
）

㉒　

安
藤
更
生
『
鑒
眞
大
和
上
傳
之
研
究
』（
前
掲
、
二
四
一
頁
）

㉓　

本
文
で
は
明
州
の
阿
育
王
寺
に
到
着
し
た
普
照
の
心
理
を
「
こ
こ
に
は
旧
知
の
人

も
多
勢
い
て
、
宛
ら
郷
里
へ
帰
っ
た
よ
う
な
気
持
」
に
な
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

㉔　

安
藤
更
生
『
鑒
眞
大
和
上
傳
之
研
究
』（
前
掲
、
九
二
頁
）

㉕　

孫
軍
悦
『
現
代
中
国
と
日
本
文
学
の
翻
訳  

テ
ク
ス
ト
と
社
会
の
相
互
形
成
史
』

（
前
掲
、
六
六
頁
）

㉖　

安
藤
更
生
『
鑑
眞
』（
前
掲
、
九
七
頁
）

㉗　

安
藤
更
生
『
鑑
眞
』（
前
掲
、
一
五
九
頁
）

〔
付
記
〕　

本
稿
で
引
用
し
た
井
上
靖
の
文
章
は
、『
井
上
靖
全
集
』
全
二
八
巻
・
別
巻

一
（
一
九
九
五
年
四
月
二
〇
日
〜
二
〇
〇
〇
年
四
月
二
五
日
、
新
潮
社
）
を
底

本
と
す
る
。

井
上
靖
『
天
平
の
甍
』
論

二
一
三

同志社国文学98号　三校　（山田哲久様）　Ａ


