
書

評

悪書

李
　
　
進
　
　
臨
海

広
開
懇
親
陵
碑
の
研
究

井
　
上
　
秀
　
雄

　
本
書
は
属
本
古
代
史
研
究
に
基
本
的
な
問
題
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

近
年
、
日
本
古
代
史
研
究
を
東
ア
ジ
ア
史
の
視
点
で
再
検
討
す
る
必
要
が
認

め
ら
れ
は
じ
め
た
中
で
、
従
来
古
代
史
研
究
の
原
点
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た

広
開
土
師
二
碑
文
を
、
抜
本
的
に
再
調
査
す
べ
き
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

　
著
者
李
進
煕
氏
は
在
日
朝
鮮
人
考
古
学
者
と
し
て
朝
鮮
高
校
・
朝
鮮
大
学

で
教
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、
『
考
古
学
雑
誌
』
な
ど
で
解
放
後
の
朝
鮮
考

古
学
の
発
展
を
日
本
の
学
界
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
『
朝
鮮
文
化
と
日
本
』

を
あ
ら
わ
し
、
古
代
か
ら
近
世
に
い
た
る
霞
本
文
化
に
、
朝
鮮
文
化
が
い
か

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
を
、
豊
富
な
事
例
と
明
快
な
解
説
と
で
、
広
く

日
本
人
に
訴
え
て
き
た
。
著
者
の
精
力
的
な
研
究
活
動
は
考
古
学
・
古
代
史

研
究
者
の
中
で
早
く
か
ら
七
癖
さ
れ
て
き
た
。

　
著
者
に
私
が
強
い
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
一
九
六
四
年
の
朝
鮮
史
研
究
会

第
二
回
大
会
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
大
会
は
「
日
朝
関
係
史
の
史
的
再

検
討
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
そ
の
古
代
史
部
門
で
は
、
前
年
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
で
発
表
さ
れ
た
金
錫
亨
氏
の
「
三
韓
三
国
の
日
本
列
島
内
の
分

国
に
つ
い
て
」
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
こ
で
村
山
正
雄
氏
の
報
告
「
古
代
の
日

朝
関
係
に
つ
い
て
　
　
金
錫
亨
教
授
の
論
文
を
批
判
す
る
一
」
に
続
い
て
、

著
者
が
代
表
質
問
の
か
た
ち
で
、
金
錫
亨
氏
の
論
考
を
支
持
す
る
立
場
で
反

論
し
た
。
こ
こ
で
の
討
論
は
た
ん
に
古
代
史
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
近
代
史

家
か
ら
の
発
言
も
あ
っ
て
、
各
方
面
か
ら
の
関
心
を
よ
ん
だ
。
こ
の
大
会
で

は
問
題
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
た
め
、
広
開
二
王
陵
碑
文
が
中
心
的
な
問
題

点
と
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
二
、
三
年
後
に
、
著
者
が
同
碑
文
の
研
究
に

打
ち
込
ん
で
お
ら
れ
る
と
の
話
を
聞
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
私
も
こ

の
大
会
を
契
機
に
、
任
那
日
本
府
…
と
倭
と
の
問
題
に
と
り
く
ん
で
い
た
の
で
、

お
そ
ら
く
、
著
者
も
こ
の
大
会
の
結
着
を
碑
文
の
解
明
に
求
め
て
お
ら
れ
る

の
か
と
推
測
し
て
い
た
。

　
一
九
六
六
年
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
朴
諸
山
氏
が
『
広
開
土
王
陵

碑
』
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
翌
年
同
書
の
抄
訳
紹
介
を
、
私
は
永
島
暉
臣
慎
氏

と
と
も
に
『
朝
鮮
研
究
年
報
』
第
九
号
に
お
こ
な
っ
た
が
、
前
掲
の
金
錫
事

氏
の
論
考
ほ
ど
は
反
響
が
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
種
々
あ
る
が
、
当
時
の

日
本
古
代
史
研
究
は
、
敗
戦
後
の
学
界
の
動
向
で
あ
っ
た
日
本
鼻
薬
史
の
傾

向
を
｝
層
顕
著
に
示
し
、
対
外
関
係
は
戦
前
の
成
果
で
事
足
れ
り
と
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
敗
戦
後
の
日
本
で
は
そ
れ
以
前
の
朝
鮮

史
研
究
が
個
人
の
努
力
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
帝
国
主
義
侵
略

の
渦
中
に
あ
っ
た
と
す
る
反
省
に
力
点
が
置
か
れ
た
た
め
、
日
本
の
中
で
は

朝
鮮
史
研
究
が
事
実
上
放
棄
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
朝
鮮
史
関
係
は
敗

戦
前
の
日
本
人
の
研
究
に
よ
る
か
、
解
放
後
の
朝
鮮
の
研
究
成
果
に
よ
る
か

し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
両
老
と
も
敗
戦
後
の
日
本
の
現
実
と
は
異
っ

た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
日
本
の
学
界
で
と
う
ぜ
ん
そ
れ
ら
を
再
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
一
九
七
〇
年
朝
鮮
史
研
究
会
第
七
回
大
会
で
、
中
塚
明
氏
が
「
近
代
日
本
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史
学
史
に
お
け
る
朝
鮮
問
題
一
と
く
に
く
広
開
二
王
陵
碑
V
を
め
ぐ
っ
て

一
」
を
報
告
さ
れ
て
か
ら
、
朝
鮮
侵
略
の
中
枢
参
謀
本
部
に
よ
る
同
碑
文

の
紹
介
・
解
読
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
田
本
古
代
史
研
究
は
近
代
日
本

の
朝
鮮
侵
略
と
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
本
書
は
著
者
李
進
煕
氏
が
永
年
に
わ
た
っ
て
古
代
日
朝
関
係
史
の
再
検
討

を
日
本
の
学
界
に
要
請
し
て
き
た
一
つ
の
成
果
で
あ
る
。
六
三
年
の
金
遠
回

氏
の
論
考
に
端
を
発
し
、
七
〇
年
以
後
の
日
本
の
研
究
動
向
に
即
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
侵
略
を
意
図
し
た
参
謀
本
部
が
国
民
に

そ
の
侵
略
主
義
の
正
当
性
を
認
め
さ
せ
、
支
持
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
広
開

土
王
陵
碑
文
を
改
憲
も
た
疑
の
あ
る
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。　

本
書
の
構
成
は
大
別
し
て
、
六
章
か
ら
な
る
本
文
と
多
数
の
文
献
・
図
版

・
釈
文
・
拓
本
な
ど
の
資
料
編
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
文
献
な
ど
資
料
編

は
今
後
の
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本

文
の
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
第
一
章
　
墨
壷
土
王
陵
碑
研
究
の
歴
史
で
は
、
一
八
八
四
年
以
前
に
、
日

本
の
参
謀
本
部
か
ら
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
酒
勾
風
信
中
尉
が
鴨
緑
江
を
遡
り
、

こ
の
碑
の
あ
る
輯
安
で
碑
文
の
讐
鉤
加
墨
本
を
入
手
し
帰
国
す
る
と
、
参
謀

本
夕
で
は
多
数
の
漢
学
者
を
動
員
し
て
、
そ
の
解
読
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
の

と
き
、
酒
勾
中
尉
の
碑
文
の
す
り
か
え
や
誤
写
が
あ
っ
て
正
確
に
読
め
な
か

っ
た
。
日
清
戦
争
の
と
き
は
じ
め
て
本
格
的
な
拓
本
が
日
本
軍
に
よ
っ
て
と

ら
れ
た
。
参
謀
本
部
は
こ
の
拓
本
と
さ
き
の
讐
鉤
本
と
を
比
較
し
、
さ
き
の

讐
鉤
本
の
誤
り
を
お
お
い
隠
す
た
め
、
碑
爾
に
石
灰
を
厚
く
塗
っ
て
、
原
碑

文
の
書
体
に
似
せ
た
同
じ
大
き
さ
の
文
字
を
霜
き
込
ん
だ
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
「
石
灰
塗
付
作
戦
」
で
、
一
九
〇
〇
年
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
一
九
〇
四

年
以
前
に
碑
文
の
一
部
を
訂
正
す
る
第
三
次
の
加
工
が
行
わ
れ
た
。
そ
う
し

て
今
日
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
拓
本
は
、
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
「
石
灰
塗
付
作

戦
」
以
後
に
拓
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
ま
で
の
研
究
者

は
こ
の
よ
う
な
碑
文
の
偽
造
を
看
破
で
き
ず
、
た
だ
金
石
学
の
常
識
に
し
た

が
っ
て
、
字
画
の
明
確
な
拓
本
を
よ
り
古
い
も
の
と
判
断
し
、
不
幸
に
も
偽

造
さ
れ
た
碑
文
に
よ
っ
て
、
広
開
土
王
政
碑
や
初
期
日
朝
関
係
史
を
研
究
し

て
ぎ
た
と
い
う
の
が
本
書
の
基
本
的
な
命
題
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
明
治
政
府
の
朝
鮮
侵
略
政
策
に
と
も
な
い
、
日
本
で
の
対
外
関

係
研
究
が
い
ず
れ
も
「
任
那
」
問
題
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
偽
造
さ
れ
た
碑
文

と
『
日
本
書
紀
』
と
が
、
古
代
の
日
朝
関
係
を
示
す
史
実
と
し
、
『
三
国
史

記
』
な
ど
朝
鮮
の
史
料
の
対
倭
関
係
記
事
を
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て

拒
否
し
た
。
そ
う
し
て
著
者
は
「
要
す
る
に
、
確
立
期
の
日
本
の
近
代
史
学

が
、
ど
れ
ほ
ど
日
本
の
朝
鮮
植
民
地
支
配
を
歴
史
的
に
正
当
化
す
る
の
に
奉

仕
し
た
か
は
、
何
人
も
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る
。

　
第
　
章
で
は
日
本
・
中
国
・
朝
鮮
の
研
究
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
で
と
ら

え
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
と
く
に
注
目
を
ひ
く
の
は
、
今
西
竜
・
黒
板
勝
美

両
氏
の
諸
説
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
と
、
戦
後
の
日
本
お
よ
び
朝
鮮
の
碑
文

研
究
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
と
で
あ
る
。
今
西
・
黒
板
両
氏
の
業
績
は
碑
文

の
現
状
を
正
確
に
伝
え
た
こ
と
で
あ
り
、
石
灰
の
剥
落
部
分
な
ど
か
ら
原
碑

文
を
見
い
だ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
地
調
査
を
行
う
者
と
し
て
当
然

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
当
然
の
発
見
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
、

一
九
六
三
年
朴
時
亨
氏
等
の
調
査
で
も
こ
の
点
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
な
い
こ

と
か
ら
も
推
測
で
き
よ
う
。

　
初
期
の
申
国
人
学
者
の
研
究
で
は
、
同
王
陵
碑
が
一
八
八
○
年
に
こ
の
地
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評

の
農
道
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
翌
年
か
ら
次
第
に
研
究
分
野
が
拡
大
さ
れ
、

本
格
的
な
拓
本
も
一
八
八
七
年
か
ら
拓
出
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
中
国

で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
八
九
年
の
李
雲
立
氏
の
拓
本
で

あ
っ
た
。
中
国
で
最
初
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
碑
の
研
究
書
は
、
一
八
九
五
年

の
闘
志
修
の
『
高
句
麗
永
楽
平
鞘
古
碑
歌
』
で
あ
り
、
こ
れ
は
資
料
編
の
最

初
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
書
は
一
八
八
七
年
の
拓
本
に
よ
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
中
国
の
研
究
が
日
本
の
参
謀
本
部
で
の
研
究
を

ま
と
め
た
『
会
余
録
』
第
五
集
や
「
石
灰
塗
付
作
戦
」
後
の
拓
本
を
基
礎
に

し
て
い
る
た
め
前
書
ほ
ど
の
価
値
が
な
い
。
一
九
〇
八
年
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ

バ
ン
ヌ
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
広
開
土
王
陵
碑
の
存
在
を
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
伝

え
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
第
三
次
加
工
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

　
敗
戦
後
の
日
本
の
研
究
で
は
「
記
紀
の
記
爽
に
た
い
す
る
き
び
し
い
批
判

の
立
場
と
い
う
よ
り
も
、
身
開
土
倉
陵
碑
文
や
七
支
刀
の
銘
文
を
も
っ
て
、

記
紀
の
記
事
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
方
向
で
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

な
か
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
碑
文
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
日
本
で

の
研
究
は
、
碑
文
の
解
読
を
ほ
と
ん
ど
あ
き
ら
め
て
い
た
。

　
そ
の
な
か
で
、
水
谷
悌
二
郎
氏
の
「
好
太
王
碑
考
」
（
『
書
品
』
第
一
〇
〇

号
、
一
九
五
九
年
）
を
注
目
し
、
そ
の
成
果
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
　
「
水

谷
氏
の
論
文
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
各
時
期
の
拓
本
を
こ
ま
か

く
比
較
検
討
す
る
一
方
、
従
来
研
究
者
が
殆
ん
ど
疑
い
を
か
け
な
か
っ
た
碑

文
五
〇
数
字
に
つ
い
て
、
石
灰
の
も
っ
と
も
剥
落
し
た
拓
本
（
水
谷
氏
は
も

っ
と
も
古
い
も
の
と
推
定
し
て
い
る
）
を
も
と
に
し
て
訂
正
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
水
谷
氏
が
釈
文
や
拓
本
を
数
多
く
集
め
、

そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
碑
文
の
違
い
を
古
文
献
を
引
い
て
訂
正
す
る
従
来
の
や

り
方
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
釈
文
や
里
下
の
資
料
的
批
判
を
行
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
源
流
土
王
陵
碑
の
研
究
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
て
い
る
。
研
究
方
法
で
は
こ
の
論
文
を
拡
充
強
化

し
、
近
現
代
史
と
の
関
連
を
求
め
た
と
こ
ろ
に
、
本
書
を
位
置
ず
け
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
解
放
後
朝
鮮
で
の
最
初
の
研
究
は
「
一
九
五
五
年
に
発
表
さ
れ
た
主
面
普

の
〈
広
開
土
煙
平
安
好
太
王
陵
碑
文
誌
略
〉
で
あ
ろ
う
」
。
　
こ
の
論
考
の
成

果
は
古
代
日
朝
関
係
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
箇
所
と
し
て
き
た
辛
卯
年
の
記

事
を
読
み
か
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
が
前
掲
の
金
錫

亨
馬
な
ら
び
に
朴
時
亨
氏
な
ど
の
解
読
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
た
ん
に

碑
文
の
解
読
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
敗
戦
後
の
日
本
の
研
究
に
な
お
皇
国
史

観
の
残
津
が
あ
る
こ
と
を
き
び
し
く
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
も
そ
の
問

い
か
け
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
碑
文
解
読
に
つ
い
て
は
な
お
承
服
し
え
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
他
で
論
じ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

た
だ
本
書
に
即
し
て
い
え
ば
、
資
料
第
一
の
王
志
修
氏
の
二
つ
の
論
考
で
も

そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
な
い
。
　
「
高
句
麗
永
楽
太
王
碑
歌
致
」
で
は

「
碑
文
以
菅
残
新
羅
眠
部
属
民
筆
下
所
下
腿
率
水
軍
往
討
攻
取
五
十
八
城
」

と
注
記
し
て
い
る
。
王
難
黒
氏
の
解
読
を
絶
対
視
す
る
必
要
は
な
い
に
し
て

も
、
　
「
石
灰
塗
付
作
戦
」
以
前
の
拓
本
に
よ
っ
た
論
考
で
あ
り
、
日
本
の
朝

鮮
侵
略
政
策
を
支
持
す
る
必
要
の
な
い
立
場
に
あ
っ
た
人
の
見
解
と
し
て
尊

重
し
な
け
れ
ぼ
な
る
ま
い
。

　
第
二
章
　
広
開
土
王
の
時
代
と
碑
の
現
状
で
も
種
々
の
問
題
を
提
起
し
て

い
る
。
ま
ず
『
三
国
史
記
』
と
碑
文
と
を
比
較
し
て
、
「
広
開
土
星
陵
碑
文

に
は
、
高
句
麗
と
燕
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
事
が
全
く
見
当
ら
な
い
」
と

さ
れ
て
い
る
。
　
『
三
国
史
記
』
は
末
松
保
和
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
中
国
史

料
を
重
ず
る
立
場
で
あ
り
、
こ
の
碑
文
が
広
開
土
王
の
業
績
を
賛
美
す
る
立
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場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
差
異
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
季
掛
り
に
、
こ
の
碑
文
の
性
格
が
一
層
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

し
、
後
世
の
編
纂
物
で
あ
る
『
三
国
史
記
』
も
、
そ
の
編
纂
意
図
を
含
め
た

性
格
の
追
究
な
し
に
は
、
広
開
土
王
の
時
代
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
思
う
。

　
こ
れ
に
続
い
て
著
者
は
「
そ
こ
（
『
三
国
史
記
』
）
に
記
さ
れ
た
対
質
関
係

の
記
事
を
無
視
し
て
し
ま
い
、
　
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
だ
け
を
〈
合
理
的
〉

に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
日
関
係
史
を
組
立
て
る
の
は
片
手
落
ち
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
。
私
も
古
代
日
朝
関

係
史
を
研
究
す
る
者
と
し
て
、
た
ん
に
賛
意
を
表
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
日
本
で
の
研
究
の
欠
陥
と
し
て
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
こ
と
は
本
書
の
随
所
に
あ
ら
わ
れ
、
著
者
が
臼
本
の
古
代
史
研
究

老
に
も
っ
と
も
強
く
訴
え
た
い
と
考
え
る
点
で
も
あ
る
。

　
著
者
は
『
三
国
史
記
』
の
広
開
土
王
の
条
に
対
倭
関
係
の
記
事
が
全
く
み

あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
碑
文
に
あ
ら
わ
れ
た
倭
関
係
記
事
を
「
石
灰

塗
付
作
戦
」
や
第
三
次
加
工
で
下
闇
さ
れ
た
疑
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の

点
に
つ
い
て
は
第
六
章
で
詳
し
く
論
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
提
案
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
王
陵
碑
に
付
着
し
た
石
灰
を
除
幕
し
、
碑
面
に
残
さ
れ

た
碑
文
の
解
読
か
ら
再
出
発
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
『
三
国
史
記
』

で
は
、
広
開
土
董
条
だ
け
で
な
く
、
高
句
麗
本
紀
に
倭
や
倭
国
の
名
称
は
み

ら
れ
ず
、
わ
ず
か
に
、
倭
山
の
地
名
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
私
は

す
で
に
『
三
国
史
記
』
・
『
三
国
遺
事
』
の
倭
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
い
る

の
で
、
批
判
を
仰
ぐ
立
場
で
は
あ
る
が
、
こ
の
碑
文
と
は
別
に
解
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
遡
っ
て
、
倭
を
は
じ
め
て
使
用
す
る
中
国
の
諸
文

献
に
つ
い
て
も
、
平
安
時
代
以
来
の
伝
統
を
固
守
し
て
、
倭
を
大
士
朝
廷
の

こ
と
と
す
る
の
は
原
典
の
解
釈
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
倭
と
日
本
と
は

明
瞭
に
区
別
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用
法
に
つ
い
て
も
再
検
討
し

な
い
か
ぎ
り
碑
文
の
正
当
な
解
甥
は
で
き
な
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
こ
の
章
の
終
り
に
、
石
灰

が
剥
落
し
て
「
し
だ
い
に
原
碑
面
が
露
出
し
は
じ
め
た
。
…
…
碑
薗
に
は
、

こ
ん
に
ち
で
も
ま
だ
石
灰
が
広
範
囲
に
残
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

資
料
編
の
写
真
を
素
人
目
で
み
る
か
ぎ
り
、
内
藤
旧
蔵
写
真
お
よ
び
一
九
一

八
年
撮
影
の
写
真
で
は
、
著
者
の
解
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
石
灰
の
厚
化
粧

が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
一
九
＝
二
年
忌
よ
び
一
九
三
五
年
撮
影
の
写
真
で

は
、
石
灰
塗
付
で
消
さ
れ
た
縦
線
が
明
瞭
に
み
ら
れ
る
。
石
灰
の
付
着
し
て

い
る
こ
と
は
文
字
や
縦
線
に
も
明
瞭
に
み
ら
れ
る
が
、
文
宇
を
石
灰
の
上
に

墨
字
し
た
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
石
の
か
ど
や
破
れ
目
の
部
分
を
中
心
と
し
て

お
り
、
か
な
り
の
部
分
は
造
字
で
き
る
ほ
ど
石
灰
が
残
っ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
再
雷
す
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
素
人
の
感
想
で
、
精
査
さ

れ
た
著
者
に
反
論
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
一
九
六
三
年
に
現
地
調
査
の

結
果
を
報
告
し
た
朴
時
亨
氏
譜
の
『
広
開
土
毛
玉
碑
』
で
さ
え
な
お
満
足
し

な
い
早
老
の
一
徹
さ
は
敬
服
に
値
す
る
し
、
本
書
の
趣
旨
に
も
反
す
る
が
、

徹
底
さ
を
欠
く
私
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
著
者
の
釈
文
を
望
み
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
三
章
　
碑
の
再
発
見
と
讐
鉤
本
、
拓
本
の
作
成
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
碑

の
再
発
見
の
時
期
や
、
最
初
の
讐
鉤
加
返
本
や
拓
本
の
作
成
の
時
期
に
つ
い

て
具
体
的
な
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
著
者
に
教
え
ら
れ
る
こ

と
の
み
で
、
疑
問
を
提
示
す
る
余
地
も
な
い
。

　
第
四
章
　
酒
勾
讐
鉤
古
墨
本
と
そ
の
解
読
作
業
で
は
、
一
九
世
紀
に
日
本

で
広
開
土
世
紀
碑
文
が
解
読
さ
れ
、
古
代
日
朝
関
係
史
の
骨
組
み
が
確
立
さ
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評書

れ
た
こ
と
を
と
い
て
い
る
。
一
八
八
四
年
、
参
謀
本
部
の
酒
勾
景
信
が
こ
の

碑
文
の
讐
鉤
加
藍
本
を
持
ち
か
え
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
最
初
の
釈
文
が
作
ら

れ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
釈
文
を
基
礎
に
、
菅
政
友
・
那
珂
通
世
・
三
宅
米
吉

の
三
氏
が
あ
い
つ
い
で
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
う
し
て
「
広
開
土
馬
面
碑
文

に
よ
っ
て
、
倭
一
大
和
政
権
の
〈
朝
鮮
豊
丘
ハ
と
朝
鮮
の
南
部
経
営
〉
を
動
か

し
が
た
い
も
の
と
す
る
主
張
は
、
日
本
で
は
す
で
に
一
八
九
〇
年
代
に
確
立

し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
ん
に
ち
に
い
た
る
四
分
の
三
世
紀
に
わ
た

っ
て
、
こ
の
碑
文
は
、
　
〈
疑
う
余
地
の
な
い
朝
鮮
側
の
金
石
資
料
〉
と
し
て
、

『
記
・
紀
』
の
拡
大
解
釈
に
利
用
さ
れ
、
　
〈
任
那
日
本
府
〉
説
の
定
説
化
だ

け
で
な
く
、
日
本
の
中
期
古
墳
や
古
代
史
の
研
究
ま
で
も
規
制
し
て
き
た
」

と
と
か
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
も
私
は
全
面
的
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
私
は

か
っ
て
「
任
那
日
本
府
」
を
解
明
し
よ
う
と
志
し
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
重

大
な
問
題
を
直
接
と
り
あ
げ
た
論
考
の
な
い
の
に
驚
い
た
。
ま
た
、
倭
の
問

題
で
も
同
様
で
、
何
故
、
倭
を
日
本
と
し
、
大
和
朝
廷
に
あ
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
正
面
か
ら
と
り
く
ん
だ
論
考
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

古
代
史
研
究
の
解
放
と
い
わ
れ
た
敗
戦
後
の
日
本
の
学
界
で
も
、
一
六
八
八

年
、
松
下
里
林
の
『
異
称
日
本
伝
』
で
倭
の
五
王
が
記
紀
の
天
皇
名
に
比
定

さ
れ
て
以
来
、
そ
の
呪
縛
か
ら
み
ず
か
ら
を
解
放
し
た
研
究
老
が
何
人
い
た

で
あ
ろ
う
か
。

　
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
日
本
古
代
史
研
究
に
志
す
者
で
あ
れ
ば
、

強
弱
の
差
こ
そ
あ
れ
、
だ
れ
も
が
感
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
解

明
を
志
し
た
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
研
究
史
の

表
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
の
に
は
い
く
つ
か
の
障
害
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ

は
本
書
の
よ
う
に
、
自
分
の
見
解
と
の
梢
違
を
越
え
て
、
克
明
に
関
係
論
考

を
蚊
録
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
菅
氏
ら
が
戦
後
の
古
代
史
研
究
ま
で
規

制
す
る
の
で
な
く
、
独
立
不
繕
の
精
神
で
新
た
な
文
化
を
創
造
す
る
た
め
に

は
じ
め
た
は
ず
の
歴
史
研
究
が
、
時
流
に
流
さ
れ
、
学
界
の
権
威
に
お
さ
れ
、

定
説
へ
の
挑
戦
さ
え
渋
り
が
ち
に
な
る
の
は
、
我
々
研
究
老
の
側
に
主
た
る

責
任
が
あ
る
と
思
う
。

　
こ
の
最
初
の
碑
文
解
読
が
、
参
謀
本
部
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
れ
も
単
な

る
偶
然
で
な
く
、
次
章
で
説
か
れ
る
よ
う
に
、
参
謀
本
部
の
戦
略
的
意
図
に

よ
っ
て
、
組
織
的
活
動
の
一
端
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の

点
は
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
中
塚
・
佐
伯
両
氏
の
先
行
の
論
考
を
さ
ら
に

深
め
、
資
料
の
上
か
ら
こ
の
こ
と
を
実
証
さ
れ
た
の
は
、
本
書
の
今
一
つ
の

中
心
的
な
勅
語
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
時
代
に
、
た
ん
に
軍
閥
だ
け

で
な
く
、
も
っ
と
も
時
流
に
強
奪
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
学
者
・
研
究

老
ま
で
も
が
「
学
問
」
と
い
う
名
を
借
り
て
、
朝
鮮
侵
略
政
策
に
奉
仕
し
て

き
た
こ
と
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
五
章
　
参
謀
本
部
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
石
灰
塗
付
作
戦
」
を
、
前
章
と

と
も
に
考
察
し
た
い
。
こ
こ
で
「
碑
文
の
解
読
作
業
が
参
謀
本
部
で
行
わ
れ

た
こ
と
ま
で
ひ
た
か
く
し
に
し
た
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
前
章
を
み
れ
ば
、

一
八
八
九
年
六
月
に
書
か
れ
た
中
村
露
座
主
著
の
『
高
句
麗
古
碑
微
』
は
、

一
九
〇
三
年
一
二
月
刊
行
の
中
国
の
栄
穂
氏
著
の
「
高
句
麗
永
楽
太
王
墓
碑

調
言
」
に
、
は
や
く
も
そ
の
書
名
や
著
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の

碑
文
解
読
作
業
が
あ
る
程
度
秘
密
裏
に
行
わ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

む
し
ろ
、
こ
の
作
業
に
参
加
し
た
人
た
ち
は
恥
ず
べ
き
侵
略
行
為
の
先
駆
を

に
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
む
し
ろ
、

国
家
有
用
の
事
業
に
参
加
し
得
た
こ
と
を
名
誉
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
と
く
に
こ
の
段
階
で
は
参
謀
本
部
が
国
家
必
須
の
、
し
か
も
中
核
的

機
関
と
し
て
国
民
の
輿
望
を
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
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碑
文
の
解
読
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
恥
ず
べ
き
行
為
と
し
て
隠
す
べ
き

理
由
は
み
あ
た
ら
な
い
。
著
岩
は
「
石
灰
塗
付
作
戦
」
の
準
備
と
考
え
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
私
は
疑
義
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
九
〇
七
年
に
こ
の
広
開
回
転
陵
碑
を
日
本
に
持
ち
帰
え
ろ
う
と
し
て
、
童

謡
県
知
事
の
反
対
に
あ
っ
て
中
止
し
た
こ
と
は
、
同
碑
文
の
墜
鉤
本
を
最
初

に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
解
読
作
業
を
参
謀
本
部
で
行
っ
た
こ
と
な
ど

と
と
も
に
、
い
ず
れ
も
資
料
が
残
存
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
石
灰
塗
付
作

戦
」
と
第
三
次
加
工
と
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
直
接
的
な
資
料
が
み
あ
た
っ
て

い
な
い
。
私
は
参
謀
本
都
の
作
為
と
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
他
に
石
灰
塗
付
を
行
っ
た
者
も
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
私
は
朝
鮮
侵
略
政
策
の
一
環
と
し
て
、
参
謀
本
都
が
「
石
灰
塗
付
作
戦
」

を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
拓
工
が
衣
食
の
資
を
得
る
た
め
に
資
料
改
作
を
行
っ

た
こ
と
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
祉
会
的
害
悪
を
流
し
た
も
の
と
思
う
。
し
か

し
拓
工
た
ち
の
改
作
に
も
、
た
ん
な
る
野
人
の
趣
向
で
な
く
「
墨
客
騒
人
」

を
喜
ば
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
墨
客
騒
人
」
は
参
謀
本
影
よ
り

の
使
命
を
お
び
た
者
で
な
く
、
そ
の
時
代
の
体
制
に
率
先
し
て
身
を
投
ず
る

者
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
は
時
代
を
先
ど
り
す
る
と
い
っ
て
、
時
代
に
迎
合
す

る
人
た
ち
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
私
は
著
者
の
い
う
「
石
灰
塗
付
作
戦
」

が
実
証
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
望
む
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
嶺
時
の
研
究
者

も
、
今
臼
の
研
究
者
も
免
罪
符
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
点
を
強
調
し
て
お
き

た
い
。

　
第
六
章
　
広
開
土
王
陵
碑
文
の
問
題
点
で
は
、
　
「
小
松
宮
」
拓
本
を
重
視

す
べ
き
こ
と
と
、
最
初
の
讐
鉤
本
の
誤
り
や
、
こ
れ
を
お
お
い
隠
す
た
め
の

石
灰
塗
付
、
お
よ
び
碑
文
の
倭
の
記
事
の
読
み
方
、
お
よ
び
こ
の
部
分
の
碑

文
の
誤
り
な
ど
を
追
究
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
最
後
に
、
古
代
日
朝
関
係

史
の
研
究
分
野
で
は
、
先
学
の
業
績
に
安
住
し
、
朝
鮮
の
研
究
者
の
問
い
か

け
に
は
容
易
に
耳
を
借
さ
な
い
「
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
な
か
に
、
か
つ
て
の

侵
略
的
皇
国
史
観
の
残
響
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
」
と
。
ま
た
「
広
開
土
王

朝
碑
に
た
い
す
る
朝
・
中
・
日
三
國
学
者
の
正
平
調
査
と
共
同
研
究
は
、
こ

ん
に
ち
、
初
期
朝
日
関
係
史
の
正
し
い
位
置
づ
け
の
た
め
に
も
、
緊
急
の
課

題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
。

　
著
者
の
こ
の
提
案
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
、
さ
ら
に
、
日
本
の
中
で
中
国
史
や
朝
鮮
史
が
一
層
発
展
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
第
二
に
、
不
確
な
資
料
の
多
い
古
代
史
で
は
、
文
献
史
学
内
部
で
も
、
関

連
分
野
と
の
総
合
で
も
、
や
や
も
す
る
と
確
実
な
根
拠
を
探
求
す
る
こ
と
を

避
け
、
他
の
研
究
成
果
に
安
住
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾

向
を
排
し
、
研
究
者
自
身
が
責
任
を
持
つ
気
風
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
史
実
と
そ
の
上
に
た
つ
理
論
の
追
求
、
と
く
に
、
基
本

と
な
る
諸
問
題
を
こ
の
際
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
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