
華
夷
思
想
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

『
柳
多
留
』
二
に
は
、

東
夷
南
蛮
西
戎
は
岡
場
所

と
あ
る
か
ら
、
江
戸
市
井
の
人
々
に
も
か
な
り
お
馴
染
み
の
呼
称
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
東
夷
・
南
蛮
・
西
戎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
吉
原
を
北
狄
と
し
て
の
深
川
・

品
川
・
新
宿
。

古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
「
夷
」
や
「
戎
」
を
つ
け
て
相
手
を
呼
ぶ
こ
と
は
、

必
ず
し
も
相
手
に
た
い
す
る
蔑
視
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
集
団

と
相
手
と
を
区
別
す
る
標
識
程
度
の
意
味
だ
っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
地
理
的

な
遠
近
に
よ
る
段
階
差
の
設
け
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
筍
子
』
に
お
け
る
有

名
な
五
服
の
制
ｌ
甸
服
・
侯
服
・
賓
服
・
要
服
・
荒
服
Ｉ
が
こ
れ
で
あ

る
。

こ
れ
が
次
第
に
文
化
的
な
段
階
差
に
よ
る
差
別
へ
と
移
行
す
る
。
王
者
の
徳

に
よ
る
教
化
（
王
化
Ⅱ
徳
化
）
を
基
準
に
し
て
、
そ
の
中
枢
地
域
を
「
中
華
」

と
し
て
尊
崇
し
、
王
化
の
及
び
方
が
低
い
か
、
あ
る
い
は
王
化
を
受
け
つ
け
ぬ

（
｜
）

華
夷
思
想
再
考

ｌ
西
洋
認
識
の
一
視
角
Ｉ

民
ｌ
い
わ
ゆ
る
化
外
の
民
ｌ
を
「
戎
狄
」
「
蛮
夷
」
と
呼
ん
で
蔑
視
す
る
華

夷
思
想
の
成
立
で
あ
る
（
小
倉
芳
彦
氏
『
古
代
中
国
を
読
む
』
）
。

華
夷
思
想
は
こ
こ
か
ら
二
つ
に
分
か
れ
る
。
固
定
的
な
そ
れ
と
、
流
動
的
な

そ
れ
と
に
で
あ
る
。

古
代
中
国
の
華
夷
思
想
の
原
義
に
あ
っ
て
は
、
徳
化
、
王
化
の
及
ば
ぬ
民
と

は
、
大
体
に
お
い
て
地
理
的
に
遠
方
の
民
の
こ
と
だ
か
ら
、
化
外
の
民
と
辺
境

の
民
と
は
一
致
す
る
。
し
か
し
肝
腎
な
こ
と
は
、
た
と
え
「
諸
夏
」
の
諸
侯
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
し
だ
い
で
は
「
夷
狄
」
「
戎
狄
」
へ
と
格
下
げ
し
、
そ

の
反
対
に
、
「
夷
狄
」
で
あ
っ
て
も
、
善
行
が
あ
れ
ば
「
夷
人
」
「
狄
人
」
へ
と

昇
格
す
る
と
い
う
流
動
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
華
」
「
夷
」
は
地
理
的

契
機
を
捨
象
し
、
完
全
に
文
化
的
な
範
時
と
し
て
自
立
す
る
。
流
動
的
華
夷
思

想
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
地
理
的
契
機
に
よ
り
「
華
」
「
夷
」
の
別
を
絶
対
化
固
定
し
、

ァ
・
プ
リ
オ
リ
に
文
化
的
優
劣
に
専
属
さ
せ
る
の
が
固
定
的
華
夷
思
想
で
あ

る
。
こ
の
立
場
で
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
華
」
「
夷
」
相
互
の
間
の
文
化
的

流
動
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
陰
陽
五
行
思
想
に
も
と
づ
き

東
（
陽
）
西
（
陰
）
を
固
定
す
る
陰
陽
的
華
夷
思
想
、
あ
る
い
は
そ
の
亜
流
と

小

池
喜
明
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し
よ
う

中
国
認
識
の
基
本
的
枠
組
と
し
て
の
こ
う
し
た
華
夷
観
は
、
対
外
的
に
椙

け
つ級

を
き
わ
め
た
幕
末
に
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
蛮
夷
」
西

し
て
の
神
国
思
想
が
こ
れ
で
あ
る
。

以
後
の
本
稿
に
お
い
て
は
、
た
ん
竪

的
華
夷
思
想
を
意
味
す
る
こ
と
と
す
る
。

た
ん
に
華

「
礼
楽
」
を
基
準
と
し
て
、
「
華
」
「
夷
」
は
ま
こ
と
に
流
動
的
に
相
対
化
さ

れ
て
い
る
。
見
事
な
歴
史
的
理
解
で
あ
る
。

右
の
祖
採
の
語
を
よ
り
簡
潔
に
す
れ
ば
、
次
の
太
宰
春
台
の
語
と
な
る
。

「
華
」
「
夷
」
が
流
動
的
な
文
化
概
念
と
し
て
機
能
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
例
を
、
日
本
の
儒
者
た
ち
に
ゑ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
荻
生
祖
侠
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

春
秋
、
戎
狄
の
国
、
侯
甸
の
間
に
錯
処
す
。
こ
れ
地
を
以
て
せ
ざ
る
な
り
。

、
、

姫
姓
・
姜
姓
の
戎
あ
り
。
こ
れ
種
類
を
以
て
せ
ざ
る
な
り
。
け
だ
し
諸
侯
の
、

、
、
、
な
ら
、
、
、
、
、
、
、

礼
楽
に
閑
は
ざ
る
者
を
謂
ふ
の
み
。
夷
、
夏
に
進
め
ば
則
ち
こ
れ
を
華
に
し
、

夏
、
夷
に
退
け
ば
則
ち
こ
れ
を
夷
に
す
る
こ
と
、
以
て
見
る
べ
し
。
先
王
礼

ま

楽
の
教
へ
、
そ
の
み
ず
か
ら
化
す
る
を
俟
つ
者
か
く
の
ご
と
き
か
な
。
（
『
讓

園
十
筆
』
）

四
夷
ヲ
夷
狄
卜
名
付
テ
、
中
華
ヨ
リ
賎
シ
ム
ル
ハ
、
礼
儀
ナ
キ
故
也
。
中

華
ノ
人
ニ
テ
モ
、
礼
儀
ナ
ヶ
レ
ペ
夷
狄
卜
同
ジ
、
四
夷
ノ
人
ニ
テ
モ
、
礼
儀

ア
レ
バ
中
華
ノ
人
二
異
ナ
ラ
ズ
。
（
『
経
済
録
』
）

夷
思
想
と
し
た
場
合
は
前
者
の
流
動

洋
見
直
し
の
論
と
し
て
十
全
に
機
能
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
佐
藤
一
斎
『
言
志
録
』
中
の
一
節
で
あ
る
。

一
斎
（
一
七
七
二
’
一
八
五
九
）
の
『
言
志
四
録
』
中
に
は
人
生
論
上
の
名

文
句
多
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
西
郷
隆
盛
ほ
か
愛
読
者
も
数
多
い
。
し
か
し
、

明
治
・
大
正
・
昭
和
と
近
代
日
本
の
精
神
史
を
顧
み
る
と
き
、
右
の
一
文
に
示

さ
れ
た
よ
う
な
普
遍
的
理
性
、
透
徹
し
た
世
界
認
識
が
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
、

荘
莊
た
る
宇
宙
、
こ
の
道
只
だ
こ
れ
一
貫
す
。
人
よ
り
こ
れ
を
視
る
と
き
、

中
国
あ
り
、
夷
狄
あ
り
。
天
よ
り
こ
れ
を
視
る
と
き
、
中
国
な
く
、
夷
狄
な

へ
い
い

し
。
中
国
に
乗
舞
の
性
あ
り
、
夷
狄
に
も
ま
た
茉
葬
の
性
あ
り
。
中
国
に
側

陰
差
悪
辞
譲
是
非
の
情
あ
り
、
夷
狄
に
も
ま
た
父
子
君
臣
夫
婦
長
幼
朋
友
の

い
ず
ゆ
え

倫
あ
り
。
天
寧
く
ん
ぞ
厚
薄
愛
憎
を
そ
の
間
に
有
せ
ん
や
。
所
以
に
こ
の
道

只
こ
れ
一
貫
な
り
。

但
だ
漢
土
の
古
聖
人
の
こ
の
道
を
発
揮
す
る
は
、
独
り
先
ん
じ
て
ま
た
独

り
精
な
り
。
故
に
其
の
言
語
文
字
、
以
て
人
心
を
興
起
す
る
に
足
る
も
、
そ

の
実
は
、
則
ち
道
は
人
心
に
在
り
、
言
語
文
字
の
能
く
尽
す
所
に
非
す
。
若

し
道
は
独
り
漢
土
の
文
字
に
在
り
と
謂
は
ば
、
則
ち
試
み
に
こ
れ
を
思
へ
、

』
Ⅷ
〃
ノ
延
、
〕
）
車
ハ
ノ

六
合
の
内
、
同
文
の
域
、
凡
そ
幾
ば
く
か
あ
る
、
面
も
猶
ほ
治
乱
あ
る
を
。

そ
の
余
の
横
文
の
俗
も
、
ま
た
能
く
そ
の
性
を
性
と
し
て
足
ら
ざ
る
所
な
く
、

そ
の
倫
を
倫
と
し
て
具
せ
ざ
る
所
な
く
、
以
て
そ
の
生
を
養
ひ
、
以
て
其
の

死
を
送
る
。

然
ら
ば
則
ち
、
道
、
豈
に
独
り
漢
土
の
文
字
の
み
に
在
ら
ん
や
。
天
、
果

し
て
厚
薄
愛
憎
の
殊
な
る
あ
り
と
云
は
ん
や
。
（
原
漢
文
）

一
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ど
こ
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
の
か
大
い
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
筬
言
集
・
断
片
集
へ
の
愛
好
に
も
見
ら
れ
る
、
日
本
人
の
人
生
論
好
き
（
世

界
観
な
き
人
生
論
）
に
の
ゑ
解
消
し
切
れ
ぬ
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
だ
が
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
荘
莊
た
る
宇
宙
、
こ
の
道
只
だ
こ
れ
一
貫
す
」
の
イ
メ
ー

ジ
は
鮮
烈
で
あ
り
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
確
で
あ
る
。
「
天
、
果
し
て
厚
薄

愛
憎
の
殊
な
る
あ
り
と
云
ば
ん
や
」
と
い
う
「
天
」
の
広
大
性
・
普
遍
性
、
「
こ

の
道
只
だ
こ
れ
一
貫
す
」
と
い
う
（
道
）
理
の
一
貫
性
、
「
天
」
と
「
理
」
こ

の
二
つ
の
伝
統
的
儒
学
の
概
念
の
み
に
よ
る
伝
統
的
思
考
法
に
よ
っ
て
、
中
華

思
想
も
神
国
思
想
も
と
も
に
原
理
的
に
一
蹴
さ
れ
、
文
明
の
相
対
史
観
が
紡
ぎ

だ
さ
れ
て
く
る
。
一
斎
が
世
界
認
識
の
枠
組
と
す
る
の
は
、
「
中
国
」
（
中
華
）

と
「
夷
狄
」
と
い
う
相
変
わ
ら
ず
の
華
夷
的
図
式
だ
が
、
し
か
し
、
『
左
伝
』

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
古
色
蒼
然
た
る
「
華
」
「
夷
」
の
図
式
を
駆
使
し
て
、
華

、
、
、
、
、

夷
思
想
そ
の
も
の
を
形
骸
化
し
て
し
ま
う
手
並
は
見
事
で
あ
る
。
方
法
と
し
て

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
華
夷
思
想
に
よ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ
と
し
て
の
華
夷
思
想
を
形
骸
化
し
た
も

の
と
言
っ
て
よ
い
。

か
っ
て
屋
久
島
に
密
入
国
し
て
き
た
ロ
ー
マ
人
宣
教
師
シ
ド
ッ
テ
ィ
を
尋
問

し
た
新
井
白
石
は
、
「
君
の
た
め
師
の
た
め
に
一
旦
に
命
を
す
つ
る
事
は
有
く

し
。
六
年
の
月
日
万
里
の
波
涛
を
し
の
ぎ
し
は
難
き
に
似
た
り
」
（
『
羅
馬
人
処

置
献
議
』
）
と
述
べ
て
、
シ
ド
ッ
テ
ィ
の
人
柄
と
と
も
に
、
そ
の
勇
気
と
忍
耐

を
育
ん
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
理
に
充
分
の
理
解
を
示
し
、
「
こ
れ
は
か
れ
を
さ
し

て
邪
と
し
候
へ
ど
も
か
れ
は
ま
た
こ
れ
を
見
て
邪
と
な
し
、
そ
の
い
は
ゆ
る
正

に
し
て
莞
れ
」
（
『
本
佐
録
考
』
）
と
い
う
出
色
の
相
対
感
覚
を
も
っ
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
を
イ
タ
リ
ア
の
国
教
と
位
置
づ
け
、
シ
ド
ッ
テ
ィ
を
そ
の
国
教
教
理
へ

の
殉
教
者
と
見
な
し
た
。
理
性
・
良
識
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

き
わ
め
て
大
時
代
的
な
「
（
中
）
華
」
と
「
夷
（
狄
）
」
と
い
う
枠
組
の
故
に

嫌
忌
・
軽
視
さ
れ
が
ち
の
華
夷
思
想
も
、
こ
う
し
た
理
性
・
良
識
を
介
在
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
流
動
性
を
高
め
、
機
能
性
を
獲
得
し
、
世
界
圏
認
識

に
お
け
る
相
対
的
に
有
効
な
座
標
軸
た
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
良
識
と
世
界
圏

知
識
の
増
大
、
こ
の
質
量
相
侯
っ
て
の
効
果
に
よ
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
固
定
的
華
夷
思
想
に
対
す
る
方
法
と
し
て
の
流
動
的
華
夷
思
想
の
優
位
で
あ

る
。
右
に
み
た
佐
藤
一
斎
の
論
は
、
そ
の
絶
好
の
例
と
言
え
よ
う
。

方
法
と
し
て
の
華
夷
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
活
用
が
論
争
に
お

い
て
こ
そ
最
も
有
用
性
を
発
揮
し
得
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
横
井
小
楠
の
例

を
引
こ
う
。

我
が
国
の
万
国
に
勝
れ
世
界
に
て
君
子
国
と
も
称
せ
ら
る
上
は
、
天
地
の

ア
メ
リ
カ
ロ
シ
ア

心
を
体
し
仁
義
を
重
ん
ず
る
を
以
て
也
。
さ
れ
ば
亜
墨
利
加
・
魯
西
亜
の
使

節
に
応
対
す
る
も
、
只
此
天
地
仁
義
の
大
道
を
貫
く
の
条
理
を
得
る
に
有
り
。

此
条
理
貫
か
ざ
れ
ば
、
和
す
れ
ば
国
体
を
損
ひ
、
戦
ば
破
れ
、
二
シ
の
も
の

の
勢
眞
に
顕
然
た
る
は
又
云
に
不
し
及
事
也
。

お
よ
そ

凡
我
国
の
外
夷
に
処
す
る
の
国
是
た
る
や
、
有
道
の
国
は
通
信
を
許
し
、

無
道
の
国
は
拒
絶
す
る
の
二
シ
也
。
有
道
無
道
を
分
た
ず
一
切
拒
絶
す
る
は

く
ら
く

天
地
公
共
の
実
利
に
暗
し
て
、
遂
に
信
義
を
万
国
に
失
ふ
に
至
る
も
の
必
然

そ
の

の
理
也
。
然
る
に
其
有
道
と
云
る
は
、
唯
我
国
に
信
義
を
失
な
は
ざ
る
国
の

み
を
言
こ
と
に
あ
ら
ず
し
て
、
自
余
の
国
に
於
る
も
又
信
義
を
守
り
侵
犯
暴

悪
の
所
行
な
く
、
天
地
の
心
に
背
か
ざ
る
の
国
を
云
る
こ
と
に
し
て
、
此
等

の
国
あ
り
て
我
に
通
信
交
易
を
望
む
に
、
我
是
を
絶
て
拒
絶
す
る
の
道
理
あ
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周
知
の
『
夷
虜
応
接
大
意
』
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。
『
夷
虜
応
接
大
意
』
（
以

下
、
『
大
意
』
と
略
記
）
は
、
嘉
永
六
年
（
小
楠
四
十
五
歳
）
、
同
年
十
二
月
に

再
来
し
た
ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
と
の
応
接
に
あ
た
る
川
路
聖
謨
の
た
め

に
長
崎
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

「
天
地
仁
義
の
大
道
」
の
有
無
に
よ
る
「
有
道
の
国
」
、
「
無
道
の
国
」
の
区

別
が
、
「
礼
楽
」
（
祖
侠
）
「
礼
儀
」
（
春
台
）
の
有
無
に
よ
る
「
華
」
「
夷
」
の

別
の
、
状
況
即
応
的
な
鋳
直
し
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
祖
侠
や
春
台
に
あ
っ
て
、
現
実
と
は
直
ち
に
か
か
わ
ら
ぬ
中
国
史
に

お
け
る
歴
史
的
範
陦
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
「
礼
楽
」
や
「
礼
儀
」
が
、

生
々
し
い
国
際
関
係
場
裡
に
お
け
る
「
信
義
」
に
も
か
か
わ
る
「
天
地
公
共
の

実
理
」
と
し
て
鋳
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
態
は
新
し
い
展
開
を
見
る
こ
と

に
な
る
。

「
自
余
の
国
に
於
る
も
」
と
小
楠
は
言
う
。
阿
片
戦
争
に
お
け
る
清
国
に
た

い
す
る
英
国
の
所
行
が
問
わ
れ
、
そ
れ
が
詞
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

当
事
国
で
な
い
清
国
、
英
国
ま
で
も
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
で

の
「
道
」
が
「
天
地
公
共
の
実
理
」
と
し
て
そ
の
普
遍
妥
当
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る
所
以
が
あ
る
。
当
事
国
同
志
の
み
な
ら
ず
、
第
三
国
へ
の
信
義
の
遵
守
も

が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
二
国
（
た
と
え
ば
「
神
国
」
日

本
と
「
西
洋
」
）
間
の
み
に
お
け
る
相
互
の
、
「
訣
舌
鳥
語
」
の
「
夷
狄
」
呼
ば

わ
り
か
ら
自
由
な
普
遍
的
構
図
と
傭
鰍
的
視
座
の
確
立
が
見
て
と
れ
よ
う
。
こ

れ
が
第
一
。

第
二
の
展
開
は
、
一
斎
的
平
等
論
の
進
化
で
あ
る
。
一
斎
は
言
う
、
「
中
国

る
べ
き
や
。
（
『
夷
虜
応
接
大
意
』
）

に
乗
葬
の
性
あ
り
、
夷
狄
に
も
ま
た
乗
舞
の
性
あ
り
」
、
と
。
だ
が
こ
の
各
国

そ
れ
ぞ
れ
が
具
有
す
る
「
乗
舞
性
」
の
客
観
的
妥
当
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
保

証
さ
れ
る
の
か
。

小
楠
は
右
の
一
文
か
ら
す
こ
し
あ
と
の
箇
所
で
、
「
凡
天
地
の
間
は
只
是
道

理
の
あ
る
あ
り
。
道
理
を
以
て
諭
さ
ん
に
は
夷
狄
禽
獣
と
い
へ
ど
も
服
せ
ざ
る

事
不
レ
能
也
」
と
言
う
。
こ
こ
で
の
「
夷
狄
禽
獣
」
は
、
「
道
理
」
を
聞
き
分

け
る
の
で
あ
る
。
固
定
的
な
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ
と
し
て
の
華
夷
思
想
の
徒
に
よ

、
、

る
、
「
道
理
」
が
通
じ
な
い
か
ら
「
夷
狄
」
と
い
う
の
と
は
大
き
な
相
違
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
小
楠
の
趣
旨
は
こ
の
限
り
で
は
、
「
中
国
」
「
夷
狄
」
と
も
に
「
乗

舞
の
性
」
あ
り
と
す
る
一
斎
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

だ
が
小
楠
は
、
「
夷
虜
応
接
」
と
い
う
事
態
へ
の
対
応
上
当
然
な
が
ら
、
一

歩
す
す
め
て
、
他
国
に
対
し
て
も
「
信
義
」
を
守
る
か
否
か
を
問
題
に
し
て
い

る
。
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
に
具
有
す
る
道
徳
性
の
質
の
優
劣
は
、
他
国
に
対
し
「
信

義
を
守
り
侵
犯
暴
悪
の
所
行
な
く
、
天
地
の
心
に
背
か
ざ
る
国
」
で
あ
る
か
否

か
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
此
等
の
（
有
道
の
）
国
あ
り
て
我
に
通

た
ち

信
交
易
を
望
む
に
、
我
是
を
絶
て
拒
絶
す
る
の
道
理
あ
る
べ
き
や
」
と
言
う
の

だ
か
ら
、
「
有
道
の
国
」
へ
の
開
国
、
そ
れ
と
の
交
易
は
不
可
避
と
な
る
。
も

し
こ
の
「
道
理
」
を
拒
め
ば
、
我
が
「
君
子
国
」
日
本
は
「
信
義
を
万
国
に
失
」

ひ
、
「
夷
狄
禽
獣
」
へ
と
転
落
す
る
の
は
論
理
的
必
然
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

自
称
「
君
子
国
」
日
本
の
実
態
の
検
証
を
も
不
可
避
的
に
要
請
す
る
こ
の
小

楠
の
立
論
の
趣
旨
の
う
ち
に
、
華
夷
思
想
的
思
考
の
最
も
良
質
の
伝
統
を
見
る

こ
と
は
さ
ま
で
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

一
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外
国
認
識
の
方
法
と
し
て
の
華
夷
思
想
と
は
、
未
知
の
外
国
に
出
会
っ
た
場

合
、
一
定
の
客
観
的
基
準
（
た
と
え
ば
「
礼
楽
」
「
礼
儀
」
な
ど
）
に
し
た
が

っ
て
、
そ
の
国
を
「
華
」
か
「
夷
」
か
い
ず
れ
か
の
範
陦
に
配
当
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
文
明
の
進
展
の
度
合
い
に
し
た
が
っ
て
文
明
国
か
非
文

明
国
か
の
い
ず
れ
か
に
配
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
実
に
、
あ
る

特
定
の
未
知
の
国
を
「
華
」
「
夷
」
の
い
ず
れ
か
に
配
当
す
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
判
定
基
準
そ
の
も
の
の
客
観
性
・
普
遍
妥
当
性
が
問
い
直
さ
れ
、
そ
の
問

い
直
し
が
同
時
に
判
定
の
主
体
国
自
身
の
適
性
如
何
へ
と
は
ね
か
え
っ
て
く
る

事
態
は
、
華
夷
思
想
の
原
義
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
「
華
」
の
「
華
」

た
る
所
以
へ
の
問
い
直
し
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
右
の
小
楠
の
対
露
交
渉
に

し
‐
‐
‐
卜
リ
牛
，
！

お
け
る
説
得
の
倫
理
の
う
ち
に
、
清
国
の
「
中
華
」
性
、
日
本
の
「
君
子
（
国
）
」

性
を
も
問
い
直
す
論
理
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
一
斎
の
論
の
う
ち
で
、

「
中
国
」
（
中
華
の
国
）
と
は
別
に
、
「
漢
土
」
の
語
が
用
い
ら
れ
、
中
国
中
心

の
華
夷
思
想
か
ら
の
脱
却
が
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
。

論
理
と
し
て
は
た
し
か
に
そ
の
通
り
だ
と
し
て
も
、
現
実
の
問
題
と
し
て
、

永
き
に
わ
た
っ
て
信
奉
し
て
き
た
中
国
中
心
の
華
夷
思
想
か
ら
の
脱
却
は
容
易

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
古
代
以
来
連
綿
と
続
い
て
い
た
こ
の
中

国
中
心
の
華
夷
思
想
の
崩
壊
は
、
洋
学
者
た
ち
か
ら
の
中
国
医
学
へ
の
原
理
的

批
判
に
端
を
発
し
た
。

い
ま
だ
医
の
聖
な
る
も
の
に
遇
は
ず
、
と
杉
田
玄
白
（
一
七
三
三
’
一
八
一

七
）
は
言
う
。
中
国
古
代
の
伝
説
上
の
帝
王
で
農
業
・
医
薬
の
神
と
い
わ
れ
る

神
農
氏
（
炎
帝
）
の
『
神
農
本
経
』
に
は
「
上
品
の
薬
一
百
二
十
種
」
の
記
載

（
一
一
）

か
く
て
中
国
は
そ
の
「
中
華
」
性
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

医
学
者
玄
白
に
つ
づ
い
て
、
実
験
重
視
の
兵
学
者
佐
久
間
象
山
は
言
う
、
「
兎

角
漢
人
の
天
地
説
は
秦
漢
以
来
、
周
張
程
朱
諸
腎
に
至
る
迄
、
影
響
の
沙
汰
の

象
多
く
、
其
実
を
得
候
は
至
て
少
く
、
看
る
に
厭
き
申
候
」
（
「
川
路
聖
謨
宛
書

簡
」
）
。
中
国
自
然
科
学
は
、
「
物
理
多
ク
臆
度
一
一
出
デ
、
虚
誕
二
流
レ
ル
」
天

地
説
に
立
脚
し
、
「
義
理
の
鍛
錬
、
甚
粗
漏
」
な
る
が
故
に
、
「
西
洋
実
測
之
学
」

に
と
う
て
い
及
ば
ず
、
と
。

「
中
華
」
中
国
の
転
落
は
、
「
礼
楽
」
「
礼
儀
」
と
い
う
文
化
に
代
わ
っ
て
、

が
あ
る
が
、
「
い
ま
だ
一
人
と
し
て
こ
れ
を
服
し
て
そ
の
効
あ
る
者
を
開
か
ざ

れ
ば
、
す
な
は
ち
人
を
欺
く
の
事
と
謂
ふ
べ
き
な
り
」
。
ま
た
同
じ
く
聖
人
と

い
わ
れ
る
黄
帝
の
『
黄
帝
内
経
』
（
「
素
問
」
と
「
霊
枢
」
の
二
篇
か
ら
成
る
た

め
「
素
霊
』
と
も
い
う
）
記
載
の
人
体
図
は
現
実
の
解
剖
所
見
と
全
く
合
わ
ず
、

た
だ

「
こ
れ
を
物
に
質
す
に
こ
れ
と
異
な
れ
ば
、
す
な
は
ち
、
ま
た
人
を
欺
く
の
書

な
り
」
。
「
こ
れ
予
の
支
那
の
書
を
廃
し
て
、
ひ
と
り
和
蘭
の
書
を
取
る
所
以
な

り
」
。
中
国
医
学
へ
の
最
終
的
な
快
別
宣
言
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
神
農
・

黄
帝
批
判
が
聖
人
一
般
へ
の
そ
れ
に
、
さ
に
ら
は
、
『
神
農
本
経
』
「
黄
帝
内
経
』

批
判
が
他
の
も
ろ
も
ろ
の
聖
典
の
実
質
的
価
値
へ
の
懐
疑
に
と
進
展
す
る
の
に

さ
し
た
る
時
日
を
要
す
ま
い
。

・
・
・
い
は
ん
や
ま
た
腐
儒
庸
医
、
支
那
の
書
に
従
ひ
、
そ
の
国
を
以
て

中
士
と
な
す
。
そ
れ
地
な
る
も
の
は
一
大
球
な
り
、
万
国
こ
れ
に
配
居
す
。

居
る
と
こ
ろ
は
皆
中
な
り
。
何
れ
の
国
か
中
士
と
な
さ
ん
。
支
那
も
ま
た
東

海
一
隅
の
小
国
な
り
。
（
『
狂
医
之
言
』
）

一
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医
学
・
技
術
と
い
う
文
明
が
判
断
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
の
必
然
的
帰
結
で

あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
止
む
を
得
ぬ
事
態
だ
っ
た
ろ
う
。
た
と
え
ば
杉
田
玄
白

が
、
「
そ
れ
礼
楽
文
物
は
以
て
尊
卑
を
分
か
た
ん
と
な
す
な
り
。
何
れ
の
国
か

尊
卑
な
か
ら
ん
。
何
れ
の
国
か
礼
楽
な
か
ら
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
も
は
や
中

国
の
承
が
唯
一
の
「
礼
楽
」
完
備
の
国
と
い
う
古
代
的
状
況
で
は
な
く
、
い
ま

や
「
礼
楽
」
の
有
無
は
「
華
」
「
夷
」
の
判
断
基
準
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ

る
。
か
か
る
。
ハ
ー
ス
・
ヘ
ク
テ
ィ
ブ
の
合
理
性
に
つ
い
て
、
中
国
思
想
に
よ
る
「
法

縛
」
（
本
多
利
明
）
か
ら
自
由
な
洋
学
者
医
学
者
だ
か
ら
言
え
た
こ
と
、
特
殊

な
事
例
だ
と
い
う
言
分
は
あ
た
る
ま
い
。
玄
白
よ
り
四
十
歳
若
い
聖
堂
の
儒
官

佐
藤
一
斎
も
言
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
「
そ
の
余
の
横
文
の
俗
も
、
ま
た
能

く
そ
の
性
を
性
と
し
て
足
ら
ざ
る
所
な
く
、
そ
の
倫
を
倫
と
し
て
具
せ
ざ
る
所

な
く
、
以
て
そ
の
生
を
養
ひ
、
以
て
其
の
死
を
送
る
。
然
ら
ば
則
ち
、
道
、
豈

に
独
り
漢
土
の
文
字
の
ゑ
に
あ
ら
ん
や
」
、
と
。
西
洋
に
も
西
洋
固
有
の
「
礼

楽
」
が
あ
り
、
そ
の
存
在
は
「
天
」
に
よ
り
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
「
天
、
果
し
て
厚
薄
愛
憎
の
殊
な
る
あ
り
と
云
は
ん
や
」
。

有
識
者
た
ち
が
挙
っ
て
大
恩
あ
る
中
国
に
挟
別
し
、
西
洋
に
乗
り
換
え
ん
気

配
と
、
大
橋
訓
電
（
一
八
一
六
’
六
二
）
の
眼
に
は
映
じ
た
ら
し
い
。
な
に
し

ろ
師
の
一
斎
す
ら
が
「
横
文
の
俗
に
も
」
云
々
と
い
う
戯
言
を
吐
く
の
だ
か
ら
。

近
世
〈
、
西
洋
ノ
学
ト
云
モ
ノ
、
盛
二
天
下
二
行
ハ
レ
テ
、
人
ノ
貴
賤
ト

プ
ラ
ン
ス

ナ
ク
、
地
ノ
都
鄙
ト
ナ
ク
、
掃
郎
察
ノ
、
英
吉
利
ノ
、
魯
西
亜
ノ
、
共
和
改

治
ノ
ト
言
上
曝
ハ
ギ
テ
、
我
モ
我
モ
ト
其
学
ヲ
治
メ
、
競
ツ
テ
戎
狄
ノ
説
ヲ

張
皇
ス
ル
〈
、
聖
道
ノ
為
メ
ニ
モ
、
天
下
ノ
為
メ
ニ
モ
、
彗
李
ニ
マ
サ
レ
ル

よ
う
せ
つ

ノ
妖
撃
ト
云
、
ヘ
シ
。
（
中
略
）

『
關
邪
小
言
』
冒
頭
の
、
周
知
の
一
文
で
あ
る
。
こ
ん
な
状
態
を
放
置
し
て

ひ

お
く
と
今
に
日
本
人
は
「
七
」
（
ス
プ
ー
ン
）
で
食
事
を
し
、
「
狭
ノ
ナ
キ
胡
服
」

（
背
広
）
を
着
る
よ
う
に
な
り
、
「
此
後
二
至
テ
ハ
、
国
体
モ
西
洋
ノ
如
ク
ナ

ラ
デ
ハ
、
誠
ノ
国
体
二
非
ズ
ト
思
う
、
ヘ
ク
、
朝
廷
ノ
紀
綱
制
度
モ
、
西
洋
ノ
如

ク
改
メ
ザ
レ
バ
、
的
当
ナ
ラ
ズ
ト
思
フ
ニ
至
ラ
ン
」
と
も
言
う
。

こ
こ
で
の
ス
プ
ー
ン
、
背
広
、
「
国
体
」
の
変
化
は
も
と
よ
り
と
し
て
、
調

蓄
の
予
言
の
的
確
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
今
ヨ
リ
七
八
十
年
モ

経
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
和
漢
ノ
古
典
旧
法
〈
、
晨
星
落
月
ノ
如
ク
ニ
ナ
リ
テ
、
凡
ソ

医
卜
称
ス
ル
程
ノ
者
、
・
・
悉
ク
戎
狄
ノ
教
法
一
二
変
ス
、
へ
シ
」
は
平
凡
と
し

て
も
、
西
洋
医
学
の
実
験
精
神
の
果
て
に
、
「
生
体
」
解
剖
を
も
予
見
し
て
い

る
の
に
は
魂
消
た
。

撰
夷
の
理
論
家
と
い
う
表
看
板
と
は
い
さ
さ
か
そ
ぐ
わ
ぬ
彼
の
、
当
時
と
し

て
は
出
色
の
西
洋
知
識
の
出
所
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
く
と
、
彼
の
家
系
に
つ
き
あ
た

ヲ
（
》
Ｏ

訓
電
の
祖
父
清
水
謙
山
は
江
戸
の
町
医
者
、
父
の
清
水
赤
城
は
天
文
暦
算
を

本
多
利
明
に
学
び
、
兵
学
を
長
沼
流
に
学
ん
だ
砲
術
家
で
あ
っ
た
。
友
人
の
渡

辺
睾
山
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
兵
学
の
知
識
を
得
て
博
学
多
識
を
う
た
わ
れ
て
い
た
赤

ち
ゅ
う
じ
ん

其
初
〈
傭
人
（
天
文
暦
算
の
学
者
）
医
師
ノ
類
ナ
ド
、
洋
説
ノ
新
奇
ナ
ル

ニ
喫
驚
シ
テ
、
彼
是
卜
唱
へ
ツ
ル
程
ノ
事
ナ
ル
’
一
、
後
〈
次
第
二
滋
蔓
シ
テ
、

其
風
武
士
二
浸
淫
シ
、
兵
法
モ
器
械
モ
、
西
洋
ノ
制
ナ
ラ
デ
ハ
、
実
用
二
非

ズ
ナ
ド
云
フ
ホ
ド
コ
ソ
ア
レ
、
ヤ
ガ
テ
儒
生
ト
号
称
シ
テ
、
桿
然
卜
百
家
ノ

上
二
位
ス
ル
者
ド
モ
モ
、
其
妄
説
二
雷
同
シ
テ
、
彼
徒
ノ
狂
嫉
ヲ
助
ク
ル
輩

ノ
ア
ル
ハ
、
誠
一
一
如
何
ナ
ル
コ
ト
ニ
ャ
。

二

五



城
に
は
吉
田
松
陰
も
入
門
し
て
い
る
。
老
中
松
平
定
信
は
赤
城
を
房
州
海
防
視

察
要
員
に
任
ず
る
一
方
、
次
男
次
郎
（
の
ち
の
松
代
藩
主
眞
田
幸
貫
、
、
佐
久

間
象
山
の
主
君
）
を
赤
城
の
門
に
入
れ
、
海
防
問
題
に
つ
き
諮
問
す
る
の
を
常

ゆ
き

と
し
た
。
訓
電
の
長
兄
正
巡
は
『
銃
陣
詳
説
』
『
連
砲
』
『
操
錬
駁
説
』
な
ど
を

著
わ
し
、
佐
久
間
家
山
と
親
交
の
あ
っ
た
弟
は
田
安
家
文
武
師
範
役
を
つ
と
め

て
い
る
。
ま
こ
と
に
華
麗
な
系
譜
と
い
っ
て
よ
く
、
彼
の
西
洋
知
識
は
か
な
り

由
緒
正
し
い
情
報
源
に
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

調
蓄
と
い
え
ば
、
「
是
し
戎
狄
ハ
陰
暗
ノ
気
ノ
凝
レ
ル
モ
ノ
、
武
国
〈
陽
明

ノ
気
ノ
凝
レ
ル
者
ニ
テ
、
・
・
陰
陽
ノ
例
錯
シ
タ
ル
ガ
、
則
チ
戎
狄
ナ
ル
所
以

二
非
ズ
ャ
、
・
・
彼
レ
等
ガ
学
問
技
芸
卜
云
モ
ノ
悉
ク
皆
利
ノ
為
メ
ノ
ミ
’
一
テ
、

義
ニ
ハ
許
多
ノ
害
ア
ル
モ
、
亦
是
レ
必
然
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
ャ
」
と
い
う
き
わ
め

て
偏
狭
な
壌
夷
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
彼
が
時
と
し
て
、
「
サ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

レ
バ
、
西
洋
ノ
説
ノ
中
ニ
ハ
、
一
二
ノ
採
ル
、
へ
キ
ナ
キ
ニ
ァ
ラ
ネ
ド
、
ソ
ヲ
取

捨
セ
ン
〈
、
識
者
ノ
事
ニ
テ
」
と
い
う
よ
う
な
揺
れ
を
示
す
の
は
、
右
の
よ
う

な
系
歴
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
少
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
は
西
洋
に

「
礼
楽
」
無
し
と
は
言
わ
な
い
。
「
礼
楽
」
を
支
え
る
エ
ー
ト
ス
を
こ
そ
問
う

の
で
あ
る
。

調
蓄
に
「
地
球
図
序
」
（
嘉
永
三
年
）
と
い
う
短
文
（
漢
文
）
が
あ
る
。
白

井
通
気
の
「
萬
国
全
図
」
へ
の
序
文
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
曰
く
「
古
之
夷
狄

〈
宮
室
無
ク
、
制
度
無
シ
。
而
シ
テ
今
之
夷
狄
〈
、
則
チ
城
廓
有
り
、
宮
室
有

り
、
文
物
制
度
有
り
」
。
こ
こ
に
お
け
る
「
古
之
夷
狄
」
と
「
今
之
夷
狄
」
の

対
比
に
は
、
右
に
述
べ
た
彼
の
教
養
が
た
し
か
に
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
認
識

は
杉
田
玄
白
・
佐
藤
一
斎
の
そ
れ
と
同
じ
時
代
の
潮
流
の
う
ち
に
あ
る
。
だ
が

訓
電
の
独
壇
場
は
、
こ
の
先
に
あ
る
。
問
題
は
「
今
之
夷
狄
」
の
「
義
ヲ
棄
テ

テ
利
ヲ
負
ル
ノ
心
」
に
あ
り
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
「
天
象
」
「
地
理
」

に
精
通
し
て
い
る
の
も
、
農
業
に
寄
与
し
民
生
に
資
せ
ん
が
た
め
に
は
あ
ら
ず
、

海
外
に
航
し
て
の
交
易
（
則
ち
利
）
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
ず
、
軍
事
技
術
の
優

秀
性
（
「
練
」
「
熟
」
）
も
民
を
救
わ
ん
が
た
め
に
あ
ら
ず
、
隣
国
を
犯
し
領
土

を
拡
げ
ん
が
た
め
な
り
、
「
其
ノ
為
ス
所
、
一
ト
シ
テ
利
ヨ
リ
出
デ
ザ
ル
ハ
莫

キ
也
。
則
チ
文
物
美
ト
リ
ナ
雛
モ
、
制
度
備
ハ
ル
ト
難
モ
」
、
や
は
り
「
夷
狄
」

で
あ
る
、
と
。

「
文
物
美
ナ
リ
ト
雛
モ
、
制
度
備
ハ
ル
ト
雛
モ
」
の
語
に
は
、
守
勢
に
立
た

さ
れ
た
壌
夷
派
の
焦
り
す
ら
感
取
さ
れ
る
。
か
く
西
洋
の
「
文
物
制
度
」
の
美

を
認
め
る
以
上
、
「
文
物
制
度
」
や
「
礼
楽
」
は
西
洋
を
「
夷
狄
」
と
す
る
た

め
の
判
断
基
準
と
は
な
り
得
な
い
。
「
義
」
を
も
っ
て
「
利
」
を
た
た
く
し
か

な
い
。
「
義
ヲ
尚
ブ
ノ
国
、
之
ヲ
夏
卜
謂
上
、
利
ヲ
尚
ブ
ノ
国
、
之
ヲ
夷
卜
謂

フ
。
義
理
之
弁
明
ラ
ヵ
ニ
シ
テ
、
夏
夷
之
別
始
メ
テ
厳
ナ
リ
」
。
そ
し
て
こ
の

「
利
」
に
は
、
交
易
に
よ
る
「
利
（
潤
）
」
の
み
な
ら
ず
、
「
西
洋
文
物
」
が
旨

と
す
る
「
便
利
」
も
ま
た
含
ま
れ
る
と
い
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
華
夷

思
想
で
あ
る
。

「
夏
」
（
華
）
で
あ
る
が
故
に
「
義
」
を
尚
ふ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
義
ヲ

尚
ブ
ノ
国
、
之
ヲ
夏
ト
謂
フ
」
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
華
」
「
夷
」

を
地
理
的
に
で
は
な
く
文
化
的
範
時
と
す
る
流
動
的
華
夷
思
想
の
は
ず
で
あ

り
、
「
神
州
」
日
本
が
「
夷
」
に
転
落
す
る
余
地
無
し
と
は
し
な
い
。

だ
が
訓
電
が
『
關
邪
小
言
』
に
お
い
て
基
調
と
す
る
の
は
、
「
華
」
「
夷
」
を

地
理
的
に
固
定
す
る
陰
陽
理
論
で
あ
る
。
「
華
」
は
陽
・
東
・
明
・
君
・
父
・

男
の
列
に
、
「
夷
」
は
陰
・
西
・
暗
・
臣
・
子
・
女
の
列
に
配
列
さ
れ
る
自
然

的
秩
序
観
で
あ
る
。

一
一
一
ハ



こ
こ
で
は
、
先
の
「
地
球
図
序
」
と
は
相
異
し
て
、
「
華
」
だ
か
ら
「
義
」
、

「
夷
」
だ
か
ら
「
利
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
自
然
的
秩
序
観

は
、
「
そ
れ
地
な
る
も
の
は
一
大
球
な
り
、
・
・
居
る
と
こ
ろ
は
皆
中
」
な
り

と
い
う
先
の
杉
田
玄
白
（
生
年
で
訓
電
に
八
十
三
年
先
立
つ
）
の
言
を
ま
つ
ま

で
も
な
く
、
地
球
儀
を
ま
わ
し
て
み
れ
ば
た
だ
ち
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

本
多
利
明
に
西
洋
天
文
暦
算
の
術
を
学
ん
だ
清
水
赤
城
を
父
に
も
つ
訓
電
が
気

付
か
ぬ
道
理
は
あ
る
ま
い
。
か
と
い
っ
て
「
地
球
図
序
」
に
記
さ
れ
た
よ
う
な

動
態
的
華
夷
観
に
立
つ
か
ざ
り
、
「
神
州
」
日
本
の
確
定
・
維
持
に
は
限
界
が

あ
る
。
「
国
体
」
の
危
機
だ
と
彼
は
言
う
が
、
彼
の
「
国
体
」
イ
メ
ー
ジ
は
き

わ
め
て
暖
昧
な
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
矛
盾
・
混
乱
は
主
と
し
て
、
こ
の
点

に
起
因
す
る
。

是
し
戎
狄
ハ
陰
暗
ノ
気
ノ
凝
レ
ル
モ
ノ
、
我
国
〈
陽
明
ノ
気
ノ
凝
レ
ル
者

ニ
テ
、
・
・
凡
ソ
陰
気
ノ
凝
レ
ル
物
〈
、
陰
ヲ
尊
ブ
ヲ
知
テ
陽
ヲ
尊
ブ
コ
ト

ヲ
知
ラ
ズ
、
故
二
禽
獣
〈
母
ヲ
知
テ
父
ヲ
知
ザ
ル
ナ
リ
、
西
洋
諸
国
ノ
風
俗

イ
ギ
リ
ス

モ
、
暎
嗜
荊
紀
略
ノ
中
ナ
ド
’
一
、
女
尊
男
卑
卜
云
上
、
国
中
之
女
子
之
権
男

エ
ー
ヲ
・
フ

つ
か
さ
ど
る

子
二
勝
ル
ト
云
上
、
婚
礼
択
レ
配
ヲ
皆
女
自
主
し
之
ヲ
、
卜
云
へ
ル
ノ
類
、

陰
陽
ノ
倒
錯
シ
タ
ル
所
〈
、
其
質
ノ
禽
獣
ニ
近
キ
ヲ
見
ル
。
へ
シ
、
・
・
カ
ク

陰
陽
ノ
倒
錯
シ
タ
ル
ガ
戎
狄
ナ
ル
所
以
二
非
ズ
ャ
、
或
〈
天
主
ヲ
尊
崇
シ
テ
、

君
父
ヨ
リ
重
キ
者
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
、
・
・
彼
レ
等
ガ
学
問
技
芸
卜
云
モ
ノ
、

悉
ク
皆
利
ノ
為
メ
ノ
ミ
ニ
テ
、
義
一
天
許
多
ノ
害
ア
ル
モ
、
又
是
レ
必
然
ノ

コ
ト
ニ
非
ズ
ャ
。

「
国
体
」
イ
メ
ー
ジ
の
暖
昧
性
に
由
来
す
る
、
訓
電
の
立
論
の
不
備
を
指
摘

し
た
の
が
鹿
持
雅
澄
（
一
七
九
一
’
一
八
五
八
）
『
關
邪
小
言
評
』
で
あ
る
。
「
關

邪
小
言
四
冊
」
に
目
を
通
し
た
こ
の
国
学
者
は
、
本
書
が
大
体
に
お
い
て
、
「
何

事
モ
漢
士
二
擬
ス
ル
、
、
、
迂
儒
ノ
通
患
ヲ
キ
ヨ
ク
マ
ヌ
ヵ
レ
タ
ル
、
、
、
卓

越
」
の
書
た
る
こ
と
、
儒
者
と
し
て
は
出
色
の
書
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら

も
、
以
下
二
点
を
欠
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

訓
電
は
「
神
州
」
日
本
と
書
く
が
、
こ
れ
は
「
神
国
」
と
あ
る
べ
き
だ
。
「
神

も
ろ
こ
し

州
」
と
は
「
諸
越
」
の
国
が
自
国
を
「
中
国
」
「
赤
県
神
州
」
と
称
し
た
（
『
史

記
』
、
『
孟
子
列
伝
』
、
『
准
南
子
』
な
ど
）
こ
と
に
由
来
し
、
こ
れ
に
対
す
る
に

日
本
で
は
、
「
日
本
紀
、
国
史
律
令
格
式
」
以
来
の
「
天
朝
ヨ
リ
ノ
徒
」
と
し

ヲ
ス

て
、
「
食
国
、
葦
原
中
シ
国
、
水
穂
国
、
大
八
嶋
国
」
と
い
う
の
に
準
じ
て
「
神

国
」
と
称
す
る
。
そ
し
て
こ
の
相
違
は
単
に
称
呼
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で

ラ
レ
ヲ

は
な
く
、
漢
土
に
お
け
る
「
周
易
二
陰
陽
不
し
測
之
謂
レ
神
」
、
本
朝
に
お
け

る
「
神
明
」
と
の
神
観
の
相
異
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
ワ
ヵ
神

国
ヲ
除
キ
テ
華
夏
中
国
ト
云
ヘ
キ
国
ハ
ァ
ル
ヘ
ク
モ
ァ
ラ
ス
」
。
雑
澄
の
論
旨

の
う
ち
に
は
、
不
動
の
根
源
と
し
て
の
「
天
祖
天
孫
」
が
鎭
座
し
て
い
る
。

第
二
に
、
訓
電
が
西
洋
の
肉
食
の
習
慣
に
言
及
し
て
、
我
国
で
は
「
情
二
於

テ
忍
ビ
難
イ
」
が
、
「
祭
祀
賓
客
等
」
の
時
だ
け
に
許
さ
れ
る
と
し
た
の
に
対

し
、
雅
澄
は
「
君
子
国
ノ
仁
一
一
比
較
ス
レ
バ
甘
心
ナ
リ
カ
タ
ク
候
」
と
し
て
こ

れ
を
一
蹴
す
る
。
雅
澄
に
と
っ
て
肉
食
の
禁
止
は
、
「
神
国
ノ
仁
ノ
厚
キ
全
世

界
二
比
ス
ヘ
キ
国
カ
ッ
テ
ァ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
確
信
さ
れ
る
「
神
国
」
日
本
に

お
け
る
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
「
神
慮
」
に
発
す
る
絶
対
的
規
定
で
あ
る
。
か

（
’
一
一
）

二

七



く
て
訓
電
の
条
件
付
肉
食
肯
定
論
は
「
皇
朝
ノ
典
制
」
な
ら
ぬ
「
外
国
ノ
制
」

と
断
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

鹿
持
雅
澄
に
よ
る
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
訓
電
に
は
こ
た
え
た
は
ず
で
あ
る
。

第
一
の
批
判
で
は
「
神
州
」
中
国
と
「
神
国
」
日
本
の
誤
認
と
い
う
形
で
、

、
、

ゑ
ず
か
ら
の
「
神
州
」
日
本
像
に
残
存
す
る
中
国
的
要
素
ｌ
極
端
に
言
え
ば

「
中
国
」
的
日
本
Ｉ
を
指
摘
さ
れ
、
第
二
の
批
判
で
は
、
と
り
わ
け
習
俗
レ

ヴ
ェ
ル
で
の
彼
我
の
比
較
を
売
物
と
す
る
の
に
、
批
判
の
対
象
と
な
る
西
洋
に

つ
い
て
の
知
識
に
比
し
て
、
肝
腎
の
お
膝
元
の
「
夏
」
（
華
）
、
「
神
国
」
日
本

に
つ
い
て
の
無
知
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。

要
す
る
に
、
朱
子
学
者
大
橋
訓
電
は
中
国
的
陰
陽
理
論
に
こ
そ
馴
染
ゑ
ふ
か

く
、
「
神
国
ノ
仁
ノ
厚
キ
全
世
界
一
一
比
ス
ヘ
キ
国
カ
ッ
テ
ァ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と

い
う
国
学
者
に
は
自
明
の
、
日
本
的
習
俗
の
絶
対
性
へ
の
確
信
に
欠
け
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
確
信
が
あ
れ
ば
、
「
神
国
ノ
仁
ノ
厚
キ
」
根
拠
を
陰
陽
理
論

を
仮
り
て
論
証
す
る
必
要
も
な
く
、
西
洋
と
の
「
義
」
の
優
劣
の
論
証
に
骨
身

を
け
ず
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
物
理
（
陰
・
陽
）
と
倫
理
（
仁
・
義

・
利
）
と
の
、
理
の
一
貫
性
・
連
続
性
と
い
う
朱
子
学
的
な
合
理
的
思
考
に
ひ

き
ず
ら
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

や
は
り
同
時
代
の
国
学
者
大
国
隆
正
（
一
七
九
二
’
一
八
七
一
）
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
事
態
を
、
「
華
夷
之
弁
」
な
ど
と
い
う
取
る
に
足
ら
ぬ
「
支
那
の
私

説
」
に
惑
わ
さ
れ
て
の
こ
と
、
と
評
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

訓
電
は
西
洋
の
「
戎
狄
尚
利
」
の
説
の
論
理
的
元
凶
は
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る

と
言
う
。
「
戎
狄
尚
利
」
の
説
の
打
破
と
い
う
主
観
的
動
機
に
因
る
牽
強
付
会

性
、
説
の
当
否
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
西
洋
文
化
総
体
の
思
想
的
背
景
に

キ
リ
ス
ト
教
を
す
え
る
と
い
う
こ
の
視
角
と
試
み
は
、
当
時
に
お
け
る
西
洋
認

「
義
」
と
は
「
親
疎
厚
薄
ノ
差
」
す
な
わ
ち
階
層
的
秩
序
だ
と
い
う
誠
竜
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
所
説
で
あ
る
。
「
西
洋
各
国
ノ
、
男
ヲ
賤
シ
メ
女
ヲ

貴
ミ
テ
、
陰
卜
陽
ト
ノ
別
ノ
ナ
キ
モ
、
或
〈
天
主
ヲ
尊
崇
シ
テ
、
君
父
ヨ
リ
重

キ
者
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
、
或
〈
爵
位
ノ
高
キ
官
人
、
四
方
二
航
海
貿
易
シ
テ
、
士

卜
商
寶
ト
ノ
弁
ノ
ナ
キ
モ
」
、
こ
れ
す
べ
て
悪
し
き
「
平
等
」
思
想
の
な
せ
る

業
で
あ
る
。
「
常
人
ノ
情
ハ
、
義
〈
守
り
難
ク
シ
テ
、
利
一
天
溺
レ
易
シ
。
是

ヲ
以
テ
近
世
以
来
、
漸
ト
シ
テ
夷
狄
ノ
職
ス
所
卜
為
ル
」
（
「
地
球
図
序
」
）
。
よ

っ
て
こ
う
し
た
無
秩
序
・
反
秩
序
の
国
と
の
「
交
易
」
は
、
「
君
子
国
」
日
本

識
の
一
視
座
と
し
て
評
価
し
て
よ
い
。
た
と
え
ば
西
洋
哲
学
史
の
概
説
的
紹
介

を
意
図
し
て
の
高
野
長
英
の
『
西
洋
学
師
ノ
説
』
が
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
に
偏
り

平
板
な
叙
述
に
終
始
し
て
い
る
の
な
ど
と
比
較
す
る
と
き
一
層
そ
の
感
が
深

い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
華
夷
思
想
の
一
収
穫
と
言
え
よ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
、
「
士
と
商
人
と
之
差
別
」
と
い
う
文
化
的
価
値
（
「
義
」
）

の
基
盤
を
破
壊
し
、
ひ
い
て
は
領
土
的
侵
略
を
推
進
す
る
、
「
平
等
」
思
想
の

論
理
的
元
凶
だ
と
訓
電
は
言
う
。

ま
ず
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
貿
易
と
の
関
係
か
ら
。

元
来
西
洋
諸
国
ノ
者
ノ
、
貿
易
ノ
説
ヲ
主
張
ス
ル
ハ
、
其
原
因
ヲ
推
究
ス

け
ん

ル
ー
、
彼
祇
教
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
天
主
ヲ
世
界
ノ
公
父
ト
ナ
シ
、
凡

ソ
万
国
ノ
人
民
〈
、
総
テ
皆
天
主
ノ
子
ナ
レ
バ
、
親
疎
厚
薄
ノ
差
等
立
テ
ズ
、

均
シ
ク
貨
財
ヲ
交
易
シ
テ
、
友
誼
ヲ
篤
ク
ナ
サ
ン
コ
ソ
、
天
主
ノ
意
ナ
レ
ト

思
ヘ
ル
処
、
彼
等
ガ
宗
旨
ノ
脳
髄
ナ
リ
。
サ
レ
バ
其
説
ノ
邪
妄
ナ
ル
コ
ト
、

墨
窪
ガ
兼
愛
ヨ
リ
モ
、
遥
ニ
マ
サ
レ
ル
コ
ト
ナ
ル
ニ
、
…
。

二
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こ
の
論
を
荒
唐
無
稽
、
偏
向
の
論
と
見
倣
す
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
れ
へ
の
偏
向
な
き
反
証
は
し
か
く
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
尚
、
訓
電
に
つ
い

て
の
私
の
立
入
っ
た
見
解
は
、
以
下
の
二
稿
を
御
参
照
願
い
た
い
。
「
撰
夷
の

倫
理
」
（
拙
著
『
壌
夷
と
伝
統
ｌ
そ
の
思
想
史
的
考
察
』
ペ
リ
か
ん
社
、
昭
和

六
十
年
、
所
収
）
、
「
反
近
代
の
道
標
ｌ
幕
末
に
お
け
る
「
商
人
国
」
批
判
と

そ
の
系
譜
」
（
東
洋
大
学
百
周
年
記
念
論
文
集
Ⅱ
『
近
代
日
本
文
化
の
歴
史
と

論
理
』
昭
和
六
十
二
年
、
所
収
）
。

カ
ム
ハ
カ
リ

「
天
上
高
天
原
の
神
議
」
に
立
脚
す
る
大
国
隆
正
は
、
「
西
洋
の
天
主
」
は

本
地
た
る
「
わ
が
神
明
」
の
垂
跡
に
す
ぎ
ず
と
し
、
「
軍
を
む
か
へ
て
た
上
か

ふ
壌
夷
」
な
ど
は
、
「
た
た
か
か
は
ず
し
て
、
か
れ
を
服
従
せ
し
む
る
穰
夷
」

た
る
「
大
穰
夷
」
と
は
似
て
非
な
る
、
「
小
壌
夷
」
と
し
て
こ
れ
を
斥
け
る
。
（
『
新

眞
公
法
論
卉
附
録
』
）
た
か
が
「
わ
が
神
明
」
天
之
御
中
主
神
の
垂
跡
に
す
ぎ

の
「
商
人
国
」
へ
の
転
落
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど

う
も
あ
ま
り
自
信
も
信
念
も
な
い
「
皇
国
」
の
「
常
人
」
群
だ
が
、
顧
て
思
え

ば
「
商
人
国
」
へ
の
転
落
と
い
う
予
言
だ
け
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
的
確
だ
っ
た
、

と
言
っ
て
よ
い
。

次
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
領
土
的
野
心
の
関
連
に
つ
い
て
。

抑
西
洋
諸
戎
ノ
者
ノ
、
貿
易
互
市
ヲ
先
務
ト
ス
ル
ハ
、
其
意
極
メ
テ
憎
ム

ベ
ク
、
又
權
ル
。
ヘ
キ
所
ニ
シ
テ
、
ソ
ハ
粗
前
ニ
モ
云
ヒ
ッ
ル
如
ク
、
彼
ガ
大

、
、
、
、
、
、
、
、

道
卜
思
ヘ
ル
所
ノ
、
祇
教
二
淵
源
セ
シ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
宇
内
ノ
万
国
ヲ
合
併

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

シ
、
均
シ
ク
同
盟
同
志
ト
ナ
シ
テ
、
国
体
モ
制
度
モ
教
法
モ
、
万
国
一
致
一
一

、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ガ
、
西
戎
志
願
ノ
根
抵
ナ
リ
。

ぬ
「
天
主
」
の
教
な
ど
を
相
手
に
、
国
体
の
危
機
だ
の
領
土
的
野
心
の
元
凶
だ

の
と
騒
ぎ
ま
わ
る
訪
竜
な
ど
は
、
さ
し
ず
め
「
小
穰
夷
」
の
徒
の
最
た
る
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

隆
正
は
開
国
に
賛
成
す
る
。
「
通
商
」
開
国
は
「
夷
狄
」
へ
の
屈
服
だ
な
ど

…

と
目
く
じ
ら
を
た
て
る
の
は
、
「
神
議
」
を
知
ら
ぬ
「
小
撰
夷
」
の
徒
に
す
ぎ

ず
、
と
し
て
言
う
。

な
ん
と
も
壮
大
か
つ
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
無
暴
力
的
穰
夷
論
で
あ
る
。
こ
れ
で

は
訓
電
的
穰
夷
人
士
が
小
さ
く
見
え
て
仕
方
が
な
い
道
理
で
あ
る
。

か
く
も
壮
大
か
つ
安
定
し
た
壌
夷
論
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
な
に
か
。

士
令
つ先

そ
の
（
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
）
「
万
国
公
法
」
、
世
に
ひ
ろ
ま
り
て
、
支
那

シ
ワ
ベ

の
人
さ
へ
諾
な
へ
る
は
中
華
・
夷
狄
と
わ
け
、
支
那
国
王
を
天
子
と
い
へ
る

支
那
の
僧
称
を
く
じ
き
た
る
も
の
に
な
ん
。
こ
の
学
、
日
本
に
わ
た
り
来
て
、

い
ま
ま
で
支
那
を
さ
し
て
中
華
と
あ
が
め
、
わ
が
日
本
を
さ
へ
夷
狄
と
お
も

へ
る
、
儒
者
の
固
魎
を
く
じ
き
た
ら
ん
に
は
、
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
撰
夷
な
り
。

さ
て
の
ち
、
眞
の
公
法
、
日
本
よ
り
お
こ
り
、
西
洋
の
公
法
を
く
じ
き
、
万

国
こ
と
人
～
く
、
わ
が
日
本
に
服
従
し
た
ら
ん
に
は
、
そ
れ
こ
そ
ま
こ
と
の

穰
夷
（
大
壌
夷
）
な
る
ら
め
。

、
、
、
、

日
本
を
は
じ
め
、
万
国
ゑ
な
、
そ
の
は
じ
め
よ
り
、
人
倫
の
道
は
備
は
り

て
あ
り
し
な
り
。
・
・
し
か
れ
ど
も
、
国
に
よ
り
、
そ
れ
に
厚
薄
邪
正
は
あ

ま
が

り
し
な
り
。
・
・
日
本
は
厚
く
正
し
く
、
支
那
は
薄
く
邪
れ
り
。

一
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万
国
す
べ
て
国
初
よ
り
「
礼
楽
」
（
祖
侠
）
「
礼
儀
」
の
備
わ
ら
ざ
る
は
な
し
、

と
い
う
点
で
杉
田
玄
白
や
佐
藤
一
斎
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
華
夷
思
想
の
原

義
に
忠
実
な
こ
の
機
能
的
か
つ
動
態
的
な
華
夷
的
図
式
が
、
「
礼
楽
」
「
礼
儀
」

の
有
無
を
「
有
道
」
「
無
道
」
と
鋳
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
君
子
国
」
日
本
の

威
信
を
も
問
わ
ず
に
は
お
か
ぬ
両
刀
の
剣
と
な
る
事
態
の
可
能
性
に
つ
い
て

は
、
横
井
小
楠
の
例
で
見
た
。
か
か
る
相
対
化
の
事
態
を
回
避
し
、
「
君
子
国
」

日
本
の
絶
対
性
を
維
持
す
る
方
途
と
し
て
は
、
天
之
御
中
主
神
が
本
地
、
「
西

洋
地
方
に
て
は
天
主
」
、
「
支
那
に
て
は
上
帝
、
天
帝
」
は
す
べ
て
こ
れ
天
之
御

中
主
神
の
垂
跡
と
し
、
そ
し
て
こ
の
天
之
御
中
主
神
と
い
う
「
上
帝
・
造
物
者
」

う
み
い
だ

が
「
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
課
せ
て
、
万
国
を
産
出
さ

し
め
た
ま
へ
り
」
、
し
た
が
っ
て
「
大
日
本
国
は
地
球
上
万
国
の
総
本
国
に
し

、
、
、
、
、

て
、
わ
が
天
皇
は
地
球
上
万
国
の
総
帝
に
て
お
は
し
ま
す
こ
と
、
神
代
よ
り
定

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
れ
る
、
天
地
間
の
公
論
」
と
信
じ
切
る
非
合
理
的
信
仰
に
し
く
は
あ
る
ま
い
。

鹿
持
雅
澄
の
批
判
は
、
調
竜
に
お
け
る
こ
う
し
た
非
合
理
的
信
仰
の
欠
如
を
、

日
本
の
古
俗
へ
の
無
知
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
隆
正
の

次
の
一
言
は
、
と
り
わ
け
て
訓
竜
に
こ
そ
該
当
し
よ
う
。

今
世
の
日
本
学
は
、
日
本
人
の
外
国
風
を
こ
の
む
も
の
と
、
い
ひ
争
ふ
ば

か
り
に
て
、
西
洋
の
学
士
ら
に
む
か
ひ
て
い
ふ
べ
き
こ
と
は
し
ら
ぬ
な
る
べ

１
’
し
０

人
間
世
界
を
顕
と
し
、
神
仙
世
界
を
幽
と
す
る
こ
と
、
万
国
み
な
同
じ
。

つ
ま
び
ら
か

日
本
国
の
古
伝
は
、
幽
界
の
事
実
、
詳
に
正
し
。
外
国
は
詳
な
ら
ず
。

「
君
子
国
」
日
本
絶
対
化
の
論
理
的
基
盤
を
欠
く
訓
電
は
「
義
」
国
日
本
を

顕
彰
し
、
「
利
国
」
西
洋
を
弾
劾
す
べ
く
ひ
た
す
ら
「
い
ひ
争
ふ
」
し
か
な
い
。

隆
正
の
よ
う
に
、
「
し
か
れ
ど
も
、
こ
の
説
、
万
国
に
ゆ
き
わ
た
ら
ず
、
一
国

に
て
も
う
べ
な
は
い
国
あ
る
と
き
は
、
ま
づ
日
本
か
ざ
り
の
私
説
と
し
て
と
り

の
け
お
き
、
万
国
一
同
に
、
こ
の
説
に
し
た
が
ふ
時
を
ま
つ
べ
き
な
り
」
、
と

絶
対
不
動
の
信
念
の
も
と
に
微
動
だ
に
も
し
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
で
あ
る
。

「
關
邪
小
言
』
を
は
じ
め
と
す
る
調
蓄
の
壌
夷
論
が
、
外
国
攻
撃
を
仮
り
て

の
国
内
世
論
の
喚
起
、
「
民
心
未
だ
主
あ
ら
ず
」
（
会
沢
安
『
新
論
』
）
、
「
深
憂

と
す
べ
き
は
人
心
の
正
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
吉
田
松
陰
『
講
孟
餘
話
』
）
と
い
う

正
統
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
空
白
状
態
へ
の
対
処
を
意
図
し
て
の
「
義
」
気
の
振
起

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
君

子
国
」
日
本
絶
対
化
の
論
理
的
基
盤
を
欠
く
が
故
の
無
限
と
も
い
う
べ
き
そ
の

あ
げ
つ
る
い
の
過
程
が
、
い
か
に
格
好
の
西
洋
紹
介
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
。

或
人
問
う
、
西
洋
ノ
戎
狄
〈
、
極
メ
テ
民
ヲ
重
ン
ジ
テ
、
一
人
ヲ
凍
餓
セ

き
つ
か
い

シ
メ
ズ
、
乞
弓
棄
児
ノ
類
ノ
如
キ
ハ
、
絶
テ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
卜
云
ヘ
リ
、
且

外
国
ノ
漂
民
ヲ
モ
、
殊
二
厚
ク
看
護
ヲ
加
ヘ
テ
、
万
里
外
マ
デ
送
致
ス
ル
ナ

ド
、
頗
ル
仁
一
一
近
キ
ー
非
ズ
ャ
、
吾
子
〈
、
猶
以
テ
不
仁
ト
ナ
ス
カ
、

答
日
、
ソ
ハ
皆
利
心
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
’
一
テ
、
仁
卜
年
ヲ
同
フ
シ
テ
ハ
語

ル
ゞ
へ
カ
ラ
ズ
、
（
中
略
）
彼
西
洋
ノ
者
ド
モ
ノ
、
極
メ
テ
民
ヲ
重
ン
ジ
テ
、

、
、
、
、
、
、

国
二
乞
弓
棄
児
ノ
ナ
キ
モ
、
他
国
ノ
漂
民
ヲ
撫
仙
ス
ル
モ
、
悪
シ
キ
コ
ト
ニ

、
、
、
、
、

〈
非
レ
ド
モ
、
其
心
ノ
出
ル
所
〈
、
側
担
上
ヨ
リ
出
ル
ニ
ァ
ラ
デ
、
大
二
為

一
一
ス
ル
所
ア
レ
バ
、
子
金
ヲ
得
ン
卜
欲
ス
ル
ョ
リ
シ
テ
、
貨
財
ヲ
窮
民
二
借
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一
般
に
近
世
に
お
け
る
西
洋
認
識
と
い
え
ば
、
「
山
国
」
中
国
伝
来
の
「
華
」

「
夷
」
の
「
法
縛
」
か
ら
自
由
に
、
「
海
国
」
英
国
の
通
商
・
領
土
拡
張
政
策

に
学
べ
と
い
う
本
多
利
明
の
所
説
（
『
西
域
物
語
』
『
交
易
論
』
）
に
代
表
さ
れ

る
、
肯
定
的
な
西
洋
事
情
の
紹
介
書
に
目
が
い
き
や
す
い
が
、
「
華
」
「
夷
」
の

図
式
に
則
っ
て
の
意
図
的
・
攻
撃
的
な
壌
夷
論
が
は
た
し
た
役
割
に
も
ま
た
軽

視
し
難
い
も
の
が
あ
る
。

一
つ
に
は
情
報
の
量
（
た
と
え
ば
孤
児
院
、
救
貧
院
）
、
二
つ
に
は
情
報
の

質
（
政
治
、
経
済
、
宗
教
の
関
連
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
も
に
、
単
な
る
西

洋
賛
美
論
者
の
見
落
し
が
ち
な
西
洋
事
情
の
紹
介
と
し
て
、
「
西
洋
」
の
実
像

の
総
体
的
把
握
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

但
し
、
か
か
る
事
態
は
知
識
人
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
西
洋
へ
の
ア
ン
ビ
バ
レ

ン
シ
ィ
を
特
色
と
す
る
日
本
の
承
の
特
殊
事
情
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
、
別
途
、

日
本
思
想
史
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
東
洋
大
学
教
授
）

洋
の
「
国
体
」
）
、
「
す

る
西
洋
の
文
物
制
度
、

性
、
等
な
ど
の
断
片
垂

を
は
た
し
得
て
い
る
。

質
問
の
部
分
と
傍
点
部
に
注
目
せ
ら
れ
た
い
。
救
貧
院
・
孤
児
院
と
い
う
西

洋
の
福
祉
制
度
、
漂
民
保
護
に
見
ら
れ
る
人
間
観
の
絶
好
の
紹
介
と
な
っ
て
い

は
し
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、

な
わ
ち
、

ス
ニ
均
シ
、
。
…
…
：
。

彼
が
個
別
撃
破
の
か
た
ち
で
と
り
あ
げ
る
、
「
共
和
政
治
」
（
西

「
国
体
」
）
、
「
文
物
美
ナ
リ
ト
難
モ
、
制
度
備
ハ
ル
ト
雛
モ
」
と
い
わ
れ

洋
の
文
物
制
度
、
「
士
ト
商
實
卜
之
差
別
」
無
く
男
女
の
別
無
き
「
平
等
」

等
な
ど
の
断
片
は
、
総
体
と
し
て
格
好
の
西
洋
事
情
の
紹
介
、
啓
蒙
の
役

一
一
一
一


