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脈
甥

碩

輯

記
念
論

文
集

量

篇

京
嫁

帝

国

大

挙

文

拳

骨

論

纂

第

五
韓

昭
和
十

1
年
十

1
月
拳
行

侶
萱
陶
八
拾
戯

本
論
文
集
は
京
城
帝
大
諸
教
授
の
論
作
集
で
あ
り
'
同
大
拳

創
立
十
周
年
を
記
念
す
べ
き
刊
行
物
で
あ
る
C
そ
の
内
容
は
'

支
那
西
陣
出
土
の
契

玉

井

是

日
活
解
和
の
序
曲

田

保

橋

新

羅

大

部

考

末

粒

体

和 潔 博.

の
七
論
文
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
｡
以
下
簡
軍
に
紹
介
を
試
み
ょ
う
.

｢高
昌
麹
氏
王
統
考
｣

之
に
関
し
て
は
大
草

二
年
羅
振
玉
氏

の

｢
高
昌
麹
氏
年
表
｣
(開
脚
謂

酢
Z
)･

同
四
年

内
藤
博
士

の

｢高
畠

の
紀
年
に
警

｣(軸
組
猷
針
紅

)､
昭
翌

年
黄

文
弼
氏
の

｢
高
昌
麹
氏
紀
年
｣(銅
祁
朋
&
)等
が
雲

せ
ら
れ
て

ゐ
る
が
'
著
者
は
未
だ
明
確
な
ら
ざ
る
鮎
抄
か
ら
す
と
て
考
究

の
結
果
之
を
得
た
｡
そ
の
研
究
方
法
は
従
前
諸
家
と
同
じ
-
近

1

時
出
土
覆
見
せ
ら
れ
し
高
昌
関
係
資
料
に
も
と
づ
-
も
の
で
あ

糾

る
こ
と
筈

を
保
た
ぬ
｡
-
だ
-

⊥
-
紹
介
す
る
よ
-
は
･

l

著
者
の
得
た
成
果
を
固
示
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
｡

(
1)
嘉
〔
批
鵬
,R

S
聖

祭

㌘

j

I

-
(二)
光
〔
綿
の
卒
鯛
〕

北
親
建
明
元
年

63
0
嗣
立
'
聖

普
泰
元
年
'
元
を
章
和
と
為
す
'
高
日日
最

初
の
年
鍍
な
-
'
孝
和

一
八
年
5
4
8
卒

高
昌
麹
氏
王
統
考

山
東
省
黄
石
崖
及
び
重
砲
山
の
石
窟
に
就
い
て

史
準
に
於
け
る

raiso
n
d
'f
:tat
の
本
質

柴
浪
封
泥
緯
放

藤 金 鳥 大

田 子 山 谷

亮 光 喜 藤

袋 介 一 員

孝
和

一
八
年
西
貌
大
紋

一
四

年
嗣
立
'
翌
年
永
年
と
改
元

｢
(五
)

侠
名
志

神

に
糾
詣

印
摘

讃
〕
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即
在

丁
(七
)‰
智

慧

詣
讐

軒
鐸

拍
I.I.),.:.I.::
.I
ti

｢
(六)

賓

茂
〔和

平
四

年
の

翌

年
'西
塊恭
帝
二
年
55
6

樹立

､

建
昌
と

改
元

､

同
六
年

郎北
周武
威
二

年66
6

ま

置

票

詣
讐

軒
鐸

拍
謂
剛

〕｣

｢
(
八
)伯
雅
〔舶
鵬
柑
監

Ⅶ
延晴
御仁
は専
一フC
二年

t''-Ll-言
て嗣
終位
り､
義翌
和年

削禦
.#
謂
軸
唐
丁
(九
)墓
〔酬
認
諾
㍍
謂
綿

徳
七
年
に
至

-
娃
寺
と
改
元

'

一
七
年
郎
唐
貞
勧

一
四
年
卒

丁

(
1
0
)

智
盛

〔出
憤
附
舶
踊
〕

(
嘉
JI6-
文
泰
ま
で
九
世
百
四
十
三
年
)

本
論
文
に
於
て
は
'
初
代
王
麹
嘉
の
即
位
の
年
次
に
翰
し
て

羅
氏
の
大
和
二
十

1
年
'
黄
氏
の
二
十
三
年
詮
を
否
定
し
て
二

十
二
年
詮
を
提
唱
し
た
の
を
始
め
と
し
て
従
来
の
詮
に
訂
正
を

加
へ
た
鮎
は
少
-
な
い
が
､
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
延
昌

治
世
の
王
を
麹
乾
固
と
考
へ
定
め
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
延
昌

の
年
波
を
記
す
萎
表
､
経
助
刊
記
は
甚
だ
多
-
､
元
年
辛
巳
歳

よ
り
四
十

一
年
草
酉
歳
に
至
る
ま
で
の
四
十

一
年
間
に
亙
っ
て

ゐ
る
が
'
そ
の
治
世
の
玉
名
を
窺
は
し
め
る
も
の
は
唯

一
つ
高

昌
遺
跡
の
東
方
吐
谷
溝
よ
-
蓉
見
せ
ら
れ
た
延
昌
三
十
三
年
の

年
記
宕

す
る
仁
王
慧

末
翌

(絹
臓
器

銅
職
a
)が
知
ら
れ

て
ゐ
る
の
み
で
､
そ
れ
と
て
も
完
重
な
も
の
で
は
な
-
僅
か
に

玉
名
の
1
部
麹
姓
と
名
の
字
の
頭
部

｢
伽
｣
を
存
す
る
に
過
ぎ

な
い
｡
内
藤
博
士
は
そ
の
第

一
行
を

｢
延
昌
升
三
年
発
丑
歳
八

月
十
雷

白
安

子
高
皇

麹
甜
豊

網
棚
.:t
｣
と
解
読
L
t
朴

は
伯
の
別
字
と
す
る
詮
に
質
し
之
を
麹
伯
雅
の
政
文
と
見
'
麹

賓
茂
は
建
昌
元
年
よ
-
延
昌
三
十
年
ま
で
の
三
十
六
年
間
'
伯

雅
の
治
世
は
延
昌
三
十

1
年
よ
-
延
和
二
十
二
年
ま
で
三
十
二

年
間
と
推
定
し
た
｡

マ
ス
ベ
ロ
氏
は
之
を
麹
堅
と
判
読
し
て
聖

を
延
昌
の
王
と
定
め
た
が
'
後
年
ス
タ
イ
ン
氏
の
吐
魯
番
所
獲

の
古
文
書
調
査
中
'
般
若
波
羅
密
経
第
十
八
番
の
残
巻
の
欽
文

○

に
延
昌
三
十
九
年
高
昌
王
麹
韓

国
の
蓉
願
に
よ
っ
て
書
寛
さ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
露
見
､
之
に
よ
っ
て
麹
氏
年
表

を
作
っ
た
(
酢
那
馴
鮎

酎
奥
)｡
又
羅
氏
は
苦

年
間
に
侠
名
の

王
の
雇
位
を
認
め
て
ゐ
る
｡
著
者
は
ル
コ
ッ
ク
氏
が
吐
魯
番
よ

-
将
来
し
た
古
窯
経
巻
中
に
西
域
考
古
箇
譜
所
収
の
仁
王
鮭
と

同

衰

慧

(
即
断
鮎

昭
警

あ
-
[
そ
の
助
文
中
に
｢
延

0
0

昌
升

一
年
草
亥
歳
十
二
月
十
五
日
白
衣
男
子
高
昌
王
麹

乱
固
｣

･U
あ
る
を
夢
見
'
延
昌
の
玉
名
は
伯
雅
で
も
な
く
韓
尉
で
も
か

-
明
ら
か
に
乾
固
で
あ
る
｡
乱
は
乾
の
俗
膿
で
あ
り
'
叉
度
々

乾
と
書
か
れ
て
ゐ
る
｡
頭
部
の
小
部
分
を
残
す
固
譜
の
仁
王
挺

助
断
片
の
高
昌
王
名
は
即
ち
乱
文
は
乾
の
上
部
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
と
S
ひ
､
更
に
'
賓
茂
に
つ
ぐ
王
が
乾
固
で
あ
る
こ

85こ_
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と
を
曜
か
め
る
べ
き
傍
詮
と
し
て
高
昌
麹
斌
造
寺
碑
の
碑
陰
に

刻
す
る
列
名
中
二
曽

日
王
麹
賀
茂
に
次
い
で

｢
右
街
将
軍
多
波

皐
鏡
屯
警

同
昌
令
芝

と
あ
る
を
奉
げ
'
舟
書
高
昌
侍
に
高
昌

令
夢
は
支
那
に
於
け
る
丞
相
の
位
置
に
雷
少
､
王
子
を
以
て
之

に
任
じ
た
旨
の
記
載
が
あ
か
か
ら
'
乾
固
は
正
し
-
賀
茂
の
子

で
･
や
が
て
そ
の
位
を
嗣
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像

せ
ら
れ
る
と
言
ひ
､
叉
政
文
の
末
技
に

｢
叉
願
七
世
発
電
考
批

往
識
｣
と
あ
れ
ば
乾
固
自
ら
が
麹
氏
七
代
の
王
た
る
を
確
嘗
な

ら
し
め
る
と
考
へ
た
｡
惜
む
ら
-
は
著
者
の
露
見
し
た
経
の
真

贋
を
示
し
て
ゐ
な
い
が
､
そ
の
玉
名
が
麹
乱
国
な
る
こ
と
は
郵

波
利
貞
先
生
の
筆
録
に
よ
っ
て
も
碇
め
ら
れ
る
か
ら
'
延
昌
三

十

7
年
常
時
の
王
は
乾
固
に
相
違
な
-
､
た
と
へ
恩
譜
の
仲
を

乾
の
字
と
す
る
に
多
少
疑
問
の
飴
地
は
あ
つ
て
も
'
延
昌
年
間

に
二
人
の
王
の
在
位
は
認
め
難
い
か
ら
'
延
昌
の
王
を
乾
固
な

り
と
す
る
著
者
の
詮
に
は
充
分
賛
成
出
来
る
と
思
ふ
｡
著
者
は

更
に

｢
寧
朔
将
軍
造
寺
碑
｣
に
よ
っ
て
甘皆
目
に
封
す
る
突
欧
の

関
係
を
説
き
､
賀
茂
､
乾
固
等
が
突
蕨
の
栴
既
を
有
し
た
所
以

を
明
ら
か
に
し
.
延
昌
四
十

7
年
に
亙
る
長
き
清
世
に
も
か
･.

は
ら
す
乾
固
の
名
の
支
群
に
俸
は
ら
な
か
っ
た
理
由
は
､
高
昌

が
突
験
の
勢
力
に
服
属
し
た
結
果
で
あ
る
と
推
し
て
ゐ
る
｡
突

蕨
と
の
関
係
に
就
て
は
王
国
推
氏
の

｢
高
昌
寧
朔
将
軍
麹
覇
道

嘉

政
｣
(讐

g
)
が
あ
る
が
之
に
普

及
し
て
居
ら
な
い
｡

｢
山
東
省
黄
石
崖
及
び
玉
由
山
の
石
窟
に
就
い
て
｣

歴
城
願

黄
石
崖
石
窟
(北
魂
)
'
同
願
玉
由
山
石
窟
(防
)
の
調
査
報
告
で

あ
る
｡

｢
楽
浪
封
泥
府
敦
｣

楽
浪
郡
の
遺
堕
に
於
て
蓉
見
せ
ら
れ
た

封
泥
に
関
す
る
精
し
き
研
究
で
'
著
者
が
さ
き
に

『
小
円
発
生

軍
書
記
念
朝
鮮
論
集
』
に

｢
楽
浪
封
泥
致
｣
と
抱
し
て
静
表
し

た
も
の
に
訂
補
を
加

へ
た
も
の
で
あ
る
｡
就
中
興
味
を
惹
-
の

は
楽
浪
郡
管
下
の
請
願
の
官
印
封
泥
中

｢
夫
粗
丞
印
｣
の
静
見

せ
ら
れ
た
こ
と
で
､
夫
租
は
携
書
地
理
志
の
願
名
と

1
致
し
､

沃
池
の
天
が
夫
に
穐
じ
た
と
い
ふ
定
説
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

り
､
封
泥
研
究
の
重
要
性
の
7
両
を
物
語
っ
て
ゐ
る
.

｢
支
那
西
陣
出
土
の
契
｣

新
鹿
省
及
び
甘
粛
省
よ
り
静
見
せ

ら
れ
た
爽
即
ち
安
男
典
質
貸
借
雇
傭
等
に
関
す
る
契
約
詮
書
に

就
て
の
克
明
精
密
な
る
研
究
が
そ
の
主
要
な
る
部
分
を
な
し
て

ゐ
る
が
'
そ
の
前
に
唐
宋
時
代
の
契
制
と
い
ふ
項
目
を
設
け

て

こ

の
種
の
契
約
文
書
の
名
柄
の
轡
藩
'
謹
書
の
形
式
を
述
べ
'

清
朝
時
代
不
動
産
の
資
買
に
際
し
て
行
は
れ
昌

契
(
撲

翫
那

備
5

)･紅
契
(鮒
A
J鮎

5
',～
,;
鵠

㌫

鵬
的
軸
封

)

の
別
が
､

86
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史
に
時
代
を
謝
っ
て
明
元
来
五
代
唐
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
士
を

説
き
'
契
税
徴
集
の
こ
と
に
関
し
て
開
明
す
る
所
が
多
い
の
は

注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
本
論
に
入
っ
て
は
契
の
遺
物
と
し
て
最

古
の
も
の
は
新
盤
甘
蔚
各
地
に
於
て
霞
見
せ
ら
れ
た
唐
代
の
も

の
で
そ
れ
ら
は
皆
私
契
で
あ
る
と
い
払
'
そ
の
蓉
兄
の
次
発
を

概
適
し
'
著
者
が
筆
録
し
た
未
だ
公
に
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
契
を

中
心
と
し
て
之
を
契
約
の
種
類
に
従
っ
て
分
類
し
､

一
々
解
語

考
謹
し
､
結
語
に
於
て
唐
宋
時
代
の
奥
の
形
式
に
論
及
し
て
ゐ

る
｡本
論
文
は
那
波
先
生
｢
正
史
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
大
唐
天
資

時
代
の
戸
数
と
口
数
と
の
関
係
に
就
き
て
｣
(順
軍

票

重

)
I

｢
唐
抄
本
唐
令
の

表

文
｣
(詰

責

r
A
.
二
)
等
と
と
も
に
支

那
法
制
赦
倉
経
済
史
の
研
究
に
寄
輿
す
る
所
甚
だ
大
き
い
｡
郵

波
先
生
も
亦
多
数
の
実
を
輩
寛
せ
ら
れ
､
そ
の
う
ち
､
本
論
文

三
九
-

四

〇
貢
掲
載
の
も
の
は
｢
唐
抄
本
唐
令
の
1
遺
文
｣
(
四
)

七
六
-
八
頁
に
引
用
し
て
ゐ
る
O
互
に
出
入
が
あ
り
参
照
す
べ

き
で
あ
る
｡

｢
日
清
購
和
の
序
曲
｣

清
朝
政
府
が
購
和
の
金
棒
を
賦
興
し

た
大
使
と
し
て
李
鴻
章
を
派
遣
す
る
収
至
る
ま
で
の
日
清
交
渉

の
経
過
を
詮
述
し
た
も
の
で
あ
る
｡
明
治
二
十
七
年
十
月
李
摘

草
が
購
和
の
襲
端
を
賢
兄
す
る
に
焦
慮
し
て
天
津
海
関
我
務
司

凋
人
デ
ッ
ト
リ
ン
グ
を
日
本
に
派
し
た
が
､
そ
の
後
構
図
に
於

て
は
米
国
公
使
デ
､ン
ビ
イ
の
調
停
進
捗
に
よ
っ
て
方
針
を
轡

へ

デ
ヅ
卜
-
ン
グ
を
召
還
す
る
に
至
-
し
鋲
末
､デ
ン
ビ
イ
の
斡
旋

に
よ
っ
て
鹿
島
を
以
て
合
議
の
地
と
な
し
､
明
治
二
十
八
年

一

月
清
朝
政
府
は
張
蔭
桓
'
郡
友
渡
を
全
株
委
員
に
任
じ
て
派
遣

し
､
焼
鳥
に
放
て
伊
藤
'
陸
奥
等
と
倉
見
し
た
け
れ
ど
も
､
我

方
は
張
､
郡
は
梼
和
締
結
の
全
株
を
賦
輿
せ
ら
れ
て
居
ら
ず
､

且
彼
等
が
清
図
弟

1
流
の
人
物
に
非
ら
ざ
る
に
不
満
を
抱
い
て

合
議
梢
縛
を
印
紹
し
､
あ
ら
た
め
て
正
常
笥
格
あ
る
名
望
甘
欝

あ
る
者
の
任
命
を
要
求
し
て
之
を
放
逐
し
た
旗
末
を
叙
べ
て
ゐ

る
｡
叙
述
や
1

平
面
的
な
感
を
伴
は
ぬ
で
も
な
い
が
､
数
多
い

資
料
を
整
理
論
述
し
た
功
は
倍
と
す
べ
-
'

一
読
吾
人
を
し
て

回
顧
的
な
感
興
を
覚
え
し
め
る
.

｢
新
羅
六
部
考
｣

従
束
新
羅
六
部
の
問
短
に
陶
し
て
は
､
新

羅
王
者
出
現
俸
説
を
考
究
す
る
に
常
っ
て
僅
か
に
論
及
せ
ら
れ

そ
れ
も
軍
に
こ
の
俸
詮
の
部
分
的
な
解
樺
か
ら
極
め
て
容
易
に

且
極
め
て
大
磯
な
推
定
が
下
さ
れ
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が

本
論
文
に
於
て
見
ら
れ
る
著
者
の
悪
魔
は
全
-
趣
を
異
に
し
､

先
づ
六
部
停
詮
の
内
容
を
文
献
的
に
統
括
し
､
俸
詮
を
構
成
維

持
し
た
基
静
的
事
資
を
考
足
し
､
攻
に
こ
の
俸
説
の
内
容
を
逐
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一
分
析
吟
味
し
'
最
後
に
こ
の
侍
説
の
六
郎
に
さ
き
立
つ
歴
史

的
六
部
に
封
す
る
推
定
を
試
み
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
づ

三
国
史
記
よ
-
も
以
前
の
史
料
に
よ
っ
て
詳
細
な
記
事
を
載
せ

て
ゐ
る
三
園
遺
事
を
第

↓
史
料
と
し
て
六
部
俸
詮
の
内
容
を
級

括
整
理
し
た
が
､
之
に
よ
る
と
'
六
人
の
村
長
が
六
つ
の
地
鮎

に
天
降
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
関
川
楊
山
村
､
突
山
高
嘘
村

以
下
の
六
村
が
出
来
､
そ
れ
が
及
梁
'
沙
梁
､
漸
梁
'
本
彼
'

漠
肢
､
習
比
の
六
部
に
改
名
さ
れ
'
各
部
に
は
ま
た
李
､
鄭
'

孫
､
雀
'
糞
､
醇
等
の
姓
が
輿

へ
ら
れ
'
高
麗
太
組
天
福
五
年

に
中
興
以
下
の
六
.部
に
改
名
せ
ら
れ
た
と
い
ひ
'
そ
の
高
麗
末

期
に
於
け
る
比
定
地

(酌
順
脚
的
抑
舘

.封

詣

舘

諸

剛
抄

需

詰
軸
箱
酎髭
諾

摘
す
)
姦

し
て
ゐ
る
.
以
上
(
I
)

六
柑
'
(
二
)
六
村
長
'
(
≡
)六
村
長
の
静
群
降
誕
地
､
(
四
)吹

正
六
部
'
(
五
)
六
姓
'
(
六
)
高
麗
初
期
の
六
部
'
(
七
)高
麗
末

期
の
比
定
地
の
七
傑
項
を
具
備
し
た
の
が
俸
説
六
部
の
完
き
姿

で
あ
り
､
こ
の
七
倹
項
は
全
部
を
両
も
同
時
的
に
認
め
ね
ぼ
な

ら
ぬ
と
し
た
｡
次
に
著
者
は
こ
の
七
項
目
の
う
ち
(
六
)
(七
)
の

二
項
を
'
否
定
し
得
な
い
事
茸
で
疑
払
得
な
い
硯
資
で
あ
る
と

考
へ
て
､
之
を
以
て
こ
の
俸
詮
を
構
成
､
維
持
し
た
基
礎
的
事

賛
で
あ
る
と
見
た
｡
即
ち
六
部
の
改
定
些
尚
麗
初
期
の
天
福
五

年
高
麗
が
新
羅
の
末
王
敬
帽
王
金
棒
に
慶
州
を
食
邑
と
し
て
輿

へ
た
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
'
こ
の
六
部
は
高
麗
中
期
に
は
す

で
に
公
の
通
用
名
で
な
-
牛
ば
死
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

立
詮
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
'
し
か
も
そ
の
六
部
の
置
別
と
同
時

に
そ
の
国
結
と
は
何
ら
か
の
形
に
於
て
'
何
者
か
に
よ
.つ
て
保

持
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
'
遺
事
は
(
七
)
に
見
ゆ
る
東
柑
以
下
の

六
村
が
そ
の
保
持
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
.
更
に
こ

れ
ら
六
相
の
大
腰
の
方
位
と
金
牌
の
範
囲
を
考

へ
る
と
､
こ
れ

は
常
時
の
慶
州
を
中
心
と
す
る
政
治
経
済
的

1
国
と
し
て
の
畢

位
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
が
判
る
｡
右
の
如
き
範
囲
の
諸
部
落
の
結

合
は
高
麗
初
期
以
後
の
こ
と
で
新
羅

一
統
時
代
に
は
沸
ら
ぬ
｡

何
と
な
れ
ば
'
史
記
地
理
志
を
見
れ
ば
新
羅
国
都
と
し
て
の
金

城
(
慶
州
)
は
属
郡
'
属
願
を
も
た
ず
に
孤
立
し
て
屠
り
'
こ
の

事
は
主
都
の
紹
封
的
地
位
を
示
し
､
王
郡
が
孤
立
し
て
政
治
経

済
的
に
事
炊
か
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
る
に

こ
れ
が
新
羅
滅
亡
以
後
地
方
の
一
小
都
市
と
な
っ
て
か
ら
は
か

1
る
雁
封
的
位
置
は
稽
縛
は
で
き
ず
'
史
記
地
理
志
は
慶
州
が

高
麗
中
期
に
は
属
郡
､
慮
螺
を
併
せ
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
が

そ
の
範
囲
は
大
略
六
部
の
そ
れ
に
近
-
､
叉
今
の
慶
州
郡
の
彊

域
と
も
略
々
一
致
す
る
｡
す
な
は
ち
天
福
五
年
の
中
興
部
以
下
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六
部
の
改
名
改
定
は
'
賛
質
的
に
は
こ
の
地
方
に
於
け
る
郡
森

厳
属
を
意
味
す
る
も
の
と
し
か
孝

へ
ら
れ
な
い
｡

そ
し
て
俸
説

の
六
部
は
か
-
て
生
じ
た

7
国
の
結
成
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
観

念
的
表
現
と
解
す
べ
き
で
あ
り
'
そ
の
内
容
と
し
て
は
(
一
)
-

(
五
)
ま
で
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
｡
慶
州
六
部
の
結
成
は
か
く

の
如
-
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
.､
俸
詮
の
内
容
が
す
べ
て
六
部

結
成
後
の
所
産
で
あ
る
か
否
か
は
別
問
題
で
'
新
羅
時
代
何
等

か
の
結
圏
を
表
示
す
る
六
部
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
そ
の
観
念

が
名
残
を
引
い
て
か
1
る
形
を
と
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う

と
考
へ
た
｡

か
-
の
如
き
竣
悪
の
下
に
俸
詮
の
五
保
項
を
逐

一
吟
味
し
た

結
兼
､(
一
)
六
相
は
畢
な
る
便
宜
的
な
命
名
と
し
か
思
は
れ
す
､

(
二
)
六
村
長
に
裁
て
は
未
だ
成
案
を
得
ず
､
(
≡
)六
村
長
静
群

地
は
六
村
名
に
比
す
れ
ぼ
や
1
具
鰻
性
を
も
つ
が
仝
鰭
的
に
肯

定
で
.き
る
配
置
を
示
さ
ぬ
｡
然
し
(四
)
六
部
は

一
統
時
代
王
京

の
置
割
と
存
し
た
こ
と
疑
ふ
べ
-
も
な
-
､
恰
も
六
男
と
言
ふ

が
如
き
観
念
を
以
て
記
さ
れ
て
を
-
､
(
五
)李
氏
以
下
の
六
姓

が
史
記
､
遺
事
等
に
見
え
る
も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
部
分
的
に

は
三
園
時
代
に
ま
で
謝
っ
て
肯
定
で
き
'
こ
れ
ら
沫
字
姓
は
新

羅

一
統
時
代
の
進
行
推
移
と
と
も
に
普
及
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
｡
即
ち
(四
)と
(
五
)と
は
新
羅

一
統
時
代
の
歴
史
事
資
と
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
'
(四
)
と
(
五
)
と
の
縦
の
聯
緒
は
成
り

立
た
ず
､
ま
し
て
(四
)
(
五
)
(
六
)(七
)
の
縦
の
関
連
は
否
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
し
か
ら
ば
こ
の
倦
説
は
全
然
否
定
さ
れ

る
か
と
い
ふ
に
然
ら
す
｡
こ
の
傍
論
の
現
茸
的
基
礎
は
､
高
麗

時
代
に
於
て
あ
ら
ほ
れ
た
慶
州
の
郡
市
経
済
の
組
織
の
撃
化
と

い
ふ
こ
と
に
存
す
る
｡
倦
説
の
六
部
は
か
1

る
饗
化
に
よ
っ
て

出
現
し
た
新
都
憩
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
-
'
そ
の
俸
説
の
形

態
が
六
部
と
い
ふ
が
如
き
特
殊
な
構
成
を
と
っ
た
の
は
過
去
の

即
ち
新
羅
時
代
の
王
京
の
地
理
的
宙
割
の
奮
憤
､

一
種
の
地
線

圃
鰻
を
表
明
す
る
観
念
が
尾
を
ひ
S
て
'
こ
1

に

再
び
現
れ
､

再
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
考
定
し
た
｡

更
に
著
者
は
新
羅
時
代
に
王
京
の
慣
劃
に
似
た
も
の
と
考
へ

ら
れ
る
こ
の
傍
証
の
六
部
よ
-
も
更
に
古
き
硯
資
の
六
部
に
就

て
孝
を
致
し
た
｡
及
梁
部
(
ほ
鮎

)
以
下
の
六
部
を
'
之
に
関

す
る
量
も
古
Y
最
も
確
か
な
史
料
で
あ
る
虞
興
王
四
碑
に
就
て

考
へ
る
に
･
部
名
と
考
へ
ら
れ
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
啄

(
順
軟

諾

敗
は
和
博
S
謂

詣

蛸
S
.Q
翫

慢

謂

)
沙
唆
,
本
凍
あ

り
､

沙
嘆
は
沙
梁
'

本
報
は
本
比
に
あ
た
る
.
他
の
三
部
は
見

え
ぬ
が
､
し
か
し
見
え
な
い
か
ら
と
て
之
を
否
定
は
で
き
ぬ
.

ヽ
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虞
輿
玉
砕
に
見
え
る
三
部
の
中
で
も
味
が
多
-
沙
暁
之
に
次
ぎ

本
雅
は
趣
く
少
い
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
'
部
の
勢
力
灯
甚
し
い

差
違
が
あ
る
か
ら
･
そ
の
勢
力
は
封
立
す
る
が
好
き
も
の
で
は

な
く
･
叉
同
時
的
に
成
立
し
た
も
の
で
も
な
-
､
次
第
に
数
を

冷
し
て
六
の
数
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
｡
叉
日
本

書
紀
(諾

‥
蛸(鵬
P,Ra
)に
途

味
部
'
味
部
の
禁

に
習
部

(那

ち
習
比
部
)
が
見
え
'
部
の
柄
呼
が
少
-
と
も

1
統
時
代
初
期

･
ま
で
は
確
か
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
｡
し
か
ら
ば
こ
の

部
分
け
は
何
の
唇
別
で
あ
る
か
｡
沙
梁
は

一
統
時
代
の
史
料
に

は
地
名
と
し
て
九
州
の
第

一
な
る
侃
州
州
治
の
苗
名
に
'
叉
木

液
は
康
州
嵐
山
郡
新
安
鯨
の
古
名
に
見
出
す
｡
悪
ふ
に
啄
部
=

及
暁
部
(は
ぢ
め

味
部
の
酌
)
こ
そ
本
来
の
慶
州
の
地
毘

定
さ
れ
'
そ

れ
に
沙
啄
部
(餅
凱
い
)
が
加
は
-
･
史
に
本
碓
部
が
加
は
つ
た
｡

慶
州
を
中
心
と
す
る
新
羅
プ
ロ
パ
ー
の
も
の
が
沙
味
を
併
せ
更

に
本
収
を
併
せ
た
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
｡
書
紀
の
記
載
に
よ

っ
て
こ
れ
ら
が
法
興
玉
代
に
併
合
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
謹
せ
ら
れ
'
他
の
三
部
も
ま
た
法
輿
､
虞
輿
玉
代
に
次
々
に

加

へ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

そ
れ
ら
は
'
新
羅
の
領

土
旗
大
の
結
果
､
鳶
主
構
と
そ
の
土
地
と
を
分
離
せ
し
め
て
之

を
本
源
地
慶
州
に
移
置
し
､
し
か
も
新
羅
の
中
英
に
於
け
る
新

貴
族
と
し
て
再
組
織
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
し
た
｡
L
J

の
新
組
織
に
際
し

て六
の
数
が
選
定
さ
れ
た
こ
と
に
は
新
羅
プ

ロ
パ
ー
lに
何
か
六
の
観
念
を
呼
び
起
す
硯
貧
の
要
素
が
あ
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
ひ
､
こ
の
鮎
は
将
来
の
研
究
に
期
し

て
ゐ
る
｡

●
所
論
甚
だ
犀
利
で
あ
-
示
唆
に
富
ん
だ

1
籍
で
あ
る
.
し
か

し
な
が
ら
六
部
の
問
鞄
は
全
-
解
決
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
S
｡
著

者
も
認
め
て
ゐ
る
如
-

本
論
文
に
於
て
取
扱
っ
た

六
部
は
捷

興
'
虞
興
玉
代
の
そ
れ
に
留
っ
て
ゐ
る
の
で
'
常
時
こ
の
新
組

織
に
六
の
数
が
選
ば
れ
た
の
は
'
新
羅
プ
ロ
パ
ー
に
何
か
六
の

観
念
を
呼
び
起
す
規
資
の
要
素
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
､

こ
の
疑
問
に
封
す
る
肯
定
的
事
箕
が
奉
げ
ら
れ
た
時
､
は
じ
め

て
か
の
氏
族
社
食
に
於
け
る
部
族
同
開
山Lと
し
七
新
羅
の
六
部
は

説
明
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
と
て
之
に
関
す
る
追
究
を
本
論
文
の

府
税
の

7
つ
と
し
て
裸
的
し
て
ゐ
る
｡
さ
き
に
今
西
博
士
は
.

新
羅
王
家
の
出
自
を
考
究
す
る
に
常
少
､
高
櫨
部
即
後
の
沙
東

部
の
長
の
家
が
六
部
の
上
に
立
っ
て
所
謂
朴
王
家
を
起
し
た
も

の
で
あ
る
と
し
た
(抑
羅
雛
)
｡

及
梁
部
を
新
羅
プ
ロ
パ
ー
と
L
t

沙
契
部
を
新
し
き
梁
部
と
解
す
る
著
者
の
考
定
と
は
抵
偶
す
る

こ
と

7
見
明
ち
か
で
あ
る
.
著
者
の
期
し
て
ゐ
る
縛
稿
に
は
開
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固
説
話
と
の
開
聯
に
於
て
､
之
に
関
す
る
先
拳
の
所
詮
を
如
何

に
取
扱
ふ
か
ゞ
期
待
さ
れ
る
｡

(外
山
軍
治
)
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