
夷
人
は
性
、
直
な
る
を
仰
み
て
計

に
陥

り
て
籠

せ
ら

る
。
拙

き
は
坑

に
□
□

、

□
□
□
■

ら
る
。
啻
だ
■

を
探
り

て
物
を
取

る
は
易

き
の
み
。
窃

か
に
聞
く

に
、
見

に
□
追

し
、
恩
□
□

造
を
蒙
る
。
曲
節

は
未

だ
情

詳
ら

か
な
ら
ず
、

弊
織

の
方
を
欺
く
を
恐
る
れ
ば
、
俯

聴
せ
よ

、
請
乞
う
、
留
神
し

て
電
照
し
、

玉
石
を
明
分
し
、
真
盗

を
芟

き
て
以

て
亟
や

か
に
罩
■

を
追

叩
し
、
甦
放

せ

ん

こ
と
を
。
嘗

て
聞

く
に
、
鳥
飛

べ
ば
羽
落

つ
。
盗
、
王
銀
千
余
両

を
偸

め

ば
豈

に
賊
跡
無

か
ら

ん
や
。
且

つ
天
網
恢
恢

な
り
。
真
盗

も
亦

た
、
奚
く
ん

ぞ
能

く
漏
脱

せ
ん
や
。
此

の
為

に
、
理
と
し

て
合

に
貴
司

に
移
咨

し
て
知
会

す

べ
し
。
煩
為
わ
く
は
追
究

し

て
施
行

せ
ん

こ
と
を
。
此

の
為

に
移
咨
す
。

須
ら
く
咨

に
至
る

べ
き
者

な
り
。

右
、
福
建

等
処

承
宣
布
政
使
司

に
咨
す

万
暦
四
十

一
年

(
一
六
一
三

)

二
月
十

一
日

咨

注

*
王
銀
を
詐
取
さ
れ
た
事
件
に
つ
き
そ
の
糾
明
を
請
う
咨

で
あ
る
が
、
文
章
の

も

っ
て
ま
わ

っ
た
表
現
は
、
事
件
に
福
建
の
官
が
か
ら
む
た
め
と
思
わ
れ
る
。

な
お
こ
の
時
の
符
文

〔二
六
－
一
八
〕
、
執
照

〔
三
二
-
一
八
〕
が
あ
り
、
ま
た

『明
実
録
』
万
暦
四
十
三
年
三
月
乙
卯
の
条

に
、
万
暦
四
十

一
年

に
入
貢
し

て
き
た
記
述
が
あ
る
。

(1
)
盗
贓
　
盗
み
に
よ

っ
て
得
た
贓
物
。

(2
)
酖
毒
　
酖
と
い
う
鳥

の
羽
に
あ
る
猛
毒
を
い
い
、
そ
の
羽
を
ひ
た
し
た

酒
を
飲
め
ば
死
ぬ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
蛇
は
頭
に
毒
が
あ
る
、
と
い

う
ほ
ど
の
意
味
。

(3
)
財
副
　

王
府
の
役
職
名
で
は
才
府
。
貢
船

に
乗
り
組
み
唐
物
買
付
の
役

目
を
す
る

(『大
百
科
』
)。
な
お
西
川
如
見

『華
夷
通
商
考
』
巻

二
に

あ
る

「
唐
船
役
者
」
の
中

に
「
財

副
　
荷
物
商
売
ノ
日
記
算
用
ヲ
主
ド

ル
者
ナ
リ
」
と
あ
る
。

(4
)
結
確
　

し

っ
か
り
と
し
て
確
実
で
あ
る
。

(
5
)
営
充
　

は
か
っ
て
充
て
る
。

(6
)
栢
寿
　

『明
実
録
」
万
暦
四
十
年
七
月
己
亥
の
条

に
栢
寿
ら
の
入
貢
の

事
情
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
な
お

〔
一
八
‐
〇
六
〕
注

(6
)
を
参

照
。

(7
)
身
家
　

一
家
、

一
身

(生
命

・
財
産
な
ど
に
つ
い
て
い
う
)。

(8
)
監
守
防
閑
　

(よ
く
な
い
こ
と
を
)
防
ぎ
抑
え
る
。

(9
)
夙
夜
　

朝
早
く
か
ら
夜
お
そ
く
ま
で
。

(10
)
■
　

ひ
こ
ば
え
。
正
し
く
な
い
も
の
や
わ
ざ
わ

い
を
生
む
こ
と
。

(11
)
披
肝
　
心

底
を
あ
ら
わ
す
。

(12
)
弊
織
　
悪

い
役
人
の
こ
と
か
。

(13
)
留
神
し
て
電
照
　
気
を
つ
け
て
ご
ら
ん
に
な
る
。

(14
)
罩
■
　

虚
構
を
お
お
い
か
く
す
。

1-18-08

国
王
尚
寧
よ
り
礼
部
あ
て
、
十
年
後
の
進
貢
を
命
ず
る
勅
諭
を
受
け
、

常
貢
の
回
復
を
請
う
咨

(
一
六

一
四
、
九
、
二
四
)

琉
球
国
中
山
王
尚
寧
、
開
読
し
て
、
電
や
か
に
簸
弄
を
豁
し
歳
貢
を
鑑
納

し
て
以
て
孤
危
を
拯

い
、
以
て
毒
寇
を
釐
む
る
を
■
天
す
る
事
の
為
に
す
。



万
暦
四
十

一
年

(
一
六

一
三
)
七
月
内
、
勅
諭
を
奉
ず
る
に
、
国
土
貧
狭

に
し
て
、
又
新
た
に
残
破
を
経
る
を
恤
念
す
。
歳
事

愆

つ
と
雖
も
亦
た
爾
の

責
な
ら
ず
。
爾
宜
し
く
人
民
を
拊
綏
し
、
封
圉
を
慎
み
固
め
て
以
て
自
完
の

計
を
為
し
、
十
年

の
後
、
物
力
の
充
ち
羨
る
る
を
俟
ち
て
再
た
修
貢
を
行
う

べ
し
、
等
の
因
あ
り
。
此
れ
を
欽
み
、
欽
遵
す
。
薄
土
は
仰
瞻
し
て
光
天
の

化
日
を
喜
び
、
環
陬
は
載
頌
し
て
玉
燭
を
春
台

に
囿
と
す
。
□
□
の
琉
球
、

九
区
に
□
□
し
、
■

を
去
る
こ
と
万
里
に
し
て
、
東
海
の
波
島
に
懸
る
。
居

は
闘
爭
無
く
、
人
は
戦
を
習
わ
ず
。
即
ち
以
て
所
属
の
諸
島
、
影
を
波
末
に

浮
か
ぶ
る
は
、
将
旦
の
星
の
河
漢
に
錯
落
す
る
が
如
し
。
日
本
は
素
よ
り
強

狡
を
称
す
。
之
と
隣
為
る
も
、
琉
球
、
伝
世
し
て
今
に
永
き
を
得
た
り
。
豈

に
聖
神
、
極
に
御
し
威
徳
広
く
被

い
、
属
国
の
世
守
為
ら
し
む
る
に
非
ざ
ら

ん
や
。
継

い
で
其
の
守
り
と
恃
む
者
は
亦
た
惟
だ
険
と
神
あ
る
の
み
。
夫
れ

険
は
固
よ
り
恃
む
可
き
も
、
亦
た
未
だ
尽
く
は
恃
む
に
足
ら
ず
。
神
は
拠
る

可
き
と
雖
も
、
亦
た
豈

に
尽
く
拠
る
能
わ
ん
や
。
甚
だ
其
の
、
之
を
恃
み
て

覆
盂
に
安
ん
ず
る
所
の
者
は
、
該
国
の
天
朝
に
効
順
す
る
に
如
く
は
毋
し
。

即
ち
山
川
の
神
霊
も
黙
し
て
其
の
順
を
助
く
る
な
り
。

知
ら
ず
、
万
暦
三
十
七
年

(
一
六
〇
九
)
に
■
か
に
変
に
遭
遇
し
流
離
播

越
す
。
殆
う
き
か
な
、
岌
岌
乎
と
し
て
虧
く
る
所
を
知
る
莫
き
や
。
之
を
揣

る
に
、
愚
躬
、
侯
度
に
恪
遵
す
る
も
、
敢
え
て
瑕
無
し
と
謂
わ
ん
や
。
奚
為

れ
ぞ
歴
歴
と
し
て
盛
■

に
忻
逢
せ
る
に
、
茲
に
殊
危
に
蹇
遇
し
、
刺
棘

に
惶

愕
す
る
や
。
将
た
焉
く
ん
ぞ
天
誅
を
■
れ
ん
や
。
忽
ち
に
し
て
命
、
天
よ
り

聞
え
、
愆
咎
を
海
涵
す
。
誠
歓
誠
■

し
て
躬
を
措
く
に
地
無
し
。
是
れ
を
用

て
万
暦
四
十
年
、
■
ら
法
司
馬
良
弼

・
正
議
大
夫
鄭
俊
等
を
差
わ
し
て
前
来

し
謝
恩
せ
し
む
る
も
、
未
だ
起
送
し
て
京
に
赴
く
を
蒙
ら
ず
。
聖
勅
を
望
奉

し
、
齎
捧
し
て
回
国
す
。
体
恤
を
軫
念
し
、
慵

の
漸
く
文
教
に
染
み
頓
に
夷

風
を
洗
う
を
俟

つ
を
欽
蒙
す
。
顧
み
て
天
命
を
知
り
、
敢
え
て
忤
違
せ
ざ
る

も
、
狡
倭
の
体
恤
の
無
外
の
至
仁
を
知
る
罔
く
該
国
を
窺
伺
す
る
を
慮
恐
す
。

厥
の
職
、
十
年
の
久
し
き
を
曠
疎
す
れ
ば
、
長
蛇
封
豕
の
順
行
を
錯
雑
す
る

を
免
れ
難
し
。
夫
れ
斯
く
な
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
忤
逆
を
冒
さ
ん
や
。
豈
に
及

ば
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
夫

の
凜
凜
た
る
□
鉞
、
能
く
赦
宥
す
る
莫
し
。
勢
は

緩
む
る
を
得
ず
。
大
い
に
已
む
を
得
る
に
非
ず
。

是
を
以
て
死
を
冒
し
間
関
と
し
て
撫
携
を
投
■
し
、
聖
霊
を
祈
襲
し
て
以

て
狡
倭
の
観
聴
を
崇
か
ら
し
め
、
仰
ぎ
て
威
福
に
藉
り
て
以
て
毒
寇
の
畏
服

す
る
を
起
こ
さ
ん
。
然
ら
ず
、
仮
し
是
れ
簸
弄
四
に
起
こ
る
有
る
と
も
、
絶

た
ん
と
欲
す
る
の
深
意
有
ら
ん
や
。
且

つ
天
朝

の
謨
猷
は
広
遠
に
し
て
、
経

緯
は
弘
深
な
れ
ば
、
涇
渭
の
処
分
は
、
端

に
必
ず
摘
伏
の
神
有
り
。
豈
に
亡

命
の
徒
輩
の
孟
浪
し
訛
濫
し
、
弄
誑
し
揺
間

す
る
を
容
れ
、
疑
信
の
半
ば

に

介
し
、
而
し
て
罪
無
き
の
国
を
絶
ち
て
以
て
寇
逆
を
長
ぜ
し
め
ん
や
。
夫
れ

蠢
な
る
彼
の
狡
倭
は
、
昔
朝
鮮
を
破
り
、
今
琉
球
を
残
う
。
□
□
天
朝
無
き

が
若
き
な
り
。
況
ん
や
該
国
の
遭
躪

の
日
の
若
き
を
や
。
我
が
天
朝
、
朝
鮮

を
急
す
る
の
故
事
を
以
て
し
て
之
を
急
し
、
倭
を
し
て

一
舎
を
退
き
て
我
を

避
け
し
め
ず
。
其
の
俘
せ
ら
る
る
に
任
せ
其
の
帰
す
る
を
聴
す
は
、
殊
に
威

徳
を
褻
す
こ
と
有
る
が
若
き
の
み
。

此
れ
則
ち
波
藩
の
猥
瑣
に
し
て
敢
え
て
言
わ
ざ
る
所
な
る
も
、
今
焉
を
言



わ
ざ
る
を
得
ず
。
藉
令
日
本
の
狡
を
絶

つ
を
以
て
概
て
琉
球
の
順
を
絶
た
ん

と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
何
を
以
て
属
国
の
心
を
■
ぎ
て
皇
霊
を
暢
べ
ん
や
。
是

れ
九
区
の
向
背
な
り
。
伏
し
て
今
日
の
拒
納
を
決
す
る
を
乞
う
。
然
し
て
之

を
拒
む
も
之
を
納
る
る
も
、
大
計
に
関
わ
る
無
し
と
雖
も
、
敢
え
て
亦
た
少

し
く
国
体
を
裨
く
る
有
り
と
謂
う
の
み
。
之
を
拒
ま
ば
、
為

に
是
れ
順
を
駆

り
て
逆
に
就
か
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
而
且
懐
柔
の
重
典
を
虧
く
有
り
。
之

を
納
る
れ
ば
、
為
に
是
れ
滅
を
興
し
絶
を
継
が
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
而
且

威
福
の
大
観
を
増
重
す
。
抑
々
堂
堂
た
る
天
朝
、
自
在
に
謀
有
り
と
謂
う
勿

か
ら
ん
か
。
抑
々
亦
た
自
在
に
備
え
有
り
と
謂
う
勿
か
ら
ん
か
。
然
り
、
備

え
の
密
、
守
り
の
固
き
、
此
の
故
に
国
家
安

に
し
て
危
を
忘
れ
ず
、
治
に
し

て
当
に
乱
を
思
う
べ
く
、
深
遠

の
謀
慮
な
り
。
儻
し
琉
を
拒
み
て
倭
を
防
が

ば
、
慮
の
遠
に
し
て
近
、
謀

の
深
に
し
て
浅
な
り
。
是
の
故
に
倭
は
当
に
絶

つ
べ
く
、
琉
球
は
当
に
納
る
べ
し
。
希
為
わ
く
は
狂
言
妄
冒
を
罪
す
る
勿
く
、

俯
垂
し
て
採
択
し
留
神
し
て
斟
酌
せ
ん
こ
と
を
。

夫
れ
海
外
の
不
軌
は
、
之
の
偵
探
に
由
り
て
其
の
緒
を
得
、
之
の
故
由
を

要
め
詳
察
し
て
其

の
端
を
得
る
な
り
。
縦

偵
影
の
報
を
信
ぜ
ざ
る
と
も
、
任

人
の
政
を
傷

つ
く
る
有
る
が
若
き
に
似
た
り
。
設
若
偏
に
偵
報
に
憑
り
て
実

と
為
さ
ば
、
当

に
辜
す
べ
か
ら
ざ
る
の
国
を
罪
す
る
を
恐
る
。
且

つ
琉
球
は

藩
を
称
し
、
天
朝
二
百
余
年
の
卵
翼
の
恩
を
襲
蒙
す
。
敢
え
て

一
旦
捐
棄
し

て
仇
に
事
え
し
む
る
は
天
理
の
必
ず
無
き
所
、
人
情
の
有
ら
ざ
る
所
な
り
。

間
々
深
く
議
す
可
き
者
有
り
。
夫
れ
久
し
く
倭
区
に
住
む
の
輩
な
り
。
大
讒

は
忠
に
似
た
り
、
大
詭
は
信
に
似
た
り
。
陰
陽
に
奸
を
為
し
内
外
に
簸
弄
し
、

往
来

し

て
寵

を
搆

え
進
退
し

て
生
を
偸

る
。
険
は
測
る
可
か
ら
ず
、
弊

は
最

も
防
ぎ
難

し
。
朝
鮮

の
昔
日

は
実

に
此

の
輩

の
災

に
由

り
、
琉
球

の
今
日
は

誠

に
此

の
輩

の
禍
よ
り
出
ず
る

の
み
。
此

の
情
形

は
、
該
藩

身
ら
経

に
目
撃

す

る
に
拠
り
、
敢
え

て
是
れ
咨

し

て
聞

す
。

前
差

の
馬
良
弼

・
鄭
俊
等

の
、
前
来

し
謝
恩

す
る
に
拠

る
に
、
何

を
作

せ

る
や
は
知
ら
ざ
る
も
、
使
命

を
■

辱

し
、
闕

に
叩
す

る
を
獲
ず
。
明
旨

を
望

奉
し
、
中

止
し
て
廻
還

す
。
看
得
す

る
に
、
良
弼
等
、
勅
諭

を
奉
齎

し
て
帰

れ
ば
、

理
と
し
て
原
す
可
く
、
情

と
し

て
恕
す
可
し
。

即
ち
之
、
勅
諭
を
望

奉

し
て
帰

れ
る
は
、
畏
難
し

て
中
止
す
る

に
非
ざ

る
も
、
竟

に
是
れ
疎
虞

に

し
て
謬
を
獲
た
り
。
専
ら
大
臣
を
遣

わ
す
は
、
本

よ
り
躬
ら

に
代
り

て
敬
を

将
め
し
め
ん
と
欲
す
る

に
、
■

ぞ
反

っ
て
命

を
辱

め
て
尤
を
招
け
る
や
。
法

に
依
り

て
斃

に
坐
し
、
各
員
連
坐

す
、
等

の
情
あ
り
。
此
れ

に
拠
り
、
合
行

に
咨
報
す

べ
し
。
此

の
為

に
備
咨
し

て
長
史
蔡
堅
等
を
差
遣
し
、
前
来

し
て

逓
報

し
、
仍

お
歳
々

修

む
る
厥

の
職

の
馬
四
匹

・
硫

黄

一
万
斤

を
備
■

し
、

往
赴
し

て
投
逓
せ
し
む
。
咨
文

の
事
理

は
、
伏
し

て
照
詳
し

て
施
行

す
る
を

乞
う
を
希
う
。
此

の
為

に
移
咨

す
。
須
ら
く
咨

に
至
る

べ
き
者

な
り
。

右
、
大
明
礼
部

に
咨

す

万
暦
四
十

二
年

(
一
六

一
四
)
九
月

二
十
四
日

咨

注

(
1
)
簸
弄
　

も
て
あ
そ
ぶ
。

(2
)
薄
土
　

せ
ま
く
て
や
せ
た
土
地
。



(3
)
環
陬
　

四
方

の
す
み
。
ま
た
環
は
寰

(天
子
の
治
め
る
土
地
)
に
通
じ
、

全
世
界
。

(4
)
玉
燭
を
…
囿
と
す
　
世

の
中
の
太
平

な
こ
と
の
形
容
。

(5
)
九
区
　
天
下
。

(6
)
将
日
三の
…
錯
落
す
　
暁
の
明
星
が
天

の
河
に
入
り
ま
じ
る
。

(7
)
覆
盂
　

伏
せ
た
皿
。
安
ら
か
な
た
と
え
。

(8
)
万
暦
三
十
七
年
…
変
　

薩
摩

の
琉
球
出
兵
。
〔
一
八
‐
〇
三
〕
参
照
。

(9
)
播
越
　

う

つ
り
の
が
れ
る
。
居
場
所
を
失

い
、
他
国
に
さ
す
ら
う
。

(10
)
岌

岌
乎
　
危
う

い
さ
ま
。

(11
)
盛
■
　
■

は
お
か
、
■

(に
わ
・
き
ざ
は
し
)
に
同
じ
。
盛
ん
な
治
世

の
意
。

(12
)
愆

咎
　

あ
や
ま
ち
、
と
が
め
。

(13
)
万
暦
四
十
年
…
回
国
す
　
明
は
琉
球

の
背
後
に
あ
る
日
本
の
勢
力
を
警

戒
し
て
、
馬
良
弼
ら
の
入
京
を
認
め
ず
、
福
建
で
勅
諭
を
渡
し
て
帰
国

さ
せ
た
。
〔〇
七
-
一
五
〕

〔〇
七
-
一
六
〕
参
照
。

(1
4)
職
　

職
貢
。

(15
)
長
蛇
封
豕
　
長

い
蛇
と
大
き
な
豚
。
残
忍
で
貪
欲
な
者
。

(16
)
撫
携
　

い
た
わ
り
た
す
け
る
。

(17
)
観
聴
を
崇
か
ら
し
め
　
見
聞
き
し
て
尊
敬
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
意
か
。

観
聴
は
見
る
こ
と
と
聞
く
こ
と
、
見
物
す
る
人
。

(18
)
威
福
　
威
力
で
他
を
お
ど
し
た
り
、
恩
を
き
せ
て
人
を
圧
迫
す
る
こ
と
。

(19
)
謨
猷
　

は
か
り
ご
と
。

(20
)
涇
渭
　
涇

水
は
濁
り
渭
水
は
澄
む
。
事

の
清
濁
・善
悪

の
明
ら
か
な
た

と
え
。

(21
)
摘
伏
　
摘
奸
発
伏
の
略
か
。
奸
邪
を
あ
ば
き
摘
発
す
る
。
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(22
)
孟
浪
　
粗
雑
、
軽
率
で
あ
る
。

い
い
か
げ
ん
な
こ
と
を
す
る
。

(23
)
訛
濫
　
妖
言
や
虚
言
を
み
だ
り
に
言
い
ふ
ら
す
こ
と
。

(24
)
揺
間
　

動
き
ま
わ

っ
て
様
子
を
伺
う
こ
と
。

(25
)
急
す
る
　
急

い
で
助
け
る
。
こ
こ
で
は
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
際
し
、
明

が
援
軍
を
派
遣
し
た
こ
と
を
さ
す
。

(26
)

一
舎
　

三
十
里
。
軍
隊

の

一
日
の
行
程
。

(27
)
猥
瑣
　

み
だ
り
で
こ
ま
か
い
こ
と
。

(28
)
滅
を
興
し
絶
を
継
が
し
む
　
滅
び
た
国
を
興
し
、絶
え
た
世
系
を
継
が

せ
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
明
が
琉
球

の
藩
属
を
従
来
通
り
認
め
る
こ
と
を

さ
す
。

(29
)
不
軌
　

国
法
を
守
ら
な
い
こ
と
。
反
逆
を
は
か
る
。

(30
)
任
人
　

常
に
政
に
任
ず
る
も
の
、
六
卿
。

(31
)
卵
翼
　

は
ぐ
く
み
育
て
る
こ
と
。

(32
)
■

辱
　

け
が
す
。

(33
)
畏
難
　

お
そ
れ
は
ば
か
る
。

(34
)
蔡
堅
　

『明
実
録
』
万
暦
四
十
三
年
三
月
乙
卯
の
条
に
蔡
堅
の
入
貢
の

記
事
が
あ
る
。

世
子
尚
豊
よ
り
按
察
司
あ
て
、
父
王
の
死
去
を
告
げ
て
請
封
す
る
と
共

に
、
十
年
の
期
満
ち
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
二
一
、
八
、
二
一
)

琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
豊
、
藩
を
嗣
ぎ
て
執
政
し
、
勅
諭
を
奉
じ
て
戒
信

す
る
こ
と
十
年
に
し
て
貢
職
を
復
修
し
て
以
て
忠
款
を
効
す
事
の
為
に
す
。


