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蕃
客
接
遇
と
行
事
所

n
H
H
 

も

M

藤

）｜｜貢

近
年
、
日
本
古
代
の
対
外
交
渉
・
外
交
史
研
究
の
領
域
で
は
、
「
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
「
シ
ス
テ
ム
」
へ
の

志
向
性
を
有
す
る
諸
研
究
を
整
理
し
て
「
外
交
制
度
史
」
の
視
座
を
打
ち
出
し
た
近
著
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
一
、
「
外

交
の
ハ

l
ド
」
を
扱
う
も
の
｜
｜
外
交
機
関
（
官
司
・
施
設
）
と
外
交
官
吏
、
二
、
「
外
交
の
ソ
フ
ト
」
を
扱
う
も
の
｜
｜
執
行
面

（

1
）
 

（
儀
礼
・
文
書
・
貿
易
）
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
（
札
制
・
世
界
観
）
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
本
稿
は
そ
の
験
尾
に
付
し

て
、
十
世
紀
初
め
の
外
交
関
係
史
料
に
片
鱗
を
覗
か
せ
る
一
組
織
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

蕃客接遇と行事所

『
扶
桑
略
記
』
延
喜
十
九
年
十
一
月
十
八
日
条
に
よ
れ
ば
、

大
納
言
藤
原
道
明
は
激
海
使
の
来
着
を
伝
え
る
若
狭
守
予
衡
の
報
告

263 



法学研究82巻 2号（2009:2) 

を
奏
上
し
た
。
右
大
臣
藤
原
忠
平
の
日
記
の
抄
録
で
あ
る
『
貞
信
公
記
抄
」
の
同
日
条
に
は
、
こ
の
報
せ
が
内
裏
か
ら
の
使
者
で
あ

る
蔵
人
頭
藤
原
兼
輔
に
よ
っ
て
忠
平
の
許
に
賛
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
貞
信
公
記
抄
」
十
一
月
二
十
四
日
条
は
、

左
中
弁
藤
原
邦
基
が
内
裏
の
使
者
と
し
て
忠
平
宅
を
訪
れ
、
明
日
参
内
す
べ
き
旨
の
醍
醐
天
皇
の
仰
せ
を
伝
え
た
こ
と
を
記
し
、
翌

二
十
五
日
条
に
は
、
「
定
蕃
客
行
事
」
と
あ
る
。
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「
蕃
客
ノ
行
事
ヲ
定
ム
」
に
つ
い
て
「
扶
桑
略
記
』
の
同
じ
日
の
記
事
に
徴
す
る
と
、
そ
こ
に
は

右
大
臣
奏
乙
湖
海
客
事
所
定
行
事
、
可
下
選
ニ
若
狭
一
安
中
置
越
前
日
及
可
レ
令
レ
入
レ
京
事
ド
以
ニ
左
中
弁
邦
基
朝
臣
－
為
ニ
行
事
弁
バ

と
記
さ
れ
て
い
る
。
忠
平
が
、
「
激
海
客
ノ
事
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
行
事
」
と
、
激
海
使
一
行
を
若
狭
か
ら
越
前
に
移
送
し
て
安
置
し
た

上
で
入
京
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
奏
上
し
、
左
中
弁
藤
原
邦
基
が
「
行
事
ノ
弁
」
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
見
え
る
「
溺
海
客
ノ
事
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
行
事
」
は
、
「
来
日
し
た
溺
海
使
を
賓
客
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
の
た
め
に
（
予
め
）
定

め
ら
れ
て
い
る
行
事
」
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
『
貞
信
公
記
抄
』
に
お
け
る
「
行
事
」
の
用
例
を
見
る
と
、
「
陣
ニ

（

2
）

（

3
）
 

出
デ
大
嘗
会
ノ
国
郡
・
検
校
・
行
事
ヲ
定
ム
」
、
「
仁
王
会
ノ
事
、
来
ル
十
日
ニ
行
事
ヲ
定
ム
可
シ
」
、
「
是
レ
行
事
ノ
中
納
言
ニ
奏
セ

（

4
）

（

5
）
 

シ
ム
ル
所
ノ
事
ナ
リ
」
、
「
大
嘗
会
ノ
国
・
行
事
ノ
公
卿
等
ヲ
定
メ
行
フ
」
と
あ
り
、
儀
式
・
行
事
の
運
営
担
当
者
の
意
味
で
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
忠
平
が
記
し
た
「
蕃
客
ノ
行
事
ヲ
定
ム
」
な
る
語
の
意
味
は
、
湖
海
使
接
遇
の
「
行
事
ノ
弁
」
が

（

6
）
 

任
命
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

来
日
し
た
溺
海
使
を
賓
客
と
し
て
取
り
扱
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
地
に
存
問
使
を
派
遣
し
て
使
節
の
資
格
審
査
を
行
い
、

（

7
）
 

そ
の
結
果
を
待
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
の
使
節
に
対
す
る
存
問
使
の
任
命
は
こ
れ
よ
り
後
の
十

（

8
）

（

9
）
 

一
一
月
五
日
で
、
同
じ
日
に
「
溺
海
客
ノ
宴
饗
ノ
日
ノ
権
ノ
酒
部
ノ
数
四
十
人
」
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
溺
海
使
へ
の
存

（

叩

）

（

日

）

聞
が
行
わ
れ
る
四
月
二
十
日
を
待
た
ず
に
、
内
教
坊
で
「
溺
海
客
ノ
宴
ノ
日
ノ
舞
人
」
が
選
定
さ
れ
た
り
、
入
京
し
た
湖
海
使
を
接



（ロ）

遇
す
る
掌
客
使
の
任
命
が
行
わ
れ
た
り
し
て
お
り
、
今
回
は
存
間
使
に
よ
る
資
格
審
査
を
前
提
と
せ
ず
に
賓
客
と
し
て
の
受
け
入
れ

（臼）

が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
回
の
溺
海
使
来
日
が
十
一
年
前
の
延
喜
八
年
で
あ
っ
て
、
一
紀
（
H

十
二
年
）
一
貢
の
原
則
に

（

M
）
 

合
致
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
『
扶
桑
略
記
」
延
喜
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
条
に
も
「
行
事
」
の
語
が
見
え
る
（
傍
点
筆
者
）
。

右
大
臣
令
下
邦
基
朝
臣
奏
中
若
狭
国
申
選
ニ
送
越
前
国
松
原
客
館
－
客
徒
一
百
五
人
井
随
身
雑
物
等
解
文
U

客
状
中
云
、
遷
ニ
送
松
原
客
館
一
而

閉
ニ
封
門
戸
一
行
事
官
人
等
無
レ
人
、
況
敷
設
薪
炭
更
無
ニ
儲
備
－
者
、
仰
宜
下
令
三
切
責
ニ
越
前
回
↓
急
令
中
安
置
供
給
上
者
、
の
即
令
レ
仰
ニ
大
臣
」

以
三
越
前
嫁
維
明
」
便
可
レ
為
ニ
蕃
客
行
事
国
司
－
由
、
以
二
大
臣
書
状
－
可
レ
仰
ニ
彼
国
守
延
年
一
也
、
勘
ニ
前
例
J

無
下
以
ニ
官
符
宣
旨
－
仰
ニ
此
事
－

例
υ
の
今
令
ニ
大
臣
告
仰
－
之
、

こ
の
記
事
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
若
狭
固
か
ら
越
前
国
松
原
客
館
に
移
送
さ
れ
た
溺
海
使
の
上
申
に
よ
れ
ば
、
松
原
客
館

は
門
戸
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
て
「
行
事
官
人
」
な
ど
の
人
は
な
く
、
備
品
・
燃
料
に
も
事
欠
く
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
は
越

前
回
を
謎
責
し
て
使
節
の
安
置
供
給
に
努
め
る
よ
う
命
じ
る
と
共
に
、
忠
平
か
ら
越
前
守
延
年
宛
に
、
体
部
・
維
明
を
「
蕃
客
行
事
国

司
」
に
充
て
る
旨
の
書
状
に
よ
る
指
示
を
出
さ
せ
た
。
こ
こ
に
見
え
る
、
「
行
事
官
人
」
や
「
蕃
客
行
事
国
司
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
（
客
館
の
）
管
理
を
担
当
す
る
官
人
l
事
ヲ
行
フ
官
人
」
「
蕃
客
の
接
遇
を
担
当
す
る
国
司
｜
蕃
客
ノ
事
ヲ
行
フ
国
司
」
の
意
味
で

あ
ろ
う
。

蕃客接遇と行事所

む
し
ろ
こ
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、
越
前
に
移
送
さ
れ
た
溺
海
使
が
現
状
を
訴
え
た
「
解
文
」
を
、
忠
平
が
「
邦
基
朝
臣

（H
左
中
弁
藤
原
邦
基
）
」
に
奏
上
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
邦
基
は
十
一
月
二
十
五
日
に
「
湖
海
客
ノ
事
」
の
「
行
事
ノ
弁
」
に

任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
職
務
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
、
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
二
十
年
五
月
七
日
条
に
は
「
行
事
所
」
が
登
場
す
る
（
傍
点
筆
者
）
。
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明
経
学
生
刑
部
高
名
参
内
、
令
レ
問
ニ
漢
語
者
事
三
品
名
奏
上
云
々
、
行
事
所
召
下
得
ニ
漢
語
一
者
大
蔵
三
常
U

即
召
ニ
之
於
蔵
人
所
一
令
ニ
高
名

申
－
云
、
其
語
能
否
、
奏
云
、
三
常
唐
語
尤
可
－
1

広
博
一
云
々
、
勅
従
ニ
公
卿
定
申
J

以
ニ
三
常
一
令
レ
為
ニ
通
事
バ

266 

（日）

『
醍
醐
天
皇
御
記
」
を
原
典
と
す
る
こ
の
記
事
は
、
激
海
使
の
入
京
を
翌
日
に
控
え
て
行
わ
れ
た
通
事
の
人
選
の
事
情
を
伝
え
る

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
次
の
三
つ
の
段
階
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
大
学
明
経
科
の
学
生
刑
部
高
名
が
天
皇
に
召
さ
れ
て
参
内
し
、
漢
語
に
堪
能
な
者
に
つ
い
て
下
問
を
受
け
た
（
そ
れ
に
対
す

る
高
名
の
奉
答
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
）
。

二
、
そ
の
後
、
行
事
所
が
漢
語
に
通
じ
た
大
蔵
三
常
を
呼
び
出
す
と
、
天
皇
は
三
常
を
蔵
人
所
に
召
し
、
そ
の
語
学
力
を
刑
部
高

名
に
尋
ね
た
。
高
名
は
、
三
常
の
唐
語
に
対
す
る
知
見
が
最
も
広
博
で
あ
る
こ
と
を
答
え
た
。

三
、
高
名
の
奉
答
を
受
け
た
天
皇
は
、
公
卿
の
定
め
申
す
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
蔵
三
常
を
通
事
に
任
じ
た
。

ま
ず
天
皇
に
対
す
る
刑
部
高
名
の
情
報
提
供
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
選
上
の
資
格
・
条
件
が
話
に
上
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
、

高
名
の
奉
答
を
受
け
て
「
漢
語
ヲ
得
ル
者
」
と
し
て
大
蔵
三
常
が
候
補
者
と
し
て
召
喚
さ
れ
た
。
そ
こ
に
介
在
し
た
の
が
「
行
事

所
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
天
皇
は
高
名
に
候
補
者
に
対
す
る
評
価
を
問
う
。
三
常
に
対
す
る
高
い
評
価
を
聞
い
た
天
皇
は
、

公
卿
の
定
め
申
す
所
を
容
れ
て
、
彼
を
通
事
に
任
命
し
た
。
「
貞
信
公
記
抄
』
延
喜
二
十
年
五
月
七
日
条
で
は
、
「
賜
通
事
召
名
」
と

記
し
て
い
る
。

（時）

こ
こ
に
登
場
す
る
「
行
事
所
」
は
、
存
間
使
・
領
客
使
・
掌
客
使
と
並
ぶ
蕃
客
接
遇
官
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
通
事
の
人
事
手
続
き

に
関
与
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
蕃
客
ノ
事
ヲ
行
フ
」
業
務
を
処
理
す
る
組
織
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
年
の
十
一
月
二

十
五
日
に
「
溺
海
客
ノ
事
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
行
事
」
が
決
せ
ら
れ
た
際
に
発
足
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
日
に
「
行

事
ノ
弁
」
に
任
じ
ら
れ
た
左
中
弁
邦
基
は
、
こ
の
「
行
事
所
」
に
拠
っ
て
職
務
を
遂
行
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
如
く
、



若
狭
固
か
ら
越
前
回
に
移
送
さ
れ
た
溺
海
使
が
松
原
客
館
の
不
整
備
状
況
を
訴
え
る
解
文
を
上
申
し
た
と
き
、
こ
れ
を
奏
上
し
た
の

は
邦
基
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
行
事
弁
の
職
務
行
為
の
一
環
で
あ
る
と
同
時
に
、
行
事
所
が
蕃
客
接
遇
に
関
す
る
文
書
を
取
り
扱
っ
て

い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

蕃
客
接
遇
を
所
管
す
る
組
織
と
し
て
の
行
事
所
の
存
在
を
明
記
す
る
記
事
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
も
の
を
除
け
ば
、
歴
代
の
溺
海

使
接
遇
の
基
本
史
料
で
あ
る
六
国
史
お
よ
び
『
日
本
紀
略
」
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
『
延
喜
式
」
の
大
舎
人
寮
式
お

よ
び
雑
式
に
は
、
次
に
掲
げ
る
条
文
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

凡
蕃
客
入
レ
朝
者
、
待
ニ
省
処
分
バ
賜
レ
饗
之
日
、
点
ニ
舎
人
十
人
－
擬
ニ
酒
部

J

各
著
ニ
黄
袖
ペ
輪
一
時
拝
朝
之
日
、
陣
ニ
列
威
儀
ペ

（
大
舎
人
寮
式
、
蕃
客
条
）

凡
出
ニ
納
蕃
客
儲
料
雑
物
一
遣
－
行
事
史
一
検
行
、
（
雑
式
、
出
納
蕃
客
儲
料
条
）

一
同
ニ
元
日
一

大
舎
人
寮
式
、
蕃
客
条
に
よ
れ
ば
、
蕃
客
饗
宴
の
際
に
は
舎
人
か
ら
十
人
を
選
ん
で
給
酒
係
の
酒
部
に
充
て
、
各
人
に
は
黄
色
の

蕃客接遇と行事所

砲
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
係
に
威
儀
を
与
え
る
た
め
の
措
置
に
解
さ
れ
る
が
、
着
用
す
る
袖
は
「
行
事
所
ニ

請
ヘ
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
事
所
が
蕃
客
接
遇
用
の
衣
服
の
管
理
を
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
雑
式
、
出
納
蕃
客
儲
料
条
に
よ
れ
ば
、
蕃
客
接
遇
に
関
す
る
「
儲
料
雑
物
」
の
出
納
は
「
行
事
ノ
史
」
を
遣
わ
し
て
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
行
事
ノ
史
」
と
は
、
蕃
客
接
遇
の
際
に
「
行
事
ノ
弁
」
の
下
で
行
事
所
の
業
務
処
理
に
当
た
っ
た
太
政
官

の
史
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
条
文
の
内
容
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
が
大
蔵
省
式
の
蕃
客
資
具
条
で
、
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凡
蕃
客
資
具
雑
物
者
、
納
ニ
省
庫
－
待
二
客
徒
入
朝
之
時
一
出
用
、
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と
あ
る
。
要
す
る
に
、
蕃
客
の
接
遇
に
必
要
な
物
資
は
普
段
は
大
蔵
省
が
保
管
し
て
い
る
が
、
い
ざ
彼
ら
を
賓
礼
に
与
ら
し
め
る
と

き
に
は
、
関
係
部
局
・
係
員
へ
の
配
分
は
行
事
所
が
主
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

前
章
で
は
、
『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
の
検
討
か
ら
蕃
客
接
遇
の
行
事
所
の
業
務
と
し
て
文
書
の
取
扱
い
と
人
事
手
続
き
事
務
の
取

の
規
定
に
よ
っ
て
、
関
連
物
資
の
出
納
配
分
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

扱
い
を
推
定
し
た
。
こ
こ
で
は
、
『
延
喜
式
』

λ
1ノ
O

四

「
行
事
所
」
と
い
う
名
称
の
初
見
は
、
『
類
衆
国
史
』
巻
八
、
弘
仁
十
四
年
十
一
月
発
亥
（
十
三
日
）
条
に
見
え
る
次
の
文
章
で
あ

る
（
傍
点
筆
者
）
。

右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
冬
嗣
、
大
納
言
従
二
位
藤
原
朝
臣
緒
嗣
等
於
ニ
清
涼
殿
一
口
奏
一
言
、
聖
主
相
続
、
大
嘗
頻
御
、
天
下
騒
動
、
人
民

多
レ
弊
、
然
神
態
不
レ
得
レ
己
、
須
ニ
此
度
大
嘗
会
停
レ
傍
省
v
弊
者
、
天
皇
勅
答
、
元
不
レ
好
レ
館
、
唯
事
ニ
神
態
一
耳
者
、
即
大
臣
奏
云
、
請
令
三

大
納
言
緒
嗣
検
ニ
校
其
事
一
者
、
勅
、
依
レ
請
、
於
レ
是
緒
嗣
請
ニ
中
納
言
良
卑
朝
臣
安
世
、
参
議
伴
宿
禰
国
道
－
為
ニ
検
校
」
便
以
二
治
部
省
庁
一

為
ニ
行
事
所
一

す
な
わ
ち
、
淳
和
天
皇
の
大
嘗
会
の
実
施
に
先
立
ち
、
大
納
言
藤
原
緒
嗣
・
中
納
言
良
山
今
安
世
・
参
議
伴
国
道
が
検
校
と
な
り
、

治
部
省
の
庁
舎
に
行
事
所
を
設
置
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
元
年
四
月
甲
子
（
二
十
二

日
）
条
に
「
大
嘗
会
ノ
行
事
司
ヲ
定
ム
」
と
見
え
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
四
月
廿
九
日
条
に
は
、
こ
の
日
行
わ
れ
た
仁
王



会
の
「
行
事
司
」
が
二
月
十
六
日
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
頃
ま
で
は
「
行
事
所
」
「
行
事
司
」
と
名
称
は
一
定

し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
四
月
廿
六
日
条
の
「
大
嘗
会
検
校
井
悠
紀
主
基
行
事
」
の
任
命
記
事
に
続
き
、
五
月
二

日
条
に
「
悠
紀
主
基
行
事
所
ノ
印
各
一
面
ヲ
賜
フ
」
、
七
月
廿
七
日
条
に
、

大
嘗
会
行
事
所
奏
、
五
畿
七
道
諸
国
運
ニ
輸
会
根
雑
物
寸
差
ニ
課
径
丁
一
負
担
就
レ
路
、
遠
近
多
疲
、
請
給
ニ
程
根
J

無
レ
失
二
期
会
」
詔
以
二
正

税
－
給
レ
之
、
後
年
挙
填

と
あ
り
、
こ
れ
以
降
の
史
料
に
は
「
行
事
所
」
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
行
事
所
は
、
十
世
紀
前
半
ま
で
に
大
嘗
会
の
ほ
か
仁

（

口

）

（

問

）

王
会
、
賀
茂
斎
院
、
内
裏
造
宮
の
場
合
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
臨
時
の
儀
式
・
行
事
の
運
営
部
局
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
後
、
十
世
紀
後
半
に
入
っ
て
各
儀
式
の
運
営
経
費
を
行
事
所
か
ら
受
領
に
一
方
的
に
賦
課
す
る
「
行
事
所
召
物
」
が
成

立
し
た
こ
と
に
よ
り
行
事
所
の
機
能
は
強
化

i
叫
ん
、
臨
時
・
恒
常
を
問
わ
な
い
朝
廷
諸
行
事
執
行
の
重
要
な
柱
と
に
問
。
院
政
期
に

（幻）

は
、
太
政
官
に
お
け
る
政
務
処
理
機
能
を
分
別
し
、
個
々
の
行
事
所
に
請
け
負
わ
せ
る
体
制
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
行
事
所
」
な
る
名
称
の
組
織
の
沿
革
を
簡
単
に
辿
れ
ば
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
初
め
の
代
表
的
な
行

（

n）
 

事
所
で
あ
る
「
大
嘗
会
行
事
所
」
（
悠
紀
・
主
基
）
の
官
人
構
成
と
具
体
的
職
掌
を
木
本
好
信
氏
の
専
論
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

蕃客接遇と行事所

一
、
官
人
構
成

行
事
所
の
職
員
は
「
行
事
」
と
言
い
、
本
官
を
兼
帯
し
な
が
ら
の
勤
務
で
あ
っ
た
。

①
『
儀
式
』
第
二
に
よ
れ
ば
、
行
事
に
は
四
位
官
人
各
一
人
、
五
位
三
人
、
判
官
以
上
が
四
人
、
主
典
以
下
五
人
で
、
五
位
官
人

中
に
は
弁
官
職
の
官
人
、
判
官
以
上
の
官
人
中
に
は
史
一
人
を
用
い
る
規
定
で
あ
り
、
判
官
以
上
は
奏
聞
し
、
主
典
以
下
は
大

269 



臣
に
上
申
し
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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②
行
事
官
人
の
中
心
は
行
事
弁
で
、
そ
れ
に
は
中
弁
が
任
じ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

③
行
事
官
人
が
任
命
さ
れ
る
と
、
業
務
遂
行
の
た
め
の
印
が
行
事
所
に
下
賜
さ
れ
た
。

二
、
職
掌

行
事
弁
を
は
じ
め
と
す
る
行
事
官
人
は
、
下
賜
さ
れ
た
印
を
用
い
て
、
大
嘗
会
に
必
要
な
も
の
全
て
を
造
作
、
あ
る
い
は
諸
司
諸

国
司
に
徴
課
差
発
し
た
。

①
『
儀
式
』
第
二
に
よ
れ
ば
、
紙
・
筆
・
墨
（
中
務
省
）
、
韓
植
（
大
蔵
省
）
、
硯
（
宮
内
省
）
、
斐
・
佑
価
帳
（
左
右
京
職
）
、
大
舎

人
四
人
（
中
務
省
）
、
諸
司
史
生
十
人
・
散
位
位
子
等
三
十
人
（
式
部
省
）
、
抜
出
丁
四
人
（
民
部
省
）
、
正
税
稲
一
万
束
・
調
庸

雑
物
（
悠
紀
国
・
主
基
国
）
、
「
会
ヲ
行
フ
ベ
キ
料
ノ
正
税
」
・
「
会
所
ノ
雑
物
」
（
諸
国
）
な
ど
が
見
え
、
物
資
・
人
員
・
諸
経
費

調
達
の
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

②
同
じ
く
『
儀
式
』
第
二
に
よ
れ
ば
、
行
事
所
に
は
出
納
所
・
小
忌
所
・
細
工
所
・
女
工
所
・
楽
所
・
和
憐
所
・
大
炊
所
な
ど
繁

多
な
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
諸
所
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
行
事
弁
の
監
督
を
受
け
た
。

③
行
事
所
は
「
大
嘗
会
記
文
」
を
編
纂
し
て
い
た
。
そ
れ
は
悠
紀
・
主
基
の
両
行
事
所
が
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
た
数
種
の
記
録
で
あ

り
、
外
記
局
に
納
め
ら
れ
て
後
世
の
典
拠
と
さ
れ
た
。

一
方
、
「
蕃
客
行
事
所
」
に
つ
い
て
は
、
儀
式
書
や
六
国
史
、
古
記
録
等
の
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
「
大
嘗
会
行
事
所
」
と
異
な

り
、
僅
か
な
史
料
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
構
成
と
職
掌
に
関
し
て
明
ら
か
に
し
え
た
事
柄
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

一
、
官
人
構
成

①
行
事
弁
と
行
事
史
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。



②
行
事
弁
に
は
、
中
弁
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

二
、
職
掌

①
関
係
文
書
の
取
扱
い

②
接
遇
要
員
の
人
事
手
続
き
事
務
の
取
扱
い

③
京
に
お
け
る
接
遇
儀
礼
関
連
物
資
の
管
理
出
納

と
こ
ろ
で
、
「
大
嘗
会
行
事
所
」
の
典
拠
史
料
で
あ
る
『
儀
式
』
『
延
喜
式
』
『
日
本
三
代
実
録
』
の
関
係
記
事
に
よ
れ
ば
、
行
事

所
の
職
員
は
「
行
事
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
儀
式
』
第
二
、
践
一
昨
大
嘗
会
祭
儀
に
は
、

ん
作
事
四
位
各
一
人
、
五
位
三
人
、
弁
在
ニ
此
中
日
（
中
略
）
諸
司
判
官
巳
上
四
人
、
叫
し
町
へ
－

と
あ
り
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）
、
『
延
喜
式
』
巻
七
、
神
祇
七
践
酢
大
嘗
祭
に
は
、

其
年
預
令
三
所
司
卜
＝
定
悠
紀
主
基
国
郡
一
（
中
略
）
又
定
ニ
検
校
行
事
一

蕃客接遇と行事所

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
検
校
」
と
は
大
嘗
会
の
儀
式
全
般
を
掌
る
公
卿
が
宛
て
ら
れ
る
職
で
、
先
述
し
た
「
類
衆
国
史
』
巻
八
、

弘
仁
十
四
年
十
一
月
発
亥
（
十
三
日
）
条
に
よ
れ
ば
、
淳
和
天
皇
の
大
嘗
会
で
は
大
納
言
藤
原
緒
嗣
・
中
納
言
良
零
安
世
・
参
議
伴

国
道
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
四
月
二
十
六
日
条
に
見
え
る
陽
成
天
皇
の
大
嘗
会
に
関
す
る
記

事
に
は
、

是
日
、
預
定
ニ
大
嘗
会
検
校
井
悠
紀
主
基
行
事
」
以
正
三
位
行
中
納
言
兼
右
近
衛
大
将
皇
太
后
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
良
世
、
（
中
略
）
検
校
二
大

嘗
会
事
J

従
四
位
上
行
右
京
大
夫
兼
美
濃
守
源
朝
臣
覚
、
（
中
略
）
行
二
悠
紀
事
J

従
四
位
上
行
右
近
衛
中
将
兼
備
中
守
源
朝
臣
直
、
（
中
略
）

行
－
－
主
基
事
J
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と
あ
っ
て
、
右
の
『
延
喜
式
』
の
規
定
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
と
、
先
に
見
た
『
貞
信
公
記
抄
」
に
お
け
る
「
行
事
」
の
用
例
に
鑑
み
れ
ば
、
『
扶
桑
略
記
」
延
喜
十
九
年
十
一
月
二

十
五
日
条
の
関
係
記
事
は
次
の
通
り
に
解
釈
し
直
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

272 

右
大
臣
奏
乙
溺
海
客
事
所
定
行
事
、
可
下
遷
ニ
若
狭
一
安
市
置
越
前
U

及
可
レ
令
レ
入
レ
京
事
ド
以
二
左
中
弁
邦
基
朝
臣
－
為
ニ
行
事
弁
バ

｜
｜
右
大
臣
（
藤
原
忠
平
）
が
、
溺
海
の
賓
客
の
事
に
つ
い
て
定
め
る
所
の
行
事
の
官
人
と
、
激
海
の
賓
客
を
（
上
陸
地
の
）
若

狭
か
ら
越
前
に
移
し
て
安
置
し
、
入
京
さ
せ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
奏
上
し
た
。
左
中
弁
（
藤
原
）
邦
基
を
行
事
の
弁
に
任
じ
た
。

す
な
わ
ち
、
来
着
し
た
溺
海
使
を
賓
礼
に
与
ら
し
め
る
判
断
を
下
す
こ
と
と
同
時
に
行
事
弁
を
は
じ
め
と
す
る
「
蕃
客
行
事
」
の

官
人
の
人
事
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
蕃
客
行
事
所
」
が
設
置
さ
れ
た
の
も
こ
の
と
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

五

蕃
客
接
遇
に
際
し
て
行
事
所
が
設
置
さ
れ
る
例
は
何
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
上
、
行
事
所
の
設
置
が
明
ら
か
で

あ
る
の
は
延
喜
十
九
年
の
回
に
限
ら
れ
る
が
、
当
時
、
既
に
編
纂
の
始
ま
っ
て
い
た
『
延
喜
式
」
に
行
事
所
の
存
在
を
明
示
す
る
規

定
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
が
初
例
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
そ
こ
で
、
「
延
喜
式
』
の
行
事
所
関
係
規
定
の
成
立
時

期
を
推
定
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
状
で
は
、
大
嘗
会
行
事
所
の
設
置
が
確
立
し
た
元
慶
年
間
以
降
が
一
つ
の
目

安
に
な
る
。

（お）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
頃
の
大
嘗
会
行
事
所
及
び
行
事
官
人
に
関
す
る
記
事
が
「
三
代
実
録
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

元
慶
六
年
十
一
月
に
来
日
し
た
溺
海
使
に
関
す
る
移
し
い
接
遇
関
係
記
事
を
精
査
し
て
も
、
行
事
所
・
行
事
官
人
の
存
在
を
推
知
せ



（

M
）
 

し
め
る
断
片
を
得
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蕃
客
行
事
所
の
設
置
の
例
が
聞
か
れ
た
時
期
を
求
め
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
次
回
接
遇
の
寛
平
年
間
以
降
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
大
嘗
会
以
外
の
臨
時
行
事
に

「
行
事
官
人
」
が
任
命
さ
れ
て
い
る
例
の
初
見
は
、
昌
泰
元
年
十
月
に
宇
多
上
皇
が
大
和
・
河
内
・
摂
津
に
遊
猟
し
た
と
き
、
参
議

左
大
弁
源
希
・
参
議
勘
解
由
長
官
源
昇
・
左
近
衛
権
中
将
藤
原
定
国
・
右
近
衛
権
中
将
源
善
が
「
行
事
」
を
務
め
て
い
る
も
の
で
あ

（部）る
。
寛
平
か
ら
延
喜
に
至
る
聞
に
「
行
事
所
」
と
い
う
組
織
形
態
が
蕃
客
接
遇
の
場
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
、
今
は
考
え
た
い
。

な
お
、
延
喜
八
年
に
賓
礼
に
与
ら
し
め
た
溺
海
使
の
接
遇
関
係
史
料
に
は
行
事
所
・
行
事
官
人
の
存
在
を
明
記
す
る
も
の
は
見
え

な
い
が
、
留
意
す
べ
き
も
の
が
一
件
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
掲
げ
る
「
扶
桑
略
記
』
延
喜
八
年
五
月
十
四
日
条
の
記
事
で
、
こ
れ
は

『
醍
醐
天
皇
御
記
』
の
逸
文
で
あ
る
。

十
四
日
、
於
ニ
朝
集
堂
－
可
レ
饗
ニ
蕃
客
↓
午
一
刻
、
雷
電
風
雨
、
々
脚
如
レ
射
、
以
先
召
ニ
参
議
長
谷
雄
朝
臣
－
問
レ
事
、
因
二
雷
雨
－
不
レ
遂
ニ
事
意
－

下
レ
殿
、
道
明
朝
臣
申
、
朝
集
院
内
、
雨
水
甚
深
、
左
大
臣
令
レ
奏
日
、
知
レ
問
、
行
ニ
礼
儀
－
甚
元
レ
使
、
況
装
束
食
物
難
＝
急
調
」
若
待
ニ
整

備
↓
恐
及
ニ
晩
日
↓
請
今
日
事
、
明
日
将
レ
行
レ
儀
者
、
依
レ
請
央
、

こ
の
日
、
天
皇
が
朝
集
堂
に
お
け
る
蕃
客
の
饗
宴
に
臨
も
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
昼
過
ぎ
に
激
し
い
強
風
を
伴
う
雷
雨
に
見
舞

わ
れ
、
雨
脚
が
射
る
よ
う
に
吹
き
付
け
て
き
た
。
天
皇
は
ま
ず
参
議
紀
長
谷
雄
を
呼
ん
で
様
子
を
尋
ね
よ
う
と
し
た
が
、
余
り
に
雷

雨
が
強
く
て
意
思
が
通
じ
な
か
っ
た
の
で
自
ら
殿
上
か
ら
下
へ
降
り
た
と
こ
ろ
、
藤
原
道
明
が
、
朝
集
院
の
中
は
雨
水
が
非
常
に
深

蕃客接遇と行事所

く
溜
ま
っ
て
い
る
旨
を
報
告
し
て
き
た
。
そ
こ
で
左
大
臣
藤
原
時
平
が
、
現
状
で
は
予
定
通
り
に
饗
宴
を
挙
行
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
翌
日
に
延
期
し
た
い
旨
を
奏
上
し
て
き
た
の
で
、
天
皇
は
そ
れ
を
許
可
し
た
と
い
う
内
容
に
な
る
。

（部）

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
藤
原
道
明
が
当
時
左
中
弁
に
在
職
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
蕃
客
饗
宴
と
い
う
国
家
的
な
行
事
の

場
で
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
、
い
か
に
高
官
と
は
い
え
、
偶
然
近
く
に
居
合
わ
せ
た
だ
け
の
者
に
対
し
て
天
皇
が
自
ら
近
づ
い
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て
ま
で
事
情
を
聞
こ
う
と
し
た
り
、
そ
の
行
事
に
関
し
て
特
段
の
資
格
も
な
い
者
が
会
場
の
現
状
を
報
告
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と

は
考
え
難
い
。
紀
長
谷
雄
に
せ
よ
、
藤
原
道
明
に
せ
よ
、
蕃
客
接
遇
に
関
す
る
何
ら
か
の
資
格
を
帯
び
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
。
特
に
道
明
は
、
急
な
豪
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
会
場
の
現
状
を
素
早
く
把
握
し
て
儀
式
の
挙
行
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
て
い
る

こ
と
を
報
告
し
、
左
大
臣
時
平
に
よ
る
饗
宴
延
期
の
申
請
を
導
い
た
。
彼
が
こ
の
回
の
蕃
客
接
遇
の
行
事
弁
を
務
め
て
い
た
蓋
然
性

274 

は
高
い
と
思
う
。

..--1.... 

/'¥ 

行
事
所
は
、
大
嘗
会
な
ど
個
々
の
国
家
的
行
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
太
政
官
内
に
設
置
さ
れ
、
弁
・
史
を
主
軸
に
関
係
各
部
局
・

（幻）

担
当
官
と
の
有
機
的
連
携
に
よ
っ
て
業
務
を
処
理
す
る
と
こ
ろ
に
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l
ム
」
に
類
す
る
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
蕃

客
接
遇
に
関
係
す
る
中
央
官
司
は
、
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
規
定
に
基
づ
く
だ
け
で
も
太
政
官
を
は
じ
め
九
つ
を
数
え
る
が
、
そ
こ

に
機
能
的
な
性
格
を
有
す
る
組
織
形
態
が
導
入
さ
れ
た
事
実
は
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
九
世
紀
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
外
交
制

度
の
整
備
過
程
の
最
終
局
面
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

九
世
紀
初
め
の
弘
仁
年
間
、
唐
風
文
化
の
隆
盛
の
下
で
格
式
や
儀
式
書
の
編
纂
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
弘
仁
十
一
年
に
成
立
し
た

『
弘
仁
格
式
』
の
序
文
に
は
、
蕃
客
関
係
の
儀
式
に
は
別
に
「
記
文
」
が
存
す
る
た
め
弘
仁
式
に
は
収
録
せ
ず
省
略
す
る
こ
と
に
し

た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
弘
仁
六
年
に
、
蕃
客
接
遇
を
記
録
し
た
「
掌
客
文
記
」
に
錯
誤
な
き
ょ
う
、
外
記
に
厳

（羽）

密
な
検
察
と
収
置
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
蕃
客
が
来
着
す
る
と
承
前
の
「
記
文
」
を
参
照
し
て
関
係
儀
式
及
び
そ

（却）

の
担
当
者
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
記
文
」
は
儀
式
書
以
上
に
詳
細
で
具
体
的
な
儀
式
記
録
の
性
質
を
有
し
、
太
政

（叩）

官
で
外
記
や
史
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
。



（出）

九
世
紀
前
半
は
、
外
交
制
度
に
お
い
て
は
賓
礼
の
体
系
化
が
行
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
適
用
さ
れ
た
の
は
、
日
本
律

令
国
家
を
「
東
夷
の
小
帝
国
」
た
ら
し
め
る
観
念
構
造
を
維
持
す
べ
く
、
唯
一
の
蕃
固
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
激
海
の
使
節
で
あ
っ
た
。

（担）

彼
ら
に
対
す
る
迎
接
体
制
は
弘
仁
十
三
年
を
境
に
再
編
さ
れ
、
承
和
八
年
に
新
体
制
の
成
立
を
見
た
。
「
延
喜
式
』
の
太
政
官
式
蕃

客
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
入
朝
し
た
蕃
客
を
引
率
す
る
存
間
使
・
掌
客
使
・
領
帰
郷
客
使
及
び
そ
の
随
使
と
通
事
、
宮
中
・
京
内

の
儀
式
空
間
で
蕃
客
に
接
す
る
郊
労
使
・
慰
労
使
・
労
問
使
・
賜
衣
服
使
・
宣
命
使
・
供
食
使
・
賜
勅
書
使
・
賜
太
政
官
牒
使
は
九

世
紀
後
半
に
お
け
る
新
体
制
の
陣
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
は
既
に
『
貞
観
式
』
の
段
階
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
令
制
施
行
以
来
の
迎
接
体
制
を
『
弘
仁
式
』
で
式
文
化
し
、
領
客
使
及
び
そ
の
随
使
・
掌
客
・
共
食
を
規
定
し
て
い
た

（犯）

治
部
式
蕃
客
条
は
太
政
官
式
蕃
客
条
の
成
立
に
よ
っ
て
空
文
化
し
、
迎
接
諸
使
の
規
定
は
太
政
官
式
に
一
元
化
さ
れ
た
。

蕃
客
接
遇
の
職
制
が
太
政
官
式
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
一
元
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
組
織
的
に
は
太
政
官
本
体
の
外
交
上
の

機
能
強
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
治
部
式
蕃
客
条
に
見
ら
れ
る
「
旧
体
制
」
の
時
代
以
上
に
、

新
体
制
下
で
は
職
制
の
多
様
化
に
伴
う
業
務
の
複
雑
化
が
進
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

太
政
官
を
中
心
と
す
る
関
係
諸
部
局
・
担
当
者
間
の
機
能
的
な
連
携
に
よ
る
業
務
処
理
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
蕃
客
行
事

所
成
立
の
背
景
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
存
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

蕃客接遇と行事所

（1
）
中
野
高
行
『
日
本
古
代
の
外
交
制
度
史
』
（
岩
田
書
院
、
平
成
二
O
年
）
序
章
。
外
交
制
度
関
係
の
研
究
史
は
本
書
に
網
羅
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
榎
本
淳
一
『
唐
王
朝
と
古
代
日
本
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
O
年
）
、
森
公
章
『
遣
唐
使
と
古
代
日
本
の

対
外
政
策
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
O
年
）
で
も
法
制
・
儀
礼
に
関
す
る
論
考
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（2
）
『
貞
信
公
記
抄
』
承
平
元
年
五
月
七
日
条
。

（3
）
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
二
年
二
月
四
日
条
。

（4
）
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
九
年
四
月
十
一
日
条
。
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（5
）
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
九
年
五
月
十
三
日
条
。

（6
）
大
日
本
古
記
録
本
が
こ
の
語
の
傍
注
に
「
藤
原
邦
基
」
と
記
し
て
い
る
の
も
同
様
の
解
釈
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（7
）
中
野
高
行
「
日
本
古
代
に
お
け
る
外
国
使
節
処
遇
の
決
定
主
体
」
（
中
野
前
掲
注
（
1
）
書
所
収
）
。

（8
）
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
十
九
年
十
二
月
五
日
条
、
『
貞
信
公
記
抄
』
延
喜
十
九
年
十
二
月
五
日
条
。

（9
）
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
十
九
年
十
二
月
五
日
条
。

（
叩
）
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
二
十
年
四
月
二
十
日
条
。

（
日
）
『
扶
桑
略
記
」
延
喜
十
九
年
十
二
月
十
六
日
条
。

（
ロ
）
「
貞
信
公
記
抄
』
延
喜
二
十
年
四
月
二
日
条
。

（
日
）
天
長
元
年
に
日
本
側
が
定
め
た
溺
海
使
の
年
期
制
に
つ
い
て
は
、
森
公
章
「
賓
礼
の
変
遷
か
ら
見
た
日
湖
関
係
を
め
ぐ
る
一
考
察
」

（
佐
藤
信
編
「
日
本
と
溺
海
の
古
代
史
』
山
川
出
版
社
、
平
成
一
五
年
［
前
掲
注
（
1
）
書
所
収
］
）
、
同
「
日
湖
関
係
に
お
け
る
年
期
制

の
成
立
と
そ
の
意
義
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
九
、
平
成
一
六
年
［
前
掲
注
（
1
）
書
所
収
〕
）
、
浜
田
久
美
子
「
九
世
紀
の
日
本
と
激
海

｜
年
期
制
の
成
立
と
そ
の
影
響
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
一

O
、
平
成
二

O
年）。

（
日
）
来
着
の
事
情
を
陳
述
し
た
湖
海
使
の
牒
状
や
若
狭
因
解
文
も
判
断
材
料
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
十
九

年
十
一
月
二
十
一
日
条
）
。

（
日
）
『
扶
桑
略
記
」
延
喜
二
十
年
五
月
八
日
条
、
『
貞
信
公
記
抄
』
延
喜
二
十
年
五
月
八
日
条
。

（
凶
）
『
延
喜
太
政
官
式
』
蕃
客
条
。

（
口
）
「
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
九
年
四
月
十
一
日
条
。

（
時
）
『
園
太
暦
』
貞
和
二
年
七
月
廿
一
日
条
所
引
「
造
内
裏
被
行
例
」
、
天
徳
四
年
九
月
二
十
八
・
十
月
七
日
条
。

（
叩
）
大
津
透
「
平
安
時
代
収
取
制
度
の
研
究
」
（
「
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
）
。

（
却
）
玉
井
力
「
十
・
十
一
世
紀
の
日
本
｜
摂
関
政
治
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
五
巻
古
代
四
』
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
、
の
ち

『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
［
岩
波
書
店
、
平
成
一
一
一
年
］
に
収
録
）
。

（
幻
）
棚
橋
光
男
「
行
事
所
」
（
『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
塙
書
房
、
昭
和
五
八
年
）
。

（
勾
）
木
本
好
信
「
平
安
時
代
の
大
嘗
会
行
事
所
」
（
『
神
道
史
研
究
』
一
三
二
ー
ー
二
、
昭
和
六
O
年
、
の
ち
『
平
安
朝
官
人
と
記
録
の
研
究
」
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［
お
う
ふ
う
、
平
成
二
一
年
］
に
収
録
）
。

（
お
）
元
慶
元
年
四
月
二
十
六
日
条
、
同
年
五
月
二
日
条
、
同
年
七
月
二
十
七
日
条
。

（M
）
元
慶
六
年
十
一
月
二
十
七
日
条
、
同
月
二
十
八
日
条
、
元
慶
七
年
正
月
朔
日
条
、
同
月
二
十
六
日
条
、
同
年
二
月
二
十
一
日
条
、
同

月
二
十
五
日
条
、
同
年
三
月
八
日
条
、
同
年
四
月
二
日
条
、
同
月
二
十
一
日
条
、
同
月
二
十
八
日
条
、
同
月
二
十
九
日
条
、
同
年
五
月
朔

日
条
、
同
月
二
日
条
、
同
月
三
日
条
、
同
月
五
日
条
、
同
月
六
日
条
、
同
月
七
日
条
、
同
月
八
日
条
、
同
月
十
日
条
、
同
月
十
二
日
条
、

同
月
十
四
日
条
。
ち
な
み
に
『
三
代
実
録
』
は
、
儀
式
記
録
の
性
質
が
強
い
外
記
局
の
日
記
を
駆
使
し
て
編
纂
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

佐
伯
有
義
「
三
代
実
録
巻
上
解
説
」
（
『
増
補
六
国
史
』
巻
九
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
一
五
年
）
、
山
本
信
吉
「
三
代
実
録
、
延
喜
格
式

の
編
纂
と
大
蔵
善
行
」
（
「
歴
史
教
育
』
一
四
｜
六
、
昭
和
四
二
年
）
、
井
上
薫
「
日
本
三
代
実
録
」
（
坂
本
太
郎
・
黒
板
昌
夫
編
「
国
史
大

系
書
目
解
題
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
六
年
）
。

（
お
）
『
扶
桑
略
記
」
昌
泰
元
年
十
月
二
十
日
条
、
「
大
江
朝
綱
筆
紀
家
集
』
（
「
大
日
本
史
料
第
一
編
之
二
』
、
昌
泰
元
年
十
月
二
十
日
条
所

収
）
。
源
希
・
源
昇
が
当
時
参
議
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
公
卿
補
任
』
寛
平
九
年
条
、
昌
泰
元
年
条
参
照
。

（
お
）
「
公
卿
補
任
」
延
喜
九
年
条
、
参
議
藤
原
道
明
の
尻
付
に
よ
れ
ば
、
延
喜
六
年
三
月
に
右
中
弁
、
同
八
年
正
月
七
日
に
従
四
位
下
に

昇
叙
し
た
後
、
同
月
十
二
日
に
左
中
弁
と
な
り
、
同
年
二
月
二
十
三
日
に
勘
解
由
長
官
を
兼
ね
て
い
る
。

（
幻
）
玉
井
前
掲
注
（
初
）
論
文
。

（
お
）
『
類
衆
符
宣
抄
』
巻
六
、
文
譜
、
弘
仁
六
年
正
月
二
十
三
日
宣
旨
。

（mm
）
『
類
衆
符
宣
抄
』
巻
六
、
雑
例
、
弘
仁
九
年
四
月
五
日
宣
旨
。

（
ぬ
）
西
本
昌
弘
「
儀
式
記
文
と
外
記
日
記
｜
『
弘
仁
格
式
』
序
の
再
検
討
」
（
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
平
成
九
年
）
。

（
泊
）
浜
田
久
美
子
「
古
代
日
本
に
お
け
る
賓
礼
の
受
容
」
（
佐
藤
前
掲
注
（
日
）
書
）
、
賓
礼
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
西
本
昌
弘
「
日
本

古
代
礼
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」
（
西
本
前
掲
注
（
ぬ
）
書
）
。

（
辺
）
田
島
公
「
日
本
の
律
令
国
家
の
『
賓
礼
」
｜
外
交
儀
礼
よ
り
み
た
天
皇
と
太
政
官
」
（
『
史
林
』
六
八
｜
三
、
昭
和
六
O
年）。

（
お
）
浜
田
久
美
子
「
延
喜
式
に
見
え
る
外
国
使
節
迎
接
使
｜
太
政
官
式
蕃
客
条
と
冶
部
式
蕃
客
条
の
検
討
」
（
『
延
喜
式
研
究
』
一
八
、
平

成
一
四
年
）
。
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