
''･ク
が

′

･､亮
′
ボ

ヨ

ウ

王

国

の

成

立

と

性

格

田

村

▲

賓

道

p
‡

.一.I---,I･l■

.

東
ア
ジ
ア
の
層
史
を
概
碗
す
る
と
き
tl
モ
き

り

.ア
を
中
心
と
す
る
北
ア
ジ
ア
臥
界
に
は
'
古
来
二
つ
の
国
家
類
型
が
み
ら
れ
る
｡

1..6
は
逝
牧
園
家
型
と
他

II･p-+･

.

･J

は
征
服
王
朝
型
と
で
あ
る
.

,

本
論
文
で
は
征
服
王
朝
型
の
租
型
と
し
て
,
セ
y
ビ
族
の
ボ
ヨ
ウ
氏
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
諸
王
国

(2
88
卜
4tq)
を
と
り
あ
げ
,
と
れ
ら
王
国
の
形
成
と
碑

家
的
性
格
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
｡

ボ
ヨ
ウ
王
国
の
成
立
過
程
に
お
い
て
は
'
前
燕
図
を
中
心
に
'
そ
の
後
に
つ
i.
い
た
同
族
の
桂
瀬

･
西
燕

･
帝
燕
の
諸
王
国
の
政
治
的
推
移
を
考
記
し
た
.

つ
ぎ
に
こ

の
王
国
の
性
格
に
つ
い
て
は
､
主
と
し
て
前
燕
王
国
を
パ
タ
ー
Iy
と
し
て
考
察
し
た
.
す
な
わ
ち
へ
前
蕪
園
が
壌
東

･
遼
西
地
方

(
南
満
洲

･
熱
河

地
方
)
に
占
蟻
し
て
い
た
時
代
は
'
牢
牧
牛
農
の
部
族
国
家
で
あ
っ
た
こ

と
'
そ
の
後
北
シ
ナ
に
移
っ
た
燕
圃
時
代
は
準
漢
族
国
家
と
し
て
､
国
家
の
基
底
を
農

業
に
お
き
か
え
る
に
至
っ
た
こ
と
を
輸
じ
た
.
こ
の
よ
う
な
国
家
的
性
格
の
襲
化
は
'中
国
人
お
よ
び
そ
の
融
合
や
文
化
と
密
接
な
潮
嶺
が
あ
る
事
を
強
訴
し
た
O

｢ 1-

91

月

次

7
.
北
方
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
国
家
類
型

ニ
'
セ
y
ピ
遊
牧
国
家
の
形
成
と
分
裂

三
､
ボ
ヨ
ウ
王
国
成
立
の
過
程

四
'
ボ
ヨ
ウ
王
韓
の
性
格

五
'
む

す

び
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1
.
北
方
ア
ジ
ア
世
界
に
あ
け
る
国
家
類
型

ヽ

,
わ
れ
わ
れ
が
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
通
観
す
る
と
き
'
北
方
ア
ジ
ア
に
溶
け
る
歴
史
的
襲
展
の
過
程
に
二
つ
の
国
家
類
型
が
あ
右
こ
Jと
を
認
め
る
で
あ

ろ
う
｡

1
つ
は
遊
牧
国
家
型
と
､
い
ま

一
つ
は
征
服
王
朝
型
と
で
あ
る
.

遊
牧
国
家
型
と
は
'
キ
ヨ
サ
ド
族
や
ト
ル
コ
族
あ
る
い
は
ウ
イ
グ
ル
族
な
ど
に
み
る
よ
う
に
'
始
終
モ
ソ
ゴ
サ
ア
を
活
動
舞
墓
と
し
売
も
の
や
.

か
れ
ら
は
イ
ラ
ン
系

･
亨
ン
ゴ
ル
系

･
ト
ル
n
系
の
い
ず
れ
を
と
わ
ず
'
そ
の
国
力
畿
展
の
経
済
的
基
底
を
､
牧
畜
の
ほ
か
に
必
ず
ト
ル
キ
ス
タ
ン

の
西
域
諸
国
を
征
服
し
て
'
東
西
交
通
路
の
濁
占
に
よ
る
陸
上
貿
易
の
利
得
に
海
-
の
が
定
石
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
型
に
展
す
る
も
の
は
ヽ

申
開
に
封
し
て
も

一
時
的
に
侵
入
し
て
人
畜
を
掠
奪
す
る
こ
と
は
あ
る
が
'
か
れ
ら
の
仝
部
族
を
あ
げ
て
中
国
本
土
に
移
住
す
る
こ
と
は
な
か
っ

/

た
.
も
っ
と
も
､
こ
の
よ
う
紅
定
義
め
い
た
こ
と
を
い
う
と
､
チ
ン
ギ
ス
･
カ
ー
ン
の
屯
ソ
ゴ
ル
族
を
反
静
と
す
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
七

か
し
は
じ
め
太
組
太
宗
の
時
代
モ
ン
ゴ
ル
族
が
中
国
に
臨
ん
だ
の
は
'
常
時
か
れ
ら
d
世
界
征
服
の
順
序
か
ら
盾
れ
ば
最
後
の
段
階
で
あ
る
.
か
れ

ら
捻
'
そ
の
遊
牧
国
家
の
国
力
襲
展
の
基
底
宅

牧
畜
か
ら
農
耕
に
求
め
た
必
然
の
麻
緒
と
し
て
'
中
国
に
進
駐
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
.
そ

れ
ゆ
え
'
か
れ
ら
が
中
歯
に
の
ぞ
む
態
度
敬
み
て
も
､
中
開
を
牧
場
化
し
ょ
う
と
し
喪
具

あ
る
S
は
北
方
の
遊
牧
的
封
建
制
を
そ
の
ま
ま
探
少
入

れ
て
'
漢
族
を
支
配
し
ょ
う
と
し
た
-
'
仝
ぐ
遊
牧
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
フ
ビ
ラ
イ
･
カ
ー
ン
が
元
朝
を
建
て
る
と
､
本
格
的
に
中

国
に
君
臨
し
中
国
風
の
統
治
策
を
と
つ
た
が
'
こ

の
王
朝
は
B'
ン
ゴ
ル
族
の
鹿
場
か
ら
い
え
ば
'
む
し
を
中
国
化
し
な
カ
ー
ン
囲
'
す
な
わ
ち
フ
ビ

ラ
イ
･
カ
ー
ン
閲
と
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
フ
ビ
ラ
イ
が
弟
の
ア
サ
ブ
カ
に
封
抗
し
て
長
城
地
帯
お
よ
び
北
部
申
固
地
帯
に
帝
位
に
即
い
て
湖
東
'

か
れ
は
も
は
や
賞
の
小
み
で
は
純
正
モ
ン
ゴ
.ル
帝
閲
の
復
権
者
と
は
み
な
き
れ
な
か
っ
た
｡
元
朝
は
こ
の
時
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
族
と
漢
族
と
の
合
作
に

成
る
牧
農
隣
家
と
し
て
硬
足
し
｢､
や
が
て
北
京
に
葡
す
る
と
'
そ
の
囲
力
畿
展
の
基
底
を
農
耕
に
潜
-
国
家
'
い
わ
ゆ
局
中
圃
硬
服
王
朝
に
嚢
質
し

て
い
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
'3

2､r
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第
二
の
征
服
王
新
型
と
も
JS
う
べ
き
も
の
は
'
塵
史
上
の
事
例
か
ら
み
れ
ば
'
い
ま
い
つ
き
北
朝
の
性
か
に
ポ
ヨ
ウ
王
国
'
北
魂
'
遮
.
金
'
清

な
ど
の
諸
王
朝
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
う
ち
元
朝
を
の
ぞ
け
ば
'
何
れ
も
輿
安
嶺
束
方
の
シ
ラ
･
ム
レ
ン
流
域
や
橡
花
江
流
域
'
遮
河
流
域
に
興
起

し
た
部
族
を
主
鰻
と
し
て
い
る
｡
か
れ
ら
は
屯
ン
ゴ
ル
系
に
し
て
も
1
ツ
ン
グ
ー
ス
系
に
し
て
も
部
内
を

一
統
す
る
と
'･
満
州
中
部
と
か
熱
河
地
方

･･.

あ
る
い
は
長
城
地
帯
を
根
接
と
し
で
､
漠
族
そ
の
他
の
農
耕
定
住
民
を
集
圃
的
に
領
内
に
移
し
､
こ
こ
に
ま
ず
牧
農
的
国
家
を
形
成
す
る
｡
そ
し
て
＼

か
れ
ら
は
､
こ
れ
ら
農
耕
民
の
生
産
力
に
よ
っ
て
閲
カ
を
増
強
し
､
や
が
て
そ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
'宣

囲
本
土
に
移
-
住
み
､
速
に
国
数
の
重

心
を
こ
こ
に
す
え
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
て
そ
の
多
-
は
中
国
に
入
-
こ

ん
だ
後
'
時
の
経
過
と
と
も
に
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
漢
族
か
ら
塵

倒
さ
れ
'
民
族
そ
の
も
の
の
滅
亡
増
え
も
招
来
す
る
の
が
常
例
で
あ
る
｡
そ
れ
は
か
れ
ら
が
尚
力
畿
展
の
基
底
を
農
耕
に
求
め
へ
ノ遊
牧
的
ま
た
は
牧

.I

農
的
国
家
か
ら
農
業
国
家
に
襲
質
し
た
結
果
に
腔
か
な
ら
な
い
｡

書

､

と
こ
ろ
が
問
題
は
ま
だ
の
こ
る
.
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
北
方
民
族
側
の
み
に
耳
っ
て
征
服
王
朝
を
考
察
し
た
が
､
つ
ぎ
に
立
場
を
か
え
て
.
こ

れ
ら
北
族
征
服
者
を
受
け
入
れ
た
中
国
社
食
倒
に
つ
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
よ
-
具
髄
的
に
.い
え
ば
'-
中
国
社
倉
の
ど
の
階
級
の
も
の
が
征

服
者
を
迎
え
入
れ
'
こ
れ
と
合
作
し
て
征
服
王
朝
的
権
力
を
作
り
上
げ
な
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
.
こ
の
鮎
に
つ
い
て
の
詳
し
い
論
述
は
別
の
横

合
に
ゆ
す
る
こ
と
に
し
て
､
こ
こ
で
は
た
だ
結
論
的
に
つ
ぎ
の
こ
と
だ
け
を
S
つ
て
お
こ
う
｡
北
魂
に
⊥
て
も
'
遼
'
金
t
lR
.
清
に
し
て
も
､
､
こ
れ

ら
の
諸
王
朝
を
迎
え
入
れ
'
こ
れ
ら
と
綜
托
し
て
新
た
な
権
力
を
構
成
し
た
も
の
は
常
時
に
お
け
る
下
か
ら
の
魔
力
に
抗
し
か
ね
た
官
僚
お
よ
び
豪

族
郷
紳
と
し
て
の
地
主
階
級
で
あ
っ
た
｡
こ
の
鮎
征
服
王
朝
は
'各
王
朝
末
期
の
農
民

一
按
的
戟
乱
と
は
査
-
封
立
す
る
関
係
に
立
･O
も
の
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
こ
の
鮎
に
は
,
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
こ
と
に
し
て
,
た
だ
ボ
､ヨ
ウ
重
囲
の
成
且
過
程
を
考
慮
し
っ
つ
,
古
代
北
方
民
族
6
う
ち
,言

わ

7ヽ

ゆ
る
征
服
王
朝
型
に
展
す
る
最
新
の
も
の
で
あ
る
rU
と
を
指
摘
す
る
に
と
ぜ
め
た
:,･5
0
､

●

二

セ
ン
ビ
遊
牧
国
家
の
形
成
と
分
裂

3
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キ
.nT
サ
ド

(旬
奴
族
)
が
奇
y
ゴ
p
ア
に
勢
を
誇
っ
た
期
間
些

一首
五
十
年
あ
ま
-
に
も
な
る
が
'
や
が
て
南
北
の
二
集
圏
に
分
裂
し
て
衰
亡
し

た
後
'
こ
れ
に
代
っ
て
qJ
y
ゴ
リ
ア
を
征
服
し
た
の
は
セ
ン
ビ
族
で
あ
っ
た
｡

セ
ソ
ビ
族
は
屯
y
ゴ
ル
系
の
一
部
族
で
'
史
記
や
漢
書
の
東
胡
民
族
転
廃
し
'
東
胡
の
後
と
い
わ
れ
る
サ
ガ
ン

(烏
丸
)
と
と
も
に
'
束
モ
ソ
ゴ

･サ
ア
の
シ
ラ
｡
ム
レ
ン
流
域
か
ら
興
っ
た
部
族
で
あ
る
｡
は
じ
め
後
漢
の
和
帝
の
こ
ろ

(九

一
年
ご
ろ
)
北
キ
計
サ
ド
が
漢
の
遠
征
軍
に
追
わ
れ
て

西
方
の
イ
>
河
流
域
に
逃
げ
去
っ
た
後
'
セ
ン
ビ
族
は
キ
ン
ゴ
?
ア
1
帝
に
掠
っ
て
遊
牧
し
た
聖

し
か
し
常
時
な
お
か
れ
ら
に
は
仝
部
族
を
統
合

す
る
中
心
勢
力
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
二
世
紀
中
ご
ろ
ダ
y
セ
キ
カ
イ

(短
石
塊
)
と
い
う
英
雄
が
出
る
と
'
査
セ
ソ
ビ
部
族
を
統

一
し
'
さ
ら
に
か
れ
は
領
土
を
ひ
ろ
げ
て
キ
ヨ
サ
ド
の
仝
故
地
を
勢
力
下
に
収
め
R
.
後
漢
で
は
大
い
に
お
そ
れ
'
か
つ
て
サ
ガ
ン
族
や
南
キ
ヨ
サ

ド
族
に
も
ち
tS
た
よ
う
な
懐
柔
手
段
を
も
ち
い
虎
が
'
と
う
て
S
北
方
か
ら
の
塵
カ
を
防
ぐ
こ

と
は
で
き
な
心
っ
た
.

ダ
ン
セ
キ
カ
イ
は
そ
の
虞
大
な
領
域
を
統
治
す
る
方
式
と
し
て
'
領
内
を
束
部

･
中
部

･
西
部
の
三
大
部
に
分
か
ち
'
そ
こ
に
お
の
お
の
大
人
を

あ
き
'
自
ら
捻
そ
の
上
位
に
あ
っ
て
諸
部
大
人
を
統
帥
し
て
い
る
｡
王
沈

(観
音
)
に
ょ
る
と
'
束
部
は
右
北
卒

(熟
河
省
平
泉
附
近
)

か
ら
遮
束

(遼
陽
)
.ま
で
の
二
十
飴
畠
に
し
て
'
禰
加

･
闘
棟

･
素
利

･
視
頭
の
四
大
人
が
統
べ
'
中
部
は
右
北
卒
以
西
'
上
谷

(壊
衆
)
ま
で
の
十
飴
亀
に

し
て
'
村
最

･
閉
居

･
慕
容
の
三
大
人
が
統
率
し
､
ま
た
西
部
は
'
土

谷
よ
り
教
壇
お
よ
び
西
北
の
烏
孫
に
接
す
る
ま
で
の
二
十
飯
島
に
し
て
†
置

鞍

･蕗
藤

･
日
律

･
推
演

･
宴
参
薄
ら
五
大
人
に
ょ
つ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
.
そ
し
て
白
か
ら
は
つ
そ
の
容
儀
を
常
時
の
馬
島
部
管
内
'
高
柳

(防

商
の
西
北
)
の
北
方
三
百
飴
里
､
弾
汗
山

(張
北
願
附
近
?
･)
に
あ
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
.

し
て
み
る
と
.
ヤ
ン
ビ
帝
国
の
主
髄
を
な
す
セ
ン
ビ
部
捻
'
県
南
に
あ
っ
て
多
-
の
部
族
に
分
か
れ
'
そ
れ
ぞ
れ
選
牽
制
に
よ
む
大
人
を
有
L
で

あ
り

､･
ダ
ン
セ
キ
カ
イ
は
か
よ
う
な
多
数
の
部
族
集
圏
を
'

1
つ
の
統
制
あ
る
組
織
鰻
に
ま
で
作
カ
あ
げ
て
'

一
慮
遊
牧
国
家
の
形
成
に
成
功
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
垂
帝
の
光
和
年
間

-
通
鑑
は
光
和
四
年

二

八

一
)
と
い
う

～
ダ
ソ
セ
キ
功
イ
が
四
十
五
才
で
死
ぬ
と
.
そ
の
子
孫
が
相
つ
い
で
首
長

T 4
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と
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
セ
ソ
ビ
族
も
､
こ
の
こ
ろ
か
ら
固
有
の
選
挙
制
は
-
つ
が
え
き
れ
て
､
大
人

(部
族
長
)
の
位
は
世
襲
制
に
な
っ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
が
'
し
か
し
ダ
ソ
セ
キ
カ
イ
の
子
孫
に
は
'
し
っ
か
-
し
た
人
物
が
出
な
か
･つ
た
允
め
'
部
衆
は
し
だ
い
に
離
れ
去
歩
'
や
が
て
中

部
セ
ン
ど
の
中
か
ら
出
た
カ
ビ
ノ
ウ

南

比
能
)
と
い
う

一
大
人
に
ょ
つ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ケ
た
Q,
こ
の
人
は
魂
志
本
俸
に
ょ
る
と
,
セ
y

ビ
族
中
の
顔
小
部
族
か
ら
出
た
が
､
も
ち
ま
え
の
勇
健
さ
と
公
平
な
裁
決
カ
に
よ
-
衆
望
敢
え
て
部
長
と
な
つ
な
の
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
の
部
は
長

城
に
近
か
つ
夜
た
め
'
後
漢
末
の
中
国
本
部
の
内
乱
を
避
け
て
投
降
し
て
ぐ
る
中
歯
人
が
多
-
.
か
れ
は
こ
れ
ら
の
人
人
か
ら
新
式
の
兵
器
や
鐙
楯

な
ど
の
武
具
琴
の
製
法
'･･あ
る
い
は
用
兵
戦
術
を
教
え
ら
れ
､
ま
だ
漠
文
字
を
も
畢
ん
で
い
,鷲

も
つ
と
戊
カ
ビ
ノ
ウ
は
ダ
ン
セ
キ
カ
イ
に
代
わ
つ

A
Jと
い
っ
て
も
'
そ
の
勢
力
の
及
ぶ
,JJ
こ
ろ
は
'
中
部
セ
ン
ビ
に
限
ら
れ
て
.い
た
よ
う
で
､
ダ
ン
セ
軒
カ
イ
の
子
孫
披
,
い
ぜ
ん
東
部
に
勢
力
を
有

し
て
い
た
の
で
､
自
然
こ
れ
ら
と
桔
抗
す
る
形
勢
に
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
魂
の
青
龍
三
年

(二
三
五
)
､に
カ
セ
ノ
ウ
は
幽
州
刺
史
の
富
雄
に
殺
さ
れ

ー
夜
た
め
.
セ
ン
ど
の
瓢
族
国
家
は
忽
ち
幾
つ
か
の
部
族
集
圏
に
分
散
し
て
し
ま
っ
た
｡

三

ボ
ヨ
ウ
王
国
成
立
の
過
程

ダ

ソ
セ
キ
カ
イ
'
カ
ビ
ノ
ウ
の
の
ち
'
分
裂
し
た
セ
ソ
ビ
族
の
う
ち
か
ら
'
や
が
て
三
世
紀
の
年
ぽ
す
軒
に
な
る
と
'
し
だ
い
に
勢
力
を
振
い
は

ー

①

じ
め
た
三
四
の
部
族
が
あ
っ
夜
O
か

な
わ
ち
.
大
凌
河
下
流
域
小
童
の
貴
腐

･
錦
願
方
面
に
あ
た
声
昌
袈
郡
を
根
接
と
す
る
が
ヨ
ウ

(恭
啓
)
部
O

シ
ラ
-･
ム
レ
ン
流
域

八達
東
部
の
基
外
)
に
よ
る
字
文
部
｡

社
の
南
方
遼
西
都
の
地
に
よ
る
段
部
.

怒

れ
ら
の
西
方
'
チ
ャ
･.(
ル
南
部
よ
-
蹄

北
城

･
盛
襲

(
ホ
ワ
ン
ゲ
ル
附
近
)
方
面
に
わ
た
る
タ
ク
.バ
ツ

(拓
験
)
部
な
ど
で
あ
る
.･
な
か
で
も
ポ
ヨ
ウ
部
と
タ
ク
バ
ツ
部
と
が
'
そ
の
後
長

I
--I

-
漢
民
族
と
深
い
交
渉
を
有
し
た
た
め
'
中
国
史
の
上
で
も
有
名
で
あ
る
｡

さ
て
､
ポ
ヨ
ウ
部
を
塵
史
的
部
族
に
ま
で
高
め
た
の
は
ヾ
ボ
ヨ
ウ
･
カ
イ

(慕
容
庫
)
と
い
午
人
で
あ
る
｡
晋
書
雀

1
〇
八
載
記
八
に
み
え
る
庵

に
よ
る
と
'
骨
組
の
莫
護
政
と
い
う
も
の
が
'
魂
の
は
じ
め

(
三
世
紀
初
め
)
部
民
を
率
い
て
遮
酉
に
水
位
L
t
魂
軍
の
公
孫
氏

(
マ
y
シ
ャ
)
め

5
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ノ

②

討
伐
に
し
た
が
っ
て
戦
功
を
充
て
'
は
じ
め
て
林
城
の
北
に
お
ち
つ
く
こ
と
を
え
允
6

そ
の
手
本
姓
'
森

の
渉
好

(
カ
イ
の
父
)
は
､
ひ
き
つ
づ
き

辞

セ
ン
ビ
ゼ
ン
ウ

柳
城

(朝
陽
)
の
守
備
に
任
じ
,
そ
の
功
に
よ
り
鮮

卑

草

子

に
封
せ

ら
れ
て
5
6

.

な
お
渉
蹄
の
と
き
'
い
か
な
る
理
由
か
ら
か
判
ら
な
い
が

!

碍
家
昇
氏
は
字
文
部
の
塵
迫
を
さ
け
た
も
の
と
S
う
(慕
容
氏
建
国
始
末
'
璃
冥
三
ノ
〓

)-

遼
束
方
面
に
地
盤
を
移
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
や
が

⑧

④

て
ヵ
ィ
が
都
民
に
迎
え
ら
れ
て
立
つ

と
香

の
武
帝
､
太
庚
五
年
'
二
八
五
)
ま
ず
常
時
中
部

マ
ン
シ
ウ
に
囲
し
な
扶
飴
図
を
攻
撃

L
t
つ
い
で
南

.
方
の
晋
観
に
向
つ
て
は
'
と
き
に
遼
西
地
区
に
入
窺
し
､
と
き
に
使
節
を
返
っ
て
根
尾
す
る
な
ど
'
偉
略
と
和
平
の
両
手
段
乾
巧
み
に
使
い
分
け
な

で

が
ら
､
部
内
の
充
賞
を
は
か
つ
て
い
る
｡
他
方
か
れ
は
段
部
と
も
碑
を
通
じ
て
親
著
を
は
か
り
'
や
が
て
二
八
九
年

(太
康
十
年
)
に
は
遼
東
か
ら

⑤

徒
河
の
青
山

に

移
っ
た
｡
さ
ら
に
二
九
四
年

(元
廉
四
年
)
に
は
林
城
に
居
を
か
え
た
が
'
こ

こ
で
は
部
民
に
農
桑
を
教
え
た
り
し
て
定
住
的
督
み

を
な
し
'
中
原
の
並阜
工
朝
に
な
ら
つ
て
国
家
の
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
｡
以
上
に
よ
/っ
て
み
る
と
'
ボ
ヨ
ウ
部
些

二
世
紀
前
年
ご
ろ

遼
西
に
入
り
二

且
朝
陽
附
近
に
い
た
が
､
や
が
て
遼
陽
の
北
方
に
移
り
へ
ボ
ヨ
ウ
･
カ
イ
の
時
青
山

(義
願
)
_
に
壕
久

ね

ら
に
四
康
び
移
っ
て

磯
城

(錦
願
北
方
)
に
居
を
定
め
た
こ
と
と
な
る
｡
あ
れ
ら
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
牧
畜
と
と
も
に
農
耕
を
も
営
み

-
農
耕
は
か
れ
ら
本
族
と
い
ケ
よ

-
も
'
主
と
し
て
考
の
領
内
に
吸
収
し
た
農
耕
民
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

-
ま
ね
統
治
の
面
に
あ
い
て
旦

や
や
尚
家
ら
し
Jい
経
･

/

.皆
を
行
い
始
め
允
よ
う
で
あ
る
o

た
ま
た
隻

二
〇
六
年

(永
嘉
初
年
)
遮
寛
郡
太
守

(潅
木
)
が
私
怨
に
よ
っ
て
東
夷
校
尉
を
殺
害
し
た
こ
と
に
鵡
計
襲
し
て
'
周
連
の
一
部
セ
h･･

ど
が
背
教
し
た
i
r

園
内
の
兵
乱
に
な
や
む
晋
朝
と
し
て
誓

手
の
旺
ど
こ
し
ょ
う
も
な
い
ま
ま
に
'

爾
三
年
も
放
置
し
て
小
た
｡

そ
こ
で
ガ
イ

は
'
勤
王
を
名
と
し
て
遼
東
に
出
兵
し
'
薮
乱
の
セ
ン
ビ
部
を
鎮
め
て
遮
東
を
復
L
t
部
民
を
領
内
に
移
し
た
｡
こ
の
た
め
遼
東
に
は
t.
や
は
り
遼

東
太
守
や
東
夷
校
尉
や
中
州
刺
史
な
ぜ
の
晋
朝
の
官
吏
が
い
た
が
､
も
は
や
昔
日
の
威
樺
は
な
-
､
遼
東
郡
内
に
溶
け
る
ボ
ヨ
ウ
氏
の
勢
力
は
二

し

段
と
伸
張
し
た
.
ノ

か
よ
う
な
勤
王
に
名
を
か
つ
て
出
兵
し
た
33
.
ま
た
晋
朝
の
た
め
に
遼
東
郡
を
復
興
し
た
-
な
ど
す
る
､
い
わ
ゆ
る
大
義
名
分
的

行
盛
は
､
カ
イ
の
子
カ
ソ

(静
)
の
方
寸
か
ら
出
女
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
カ
γ
は
つ
ね
づ
ね
父
を
説
い
て
'
中
歯
の
天
子
を
尊
び
'
湊
人
た
ち
の

6_-
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心
を
う
る
こ
と
が
大
業
を
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
｡
こ
の
た
め
カ
イ
は
､
晋
未
申
囲
内
地
の
際
乱
を
さ
け
て
爽
投
す
る
流
亡
の

漢
人
を
収
容
し
て
'
郡
願
を
建
遷
し
た

21.
あ
る
い
は
か
れ
ら
､を
政
治
の
顧
問
と
し
た
-
,
ま
空

門
子
弟
に
畢
間
を
撃
ば
し
め
た
り
'
あ
る
小
味

⑥

謀
主
と
し
た
り
な
ど
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
か
ら
み
て
も
へ
常
時
遼
西
遮
束
地
方
に
お
け
る
求
ヨ
ウ
部
の
勢
威
は
'
も
は
や
動
か
し
難
い
も
の
と
な
っ

～

て
小
満
こ
と
､
そ
し
て
n
ウ
の
志
が
凡
庸
で
な
か
っ
た
こ
と
'
宣

た
か
れ
及
び
そ
の
一
族
支
配
者
た
ち
が
'
漢
人
漢
文
化
に
封
し
て
深
い
理
解
力
を

も
っ
て
S
夜
こ
と
つ
な
ど
が
ケ
か
が
わ
れ
る
｡

そ
の
う
ち
に
遼
東

1
郡
が
'
完
全
に
カ
イ
の
手
中
に
入
る
横
合
が
到
束
し
た
.
そ
れ
は
層
晋
が
滅
ん
で
1
正

南
に
東
晋
が
再
興
す
る
と
ハ
モ
の
騒

ぎ
に
乗
じ
て
､
束
英
校
尉
の
礎
盤
が
'
カ
イ
の
威
盟
を
ね
た
ん
で
｣-
自
ら
遼
東

･
遼
西
の
領
有
を
企
て
'
三

一
九
年

(太
興
二
年
〓
向
旬
麓

･
宇
文

部

･
段
部
の
三
者
を
誘
う
て
ボ
ヨ
ウ
部
を
攻
撃
し
て
き
た
こ
と
〈で
あ
る
｡

し
か
し
雀
旗
は
か
え
っ
て
敗
北
し
二
鳥
旬
麗
に
亡
命
し
た
.
以
来
ボ
ヨ
背f!

部
望
向
旬
欝
と
直
接
国
境
を
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
三
三
三
年
カ
イ
は
卒
し
た
が
'
･後
に
ボ
ヨ
ウ
部
に
よ
っ
て
興
さ
れ
た
大
寒
固
め
基
礎
は
'
主

と
し
て
カ
イ
の
一
代
に
築
か
れ
た
と
5'っ
て
よ
か
ろ
う
.

.

カ
イ
の
後
を
う
け
て
ボ
ヨ
ウ
部
長
に
な
っ
た
の
は
'
第
三
千
の
n
ウ

(獣
)
で
あ
っ
た
.
､か
れ
は
雄
略
な
素
質
を
具
え
へ
カ
イ
の
在
世
中
か
ら
諸

方
計
征
伐
し
.
多
-
の
軍
功
里

号

て
い
る
｡
ま
た
か
れ
･は
軽
挙
を
尊
び
'
天
文
に
も
通
じ
る
文
化
的
素
養
を
具
え
て
い
た
と
い
､わ
れ
る
が
tI
こ
れ

は
カ
イ
に
よ
っ
て
拳
用
さ
れ
た
中
国
の
人
材
の
教
導
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

′

＼

llr

と
こ
ろ
が
n
ウ
が
位
を
つ
ぐ
と
､
雷
初
そ
の
兄
弟
た
ち
と
の
間
に
寧
S
が
起
つ
夜
｡
す
な
わ
ち
庶
兄
の
静
'
弟
の
仁
､
取
ら
と
不
和
に
な
具

1

∫

時
部
内
は
動
揺
し
た
｡
中
で
も
多
年
遼
束
の
経
営
に
従
事
し
た
仁
は
､
こ
の
地
に
よ
っ
て
n
ウ
紅
封
抗
し
た
.
と
れ
に
乗
じ
て
近
隣
の
字
文
部
潜
よ

び
段
部
ら
の
セ
ン
ビ
諸
部
は
'

し
き
カ
に
義
願
や
朝
陽
な
ど
の
要
地
を
倭
し
た
が
'

n
ウ
は
よ
く
こ
の
危
横
を
労
り
掛
け
へ

か
え
っ
て
三
三
四
年

(成
和
九
年
)
に
は
'
み
ず
か
ら
遼
束
を
征
し
て
嚢
卒

(遼
陽
)
を
確
保
し
'
こ
の
地
の
豪
際
を
耕
城
に
徒
し
て
'
和
陽
.
′武
次
'
西
楽
の
三
顧
を

新
設
し
て
S
る
｡
こ
れ
に
勢
を
え
た
か
れ
捻
.
海
路
に
よ
っ
て
南
部
遼
束
に
入
力
､
卒
郭

(蓋
卒
附
近
)
に
あ
る
仁
の
本
壕
を
急
襲
し
て
F
仁
を
輔

7
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殺
し
な
.
遼
東
の
舞
乱
が
鎮
定
し
考
の
ば
､
嚢
拾
遺
鑑
奄
九
五
に
よ
る
と
三
主
六
年

(成
康
二
年
)
正
且
で
あ
る
か
ら
'
仁
の
救
乱
は
足
か
け
四
年

に
及
ん
で
い
る
.
そ
こ
で
,

ヲ
ウ
は
'
部
下
た
す
の
す
す
め
敬
う
け
､
そ
の
翌
年
王
位
に
即
き
'
燕
王
と
稀
し
た
が
'
束
晋
か
駐
正
式
に
認
め
ら
れ

た
の
は
数
年
後

(成
康
七
年
)
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
n
ウ
の
勢
力
が
伸
び
て
行
-
と
'
や
が
て
南
の
大
勢
力
段
部

(段
聾

と
本
格
的
に
衝
突
す
る
こ
と
と
な
っ
た
&

頂
き
に
も

妄
己

た
よ
う
に
'
段
部
は
セ
ン
ビ
浜
中
で
も
､
も
っ
と
も
南
部
に
位
し
､
小
ま
の
熱
河
か
ら
北
シ
ナ
の
北
京
天
津
お
よ
び
山
西
北
部
に
か
け
て
勢
力
圏
澄

⑦

伴
っ
て
い
た
が
'
ボ
ヨ
ウ
･
n
ウ
は
中
原
に
圃
す
る
後
週
の
石
虎

1
後
適
の
建
国
者
石
動
は
帝
位
に
つ
い
た
が
'
三
三
三
年
に
卒
し
た
た
め
､
こ

れ
に
代
っ
た
の
は
部
将
の
石
虎

(石
季
龍
)
･で
あ
っ
た
1

に
援
助
を
も
と
め
'
南
北
よ
り
挟
撃
し
て
段
部
を
外
し
た
.
そ
こ

で
n
ウ
吐
北
シ
ナ
の

⑧

三
万
余
戸
を
柳
城
に
移
し
て
宮
殿
廟
宇
忽
ど
を
建
て
､
地
名
も
龍
城
と
改
め
二

二
四
一
年

(成､
康
七
年
)
に
は
こ
こ
に
都
し
た
｡
か
れ
は
ま
た
東
方

⑨

の
高
句
麗
に
封
し
て
も
征
伐
の
軍
を
起
し
'
こ
れ
に
徹
底
的
打
撃
を
輿
え
た
.
高
句
麗
を
屈
服
さ
せ
た
n
ク
は
'
三
四
四
年
に
は
北
隣

少
の
同
族
学

文
部
を
亡
ぼ
し
､
そ
の
部
入
五
万
余
部
落
を
領
内
に
う
つ
し
た
.

.

以
上
の
よ
う
に
t
が
ヨ
ウ
部
は
カ
イ
と
.n
ウ
の
二
代
に
遮
西

･
遼
東
は
も
と
よ
sn
.
北
方
は
シ
ラ
･
ム
レ
シ
流
域
よ
り
中
瓢
マ
ン

シ
や
の
農
安
方

面
に
ま
で
及
び
'
南
方
も
長
城
を
こ
え
て
天
津
'
北
京
よ
-
山
西
の
北
部
を
包
含
す
る
マ
ン
シ
ウ
'
東
部
キ
ン
ゴ
り
ア
.
北
シ
ナ
に
掩
う
大
勢
力
を

築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
.
そ
こ
で
三
四
八
年
n
ウ
町
後
を
う
け
て
燕
王
七
な
つ
き
一義

の
シ
ュ
ン

(偽

･
薦
).
は
'
そ
の
翌
年
あ
た
か
鳥
中
原
の
後

遭
韓
に
潜
い
て
は
石
虎
が
卒
し
て
内
乱
が
勃
畿
し
た
の
に
乗
じ
'
遼
西
の
龍
城

(朝
陽
)
か
ら
都
城

(北
京
)
に
本
接
を
進
め
た
.
を
し
て
か
れ
は

し
だ
い
に
後
避
国
の
領
域
を
犯
し
'

三
五
二
年
に
は
∵

石
虎
の
部
下
再
蘭
が
後
港
を
う
ぼ
っ
て
建
て
た
観
閲
を
亡
ぼ
し
.

速
に
中
山

(
河
北
省
先

願
)
に
帝
位
に
つ
き
'
歯
を
大
燕
と
い
叶
'

後
港
の
南
都
耕

(河
南
省
臨
港
願
)
に
藩
都
し
た

(三
五
七
)｡

こ
･う
し
て
ボ
ヨ
ウ
部
は
第
三
代
シ
ユ
-

ソ
の
時
代
に
国
の
重
心
を
遼
西
か
ら
中
国
北
部
に
う
つ
し
た
の
ヤ
透
る
Q
ち
な
み
に
大
燕
園
は
t
の
ち
に
同
族
に
よ
.つ
て
後
燕
'
南
燕
な
ど
の
静
観

が
興
さ
れ
た
た
め
､
便
宜
上
前
燕
鱗
と
よ
ば
れ
る
.
な
あ
シ
ュ
ン

は
'
部
婿
を
つ
か
わ
し
て
北
方
の
ト
ル
ゴ
系
譜
部
族

(丁
零

･
勅
勘
な
ど
)
を
牽

･.･･- 8
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ち
,
ま
き
向
句
題
の
貢
を
も
納
れ
て
小
五

こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
北
方
'
東
北
方
に
封
し
て
も
'
勢
力
を
の
ぼ
し
私
こ
と
が
か
か
る

｡′

三
六
〇
年
シ
ュ
ン
が
卒
す
る
と
､
第
三
千
イ

(嘩
)
が
年
少
で
つ
S
だ
が
'
か
れ
は
河
･
洛
地
方
の
動
乱
に
乗
じ
て
出
兵
L
t
洛
陽
計

陥
れ
て
S

る
｡
-U
れ
に
よ
っ
て
前
燕
の
腹
囲
は
,
海

北
,
山
東
,
山
西
,
河
南
に
ま
で
携
大
し
'
江
常
の
東
晋
と
西
方
の
前
案

-
こ
の
韓
は
チ
べ
.
･h

ト
系
の

酋
長
符
健
が
三
五

1
年
長
安
に
自
立
し
て
建
て
夜
堅
家
で
あ
る

ー
と
直
接
境
を
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
.
し
た
が
っ
て
t
昔
時
の
中
国
を
大
き
く

み
て
み
る
と
'
北
シ
ナ
に
は
東
方
の
鼠
燕
と
西
方
の
前
案
と
の
ほ
か
に
'
西
北
の
河
西
地
方
に
あ
る
遠
州
(甘
斎
)1

そ
の
頃
姑
戒
と
俗
解
さ
れ
て

い
た
遠
州
を
中
心
に
'
漢
族
出
身
の
張
氏
が
前
涼
と
い
う
濁
立
菌
を
建
て
で
耳
-
'
こ
れ
を
加
え
れ
ば
'
江
南
の
東
晋
と
と
も
に
'
ま
さ
に
四
王
国

＼

封
立
と
い
う
形
勢
に
あ
っ
た
.
な
か
で
も
前
燕
'
束
晋
'
前
案
の
三
園
は
相
鼎
立
し
っ
っ
互
に
虚
賢
を
タ
か
が
っ
て
小
薬
の
で
あ
る
｡

E'けL∴

と
こ
ろ
が
束
晋
の
勇
将
桓
握
は
､
た
ま
た
ま
ボ
ヨ
ウ
∴
ィ
が
年
若
い
上
に
凡
庸
で
あ
り
'
か
つ
1
族
間
に
内
乱
が
起
っ
た
の
に
乗
じ
'
北
伐
を
敢

]

行
し
て
前
燕
に
い
ど
ん
だ
｡
こ
の
と
き
前
燕
は
'
前
奏
王
符
堅
に
す
が
っ
て
束
晋
の
侵
入
軍
を
し
-
ぞ
け
た
が
'
す
で
に
そ
の
餅
の
資
力
を
看
破
し

た
符
塾
は
'
前
燕
の
背
約
を
日
野
に
大
軍
を
つ
か
わ
し
て
尚
都
灘
を
陥
れ
'
イ
を
と
ら
え
て
王
公
以
下
の
セ
y
ビ
族
四
万
飴
戸
を
長
安
に
つ
れ
蹄
っ

た

(三
七
〇
).
竣
飴
の
一
部
は
膏
地
遼
西
の
昌
蓉
'
龍
城
方
面
に
退
い
て
.
こ
こ
.に
前
燕
は
カ
イ
以
衆
四
代
八
十
五
年
に
し
て
滅
び
か
こ

と
と
な

っ
た
｡

し
か
し
'
そ
の
後
十
数
年
を
へ
て
三
八
四
年
に
な
る
と
'
さ
き
に
内
証
の
ぎ
せ
い
と
な
っ
て
前
案
に
亡
命
し
て
い
準

一
族
の
ボ
ヨ
サ
ー･
ス
イ

(慕

容
垂
)
が
符
堅
の
湖
水
の
敗
戦
に
粛
じ
'
中
山

(河
北
定
席
)
に
即
位
し
て
後
燕
図
を
辞
し
'
河
華

山
束
'
山
西
'
河
南
北
部
'
江
蘇
北
部
'
遮

西
'

遼
束
を
領
有
し
て
'

前
燕
時
代
に
も
ま
さ
る
勢
力
を
も
-
か
え
し
て
い
る
｡

.M
た
イ
の
弟
沖
は
駅
西
省
阿
房
城

(成
陽
願
)
に
よ
っ
て
即
位

L
t
西
燕
と
披
し
た
が
'
三
九
四
年
後
燕
に
併
合
さ
れ
た
.
後
燕
は
､
そ
の
後
五
代
二

手

五
･
六
年
間
つ
づ
S
た
が
'
四
〇
九
年
に
滅
ぼ
さ
れ
ね
｡

な
お
'
後
燕
の
末
年
に
あ
た
る
三
九
八
年
､

1
族
の
ボ
ヨ
サ
ト
ク

(慕
容
徳
)
は
虞
固

(山
東
省
青
州
)
に
よ
っ
て
南
燕
国
と
鍍
し
二

1代
十
二
年

の
命
運
を
保
っ
た
｡

- 9-
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〔
註
〕

①
ボ
ヨ
ウ
部

の
慕
容

の
こ
字
は
'
白
鳥
風
土
に
よ
れ
ば
､
蒙
古
語
B
a
y
a
l
(
富
む

富
者
)

の
普
葦
で
あ
ら
う
と
(束
胡
民
族
考
､
史
草
薙
誌
紫
二
二
編

1
襲
)

.
古

木
'
大
凌
河
は
自
狼
水
と
よ
ば
れ
て
い
る
が

(蒲
洲
歴
史
地
理
希

1
番

1
四
大

1
7
五
〇
)､
こ
の
日
狼
も
海
そ
ら
-

B
a
y
a
n

に
近
い
膏
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
.
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
こ
の
事

の
名
は
自
狼
水
よ
-
乙
だ

も
の
か
も
知
れ
な
S

.

②
妹
城

端
城

の
位
置
に
う
い
て
は
'
通
典
巷

一
九
六
北
秋
三
へ
慕
容
氏

の
保

に
は
林
城
之
北
に
注
し
て
'
今
柳
城
郡
之
地
と
い
い
､
同
じ
-
巷

一
七
九
曹
州

柳
城
郡
の
健
に
は
'
頼
城
を
都
城

の
東
南

7
七
〇
里
に
あ
り
と
い
う
O
ま
た
貌

書

巻

一
〇
犬
上
'
地
形
志
昌
費
郡

･
龍
城

の
健
下
に
は
'
柳
城

･
昌
費

･
妹

城
と
列
記
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
､
柳
城
と
耗
城
と
は
同

7
地
で
は
な
い
.

い
ま
そ
の
位
置
を
称
賛
に
は

比
定
し
え
な
い
が
'

蒲
洲
歴
史
地
理
欝

7

(248

貢
)
は
錦
願
附
近
に
あ
て
へ
市
村
博
士

(
東
洋
史
統
)
や
前
引
の
､倉
速
氏
は
'

義
嚇
附
近
と
考
定
し
､
楊
守
敬

の
替
地
理
恵
園
に
は
､
義
麻

の
北
に
置
い
て
い

る
｡
い
ま
は
錦
願

の
北
方
と
み
て
お
き
た
い
｡

⑨
晋
書
巻

一
〇
八
慕
容
庵

の
倖
あ
る
い
は
十
大
囲
春
秋
､
前
燕
銀
に
よ
る
と
'
渉

鼻
が
死
ぬ
と

(
太
庚
四
年
二
八
三
)
そ
の
弟

の
耐

(資
治
逸
鍵
は
潮
に
作
る
)

が
､
ひ
そ
か
に
位
を
う
ば
い
､
カ
イ
を
殺
き
ん
と
企
て
た
の
で
､
か
れ
は
駒
を

き
け
て
遼
東

(徐
郁
家
)
に
亡
命
し
た
｡
や
が
て
二
年

の
の
ち
耐
は
部
民
に
殺

さ
れ
て
'

つ
い
に
カ
イ
が
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
資
治
通
鑑
は
､
こ
れ

を
太
庚
六
年

の
こ
と
と
い
う
O
な
お
通
典
巻

1
九
大
慕
容
氏
侍
に
よ
れ
ば
､
渉

鼻
に
吐
谷
野
と
カ
イ
の
二
子
が
あ
り
'
庶
兄
の
吐
谷
薄
は
西
方

の
河
控
之
間
に

移

っ
た
と
い
い
へ
耐
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
｡
吐
谷
洋
に
つ
い
て
は
通
鑑

へ
九
〇
)
に
も
み
え
る
｡

④

ボ
ヨ
ウ
部
と
扶
飴
固

ポ
ヨ
ウ

･
カ
イ
が
扶
飴
国
を
攻
撃
L
や
の
は
､
晋

の

武
帝
大
庚
六
年

(
二
八
五
)
で
.雪
令
が
｣
こ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
扶
飴
は
困
却
を

陥
れ
ら
れ
'
国
王
依
慮
は
自
殺
し
'
子
弟
は
多
-
沃
取
に
走
る
と
い
う
悲
運
に

あ
っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
や
が
て
晋
の
東
夷
校
尉

(
遼
東
探
題
)

の
後
援
に
よ

っ
て
､
わ
づ
か
に
韓
を
復
興
す
る
こ
と
を
え
て
い
る
..
常
時
扶
飴
図

の
境
域
と

し
て
は
へ
三
国
時
代
と
大
し
て
か
あ
ら
ず
'
慶
安
附
近
を
本
嫁
に
､
方
二
千
飴

里
を
領
有
し
た
と
い
え
ば
､

清
洲
歴
史
地
理
俸

1
(22
0
京
)

に
も
い
う
よ
う

に
へ
だ
い
た
い
北
偲
絵
花
江
か
ら
r
南
は
閉
尿
の
北
方
に
お
い
て
魂

の
玄
菟
郡

に
接
し
､
鴨
放
江

･
松
花
江

の
分
水
嶺
に
よ
っ
て
高
句
麗
と
か
ぎ
ら
れ
'
ま
た

松
花
江
と
牡
丹
江

･
豆
満
江

の
南
江
と
の
分
水
嶺
を
も
っ
て
抱
貴
族

の
任
地
に

つ
ら
な
り
､
遼
河
と
敏
江
と
を
つ
ら
ぬ
る

7
線
を
も
ユ
て
'
セ
ン
ピ
族
と
接
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
O
し
た
が
っ
て
'
ボ
ヨ
ウ
部
は
渉
蹄
が
遼
束

(
移

っ
て
か

ら
,
カ
イ
の
こ
の
噂
ま
で
､
主
と
し
て
遼
陽
の
西
北
方
,
遼
河
以
西
の
'
い
か

.
の
蓮
如

の
内
外
附
近
に
あ
っ
て
扶
飴
図
と
境
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

な
お
注
欝
す
べ
き
は
､
周
知
の
よ
う
に
農
業
国
で
あ
っ
た
扶
飴
を
節
伐
し
た
こ

と
に
J
っ
て
､
ポ
コ
や
部

の
農
耕
地
が
大
い
に
助
長
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
｡

⑤
徒
河
の
青
山

徒
河
と

い
う
地
方
に
あ
る

青
山
の
意
で
､
徒
河
は
漠
以
来
置

か
れ
た
麻
.名
で
あ
っ
て
'
遼
西
都
と
き
に
遼
東
郡
に
属
し
た
｡
そ
の
位
置
は
'

だ
い
た
い
錦
願

の
潤
北
に
比
定
き
れ
る

(
余
速
､
湊
魂
晋
北
朝
束
遷

都
沿
革

表
､
歴
史
琴
盲
集
刊
帝
大
)｡
青
山
と
は
'

資
拾
遺
鉦
鼓
に
は
､

柳
城
郡
す
な

わ
ち
い
ま
の
朝
陽
の
束
首
九
十
里
に
あ
少
と
い
う
0
現
秦

の
義
願

の
地
に
比
定

き
れ
る
｡

⑥
晋
書
巻

一
〇
八
､
載
記
入
慕
容
カ
イ
の
健
に
よ
れ
ば
､
多
選

の
士
大
夫
や
席
士

が
カ
イ
の
幕
下
に
あ
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
か
れ
を
助
け
て
い
た
こ
と

ll



102

が
わ
か
る

(

十
大
固
春
歌
前
商
銀
を
も
参
照
).
ま
た
安
治
通
鑑
に
は
'
骨
椿

の

先
走
車
や
魯
図

の
孔
纂
'
泰
山
の
胡
母
翼
を
は
じ
め
落
人
数
万
家
の
衆
投
を
､

重
液
が
後
進
の
石
動
に
亡
ぼ
さ
れ
た
頃
､
す
な
わ
ち
建
興
二
年

の
晩
に
挿
入
し

て
い
る
｡

⑦
段
部
に
つ
い
て
は
'
晋
書
巻
六
三
段
四
碑
の
健
に
､
投
達
の
こ

ろ
の
勢
力
を
記

し
て嫁

有
遼
西
之
地
'
丙
臣
御
晋
人
､
英
機
西
轟
的
州
'
東
界
速
水
'
錐
併
競
胡

専
可
三
万
飴
家
'

軽
弦
可
四
五
高
齢
'･
両
輿
石
季
龍
避
相
侵
掠
'

遵
兵
不

息
へ
覚
麓
撃
龍
斯
破
､
防
共
遼
単
数
蔦
家
於
司
確
之
些

空
耳

四

ボ

ヨ

ウ

王

国

の

性

格

と
い
う
O

⑧
資
治
通
鎗
巷
九
七
に
は
'
威
厳
八
年
十
舟
の
こ
と
と
い
う
｡

⑨
ボ
ヨ
ウ
･
コ
ウ
は
威
庚
八
年

(
三
四
二

)-
載
記
に
七
年
と
あ
る
の
は
八
年

の
課

p
-

鴨
放
江
畔
の
国
都
'
丸
都
城

(
い
ま
の
酔
安
)
を
攻
略
L
t
固
ま

の
父

(
乙
弗
利
)
の
戸
や
へ
そ
の
母
妻
お
よ
び
男
女
五
幕
僚
人
を
掠
め
､
官
費

を
衆
望
し
て
い
る
｡
こ
の
た
め
翌
年
国
王
は
臣
と
科
し
へ
そ
の
弟
を
遣
わ
し
朝

貢
し
て
い
る
O
な
お
'
ボ
ヨ
ウ
部
と
高
句
麗
と
の
紛
争
は
'
そ
の
後
も
つ
づ
い

て
い
る
が
､
両
者
の
胸
係
に
つ
い
て
は
､
池
内
宏
博
士
'
晋
代
の
遮
光

(
帝
韓

畢
士
院
記
事
'
尊

7
奄

7
凍
'
昭
御
十
大
年
刊
)
を
参
照
き
れ
た
い
LO

一

以
上
ボ
ヨ
亘

部
に
よ
っ
て
建
囲
さ
れ
た
前
燕
を
は
じ
め
'
後
燕

･
西
燕

･
南
燕
な
考
の
諸
王
国
の
政
治
的
推
移
を
の
...(
kJ
が
'
つ
ぎ
に
と
れ
ら
ボ

ヨ
ウ
重
囲
と
-
に
前
燕
観
を
中
心
に
を
の
性
格
を
考
察
し
て
み
ょ
う
｡

,

･
ま
ず
'

ボ
ヨ
ウ
王
国
は
セ
ン
ビ
族
に
出
自
す
る
と
は
い
い
な
が
ら
も
'
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
キ
ヨ
サ
ド
族
の
ダ

ン
セ
ノキ
カ

ー
ィ
の
部
族
な
ど
が
牧
畜

狩
猟
を
主
と
L
t
た
ま
に

1
部
の
も
の
が
副
次
的
に
農
耕
を
督
ん
で
S
た
の
と
は
や
や
異
-
'
こ
の
圃
は
す
f
J
に
遼
酉
時
代
か
ら
t
だ
い
た
い
年
牧

年
農
に
移
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
部
は
本
接
を
北
シ
ナ
に
う
つ
す
と
'
準
漢
族
国
家
と
し
て
図
の
基
底
を
盛
業
に
お
き
か
え

た
..
し
た
が
っ
て
'
そ
の
王
国
の
性
格
も
,
北
方
的
の
も
の
か
ら
し
だ
い
に
中
開
約
の
も
の
へ
轡
化
し
七

い
る
.
そ
れ
ゆ
え
'
こ
の
閲
を
考
察
す
か

に
あ
た
つ
て
も
､
便
宜
上
ボ
ヨ
ウ
部
が
遼
東

･
遼
西
に
あ
っ
た
時
代
と
'
華
北
に
の
か
だ
し
た
燕
尚
時
代
と
に
分
つ
七
み
る
聾
が
あ
ろ
う
.

遼
東

･
遼
西
時
代

前
節
で
も
の
べ
た
よ
う
に
'
こ
の
部
些

二
世
紀
の
初
め
す
で
に
達
酉
に
入
力
こ
み
'
朝
陽

･
義
解
方
面
把
遊
牧
し
て
い

る
鰯
に
'
し
だ
い
に
中
開
わ
風
に
そ
み
､
7
部
で
は
農
耕
的
生
活
も
営
み
は
じ
め
て
い
る
O
そ
の
後

一
時
'
遼
陽
の
北
方
に
根
接
を
移
し
て
S
る
が
'

･･･ー12
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そ
の
こ
ろ
遼
東
盟

日
の
直
轄
下
に
あ
り
､
こ
と
に
遼
陽
に
は
束
北
探
題
と
七
て
東
英
校
財
が
駐
在
し
.
遼
東
に
お
け
る
軍
事

･
政
治
お
よ
び
文
化
取

中
心
を
な
し
て
S
た
こ
と
と
て
1
か
れ
ら
の
漢
化
的
傾
向
は
'
S
つ
そ
う
助
長
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
.
晋
書
巻

一
〇
八
､
慕
容
庭
健
に
､

渉
蹄

(ボ
ヨ
ウ

･
カ
イ
の
父
)
は
柳
城

(朝
陽
)
･
の
守
備
を
全
う
す
る
の
功
に
よ
.カ
セ
ン
ビ

･
ゼ
ン
サ

(鮮
卑
草
子
)
に
葬
せ
ら
れ
､
亀
を
遮

束
の
北
に
う
つ
す
｡
こ
こ
に
お
い
て
'
よ
う
や
-
諸
夏
の
風
を
し
た
う

./

と
い
っ
て
い
る
の
も
'
ば
-
ぜ
ん
と
な
が
ら
'
か
れ
ら
の
中
国
文
化
虻
封
す
る
滑
息
を
俸
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ぎ
の
カ
イ
の
時
代
に
な
る
と
ヽ
漢
文
化
の
洗
緒
を
う
け
た
た
め
か
'
か
れ
ら
の
態
度
に
は
や
や
も
サ
rれ
ぼ
中
原
隣
家

へ
の
封
抗
的
な
様
子
が
う

か
が
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
カ
イ
が
晋
室
か
ら
鮮
卑
都
督
を
拝
し
牽
と
き
'
士
大
夫
の
威
儀
を
と
と
の
え
て
東
夷
府
匿
敬
意
を
表
し
に
赴
-
と
'
束
夷

校
尉

(何
愈
)
が
警
護
を
巌
に
し
て
引
見
し
た
た
め
'
カ
イ
は
〟

主
人
鰻
を
以
て
せ
ず
'
客
ま
た
何
を
か
な
さ

ん
〃
と
て
｢,
直
ち
に
牽
服
に
身
を
固

め
て
､
こ
れ
に
鷹
じ
た

･(晋
苦
同
上
)
と
あ
る
の
は
'
カ
イ
が
す
で
に
中
国
の
頑
俗
に
通
じ
tt
中
国
士
人
の
軽
侮
に
封
し
て
は
'
ー強
い
反
壌
心
を
以

て
の
ぞ
ん
だ
こ
と
堅
不
す
も
の
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
.
か
れ
の
こ
の
態
度
の
う
ち
に
､
中
国
な
に
す
る
も
の
ぞ
と
い
う
不
屈
な
気
概
を
く
み
と
り

う
る
で
あ
ろ
う
｡

ま
食
管
の
慎
帝
が
卒
陽
に
慕
重
し
A
J
の
ち
'
幽
州
に
よ
る
王
綾
が
来
朝
と
辞
し
て
.'
お

れ
を
散
酪
常
侍
冠
軍
将
軍
静
鋒
大
都
督
大
草
千
に
斉
し
.

下
風
池
立
た
し
め
ん
と
し
た
と
き
も
,
カ
イ
は
こ
れ
を
受
け
な

か
っ
た
｡
と
れ
も
,
同
1)
よ
う
な
態
度
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
/
も
っ
と
も
か
､

れ
を
し
て
'
こ
の
よ
う
な
態
度
に
出
で
さ
せ
た
う
ら
に
政
'
部
下
漢
人
の
入
れ
智
慧
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
.

カ
イ
の
時
代
遼
西

(青
山
)
に
本
接
を
う
つ
し
て
以
衆
は
'
中
尾
で
は
西
晋
が
亡
ん
で
キ
ヨ
サ
ド
敵
が
支
配
す
る
こ
と
と
な
つ
挺
海
め
､
騒
胤
を

さ
け
て
河
北

･
山
西

･
山
菜

･
河
南
地
方
の
漢
人
流
民
が
多
数
遼
西

･
藩
東
に
移
住
し
て
い
つ
な
よ
う
で
､
'#
紀
へ
慕
容
施
俸
拡
よ
っ
て
も
'
か
れ

は
'
と
れ
ら
の
多
数
の
流
亡
士
民
を
'
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
郡
に
慮
じ
て

l
定
の
地
域
に
住
ま
し
め
て
い
る
｡
夜
と
え
ば
巽
州

(河
北
)
人
に
嬢
巽
陽
都

電

隷
州

(河
南
)
･

入

把
は
成
周
郡
を
'
井
州

(山
西
)
人
に
は
唐
鱗
部
腎

､育
州

(山
東
)
人
に
は
督
丘
郡
を
新
設
し
て
う
う
-
住
ま
し
め
･て
S

＼

ー 13-
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る
が
'
こ
の
よ
う
に
少
-
と
も
郡
を
設
置
す
る
以
上
は
､
か
な
少
多
数
の
漢
人
が
衆
投
し
た
も
の
と
思
わ
れ
為
｡
-

そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
賢
才
能
吏
を
あ
げ
て
'
も
っ
ぱ
ら
庶
政
を
委
ね
て
5
る
.
そ
の
う
ち
省
あ
る
人
々
.と
し
で
は
､
謀
主
と
し
て
河
東

の
蓋

㌔

郡
の
魯
昌
,
北
卒
の
陽
耽
ら
が
あ
る
｡
股
肱
モ

て
笠

海
の
葉

,
翠

(河
北
)
の
霊

,
輩

の
西
方
盛
,
藍

の
掛
軸
,
西

河

.(山
西
)
の
采
夷
へ
河
束
の
袈
開
ら
が
あ
る
｡
文
才
を
以
て
枢
要
の
地
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
膨
海
の
封
奔
'
平
原

(山
東
)
の
采
該
､
安
定

(甘
繭
)
の
皇
甫
笈
'
蘭
陵

(山
東
)
の
鯵
悼
ら
が
あ
る
｡
ま
た
倉
槽
の
朱
左
革
'
太
山
の
胡
母
巽
'
魯
国
の
孔
纂
ら
は
徳
望
を
も
っ
て
名
高
い
.

そ
の
ほ
か
卒
原
の
劉
課
は
通
儀
と
し
て
国
家
の
尊
敬
を
あ
つ
め
､
世
子
の
n
ウ

(戟
)
を
は
じ
め

1
族
子
弟
の
多
-
は
'
か
れ
に
畢
葉
を
う
け
て
い

る
｡
晋
菩
載
記
に
は
､
ボ
ヨ
ウ
部
の
こ
の
こ
ろ
の
さ
も
を

｢
於
レ
是
路
有
二
項
撃

繕
譲
興
乗
｣
と
た
な
え
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
ば
に
は
多
少
の
誇
張

JIは
あ
る
に
し
て
も
二
と
,も
か
-
青
山

(義
願
)
に
移
っ
て
か
ら
ボ
Tn
ウ
部
が
'
主
と
し
て
領
内
に
爽
投
し
た
漢
人
を
通
じ
て
'

1
段
と
漢
文
化
の
摘

取
'
中
歯
的
鰻
制
の
採
用
を
盛
ん
に
し
た
こ
と
は
容
易
に
う
か
が
い
う
る
で
あ
ろ
ら
.
た
だ
･に
漢
文
化
の
擁
取
や
中
国
的
鰻
制
の
凍
用
の
み
で
は
な

い
.
注
目
す
べ
き
は
'
心

ま
い
つ
た
よ
う
に
'
領
内
各
地
に
あ
ま
夜
の
郡
願
を
設
け
て
'
流
亡
の
漢
人
を
徒
遷
し
た
七
と
は
'
ボ
ヨ
ウ
王
隣
の
国
力

伸
張
の
基
底
を
､
農
耕
民
と
し
て
の
漢
人
の
生
産
力
に
求
め
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
.
･

r

-′′

遼
東
に
あ
っ
た
東
夷
校
尉
の
礎
盤
が
､
ひ
そ
か
に
高
句
麗
や
字
文
部

･
段
部
な
ど
と
結
ん
で
カ
イ
の
勢
力
覆
滅
を
企
固
し
て
い
､Jo
の
は
､
こ
の
よ

′.

う
な
ボ
ヨ
ウ
部
の
接
頭
牽

み
る
に
み
か
ね
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
小
｡
し
か
し
こ
の
一
戦
は
'

打
つ
き
よ
く
ボ
ヨ
ウ
部
の
大
勝
に
蹄
L
t
遼
東
も

完
全
に
そ
の
勢
力
下
に
入
る
こ
と
J
J+な
っ
て
､
さ
ら
に
多
数
の
漢
人
が
降
附
し
て
い
る
｡
た
と
え
ば
晋
嘗
載
記
八
に
み
え
る
高
階
の
侍
に
よ
る
と

か
れ
は
叔
父
の
際
と
と
も
に
数
千
家
を
率
い
て
幽
州
に
う
つ
久

の
ち
雀
旗
に
し
た
が
っ
て
遼
東
に
い
き
､
を
の
奔
放
後
は
'
部
衆
を
ひ
き
い

て
ボ
ヨ
ウ
部
に
降
っ
た

も

ー)

と
i
わ
れ
.
同
じ
く
韓
怪
俺
に
も

J

永
嘉
の
乱
を
さ
け
て
遼
東
に
わ
た
つ
な
が
'
礎
盤
の
敗
れ
た
の
ち
は
昌
容
に
う
つ
人

力
イ
に
仕
え
て
参
軍
事
を
挿
し
た

一･･14-
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と
い
う
｡

こ
れ
ま
で
の
べ
た
よ
う
な
ボ
n7
ゥ
王
国
の
方
針
は
､
カ
イ
を
つ
い
だ
n
ウ
に
ょ
っ
て
も
う
け
つ
が
れ
'
遼
東
に
ょ
っ
て
教
し
た
弟
の
仁
の
胤
が
平

ら
ぐ
と
'
し
き
-
に
遼
束
の
豪
族
大
姓
を
遼
西
の
林
城
附
近
に
う
つ
L
t
和
陽

･
武
次

･
西
栗
の
三
鷹
を
置
い
て
い
る
｡
な
お
n
ウ
が
嗣
立
し
な
と

ヽ
＼

き
の
あ
り
さ
ま
か
ら

1
つ
の
推
測
を
加
え
て
み
る
と
'
カ
イ
と
n
ウ
と
の
間
で
'
ボ
ヨ
サ
部
e
L玉
梓
推
移
の
上
に
'

1
つ
の
大
き
な
襲
化
が
起
っ
て

′

S
る
｡
も
と
n
ウ
の
父
の
カ
イ
が
立
っ
た
の
は
'
都
民
に
髄
戴
さ
れ
た
と
い
え
ぽ
'
い
わ
ゆ
る
部
民
合
議

(ク
>
ル
タ
イ
)
に
よ
う
て
決
定
さ
れ
た

iP
の
で
あ
る
.
つ
い
で
n
ウ
が
立
つ
売
と
き
へ
兄
弟
た
ち
の
間
に
は
げ
し
い
寧
小
を
ひ
き
海
こ
し
て
い
る
が
'
こ
れ
.は
常
時
な
あ
､
こ
の
部
の
首
長

/

の
穏
東
は

一
定
し
て
潜
ら
ず
'
け
つ
き
よ
-
資
力
者
と
し
て
遼
東
に
勢
力
を
も
つ
仁
お
よ
び
'
こ
れ
に
味
方
す
る
他
の
兄
弟
た
ち
i
l.
遮
西
に
根
接

/

す
る
n
ウ
と
が
'
首
長
の
地
位
を
奪
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
｡
そ
し
て
速
に
コ
ウ
が
仁
を
朴
し
て
'
遼
束

･
遼
西

1
囲
せ
自
己
の
勢
力
圏
に
海
さ
め

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
.
つ
ま
-
ボ
ヨ
ウ
部
の
王
権
は
'
こ
れ
ま
で
部
民
合
議
の
決
定
に
よ
る
と
い
う

一
種
の
北
族
的
民
主
制
を
通
じ
て
え
ら

●
れ
た
の
が
'
い
ま
や
資
力
に
よ
っ
て
え
ら
れ
'
部
民
合
議
の
意
志
'
す
な
わ
ち
北
族
的
慣
制
が
後
退
し
て
い
つ
た
と
と
を
不
す
も
の
と
い
え
よ
う
.

そ
の
後
か
れ
は
'
さ
ら
に
後
遊
園
の
石
虎
と
結
ん
で
段
部
を
亡
ぼ
し
､
つ
い
で
石
虎
を
も
破
っ
て
段
部
の
故
地
を
併
わ
せ
る
と
'
三
た
び
移
っ
て

龍
城

(朝
陽
)
に
都
L
t
こ
こ
に
北
シ
ナ
の
漢
人
三
万
飴
戸
を
う
つ
し
て
い
る
｡
三
四

一
年
(成
康
七
年
)
に
は
'
か
れ
は
王
位
に
つ
い
て
燕
王
と
辞

し
'
中
国
の
鰻
制
に
な
ら
つ
て
固
相
司
馬
を
は
じ
め
列
郷
将
帥
を
置
い
て
'
前
代
以
束
生
き
疎
か
の
諸
功
臣
を
こ
れ
に
任
命
L
t
ま
た
自
ら
の
身
連

も
威
指
を
か
ざ

少
'
宮
殿
を
建
て
'
抵
八
に
は
皇
帝
と
同
じ
六
馬
の
革
駕
を
用
い
'
､あ
る
い
は
妻
を
王
后
'
世
子
を
太
子
と
よ
ぶ
な
ど
.
仝
-
天
子

-

に
な
ら
つ

て
い
る
｡

か
れ
は
の
ち
い
-
た
び
か
龍
城
に
官
聖
を
増
築
し
､

あ
る
い
は
畢
校
を
興
し
で
諸
大
官
の
子
弟
千
飴
人
を
募
っ
て
官
畢
生
と

し
'
自
ら
も
畢
校
に
臨
ん
で
詩
投
し
売
り
優
劣
を
考
試
し
た
-
な
ど
し
て
教
畢
打
つ
と
め
て
い
る
.
こ
れ
ら
は

1
に
'
カ
イ
以
来
の
俸
統
政
策
を
う

け
'
漢
文
化
の
移
植
､
中
国
的
穏
制
の
採
用
を
盛
ん
に
し
て
､
国
家
の
威
儀
を
と
と
の
え
ん
と
し
た
も
の
に
性
か
な
ら
な
い
｡

そ
の
年
商
'
か
れ
は
東
晋
の
成
帝
か
ら
'
改
め
て
侍
中
大
都
督
河
北
諸
軍
事
大
将
軍
燕
王
に
舞
せ
ら
れ
｢
.
同
時
に
諸
功
臣
首
飯
人
も
卦
ぜ
ら
れ
て

-｣15
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5
る
｡
こ
の
と
と
は
'
か
れ
の
河
北
に
海
け
る
事
管
上
の
地
位
が
'
正
式
に
束
晋
か
ら
容
認
さ
れ
た
こ
せ
敬
い
み
す
る
も
の
烏

え
よ
う
O
率
蘭
に

考
え
る
と
･
こ
の
こ
ろ
の
n
軒
の
資
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
'
あ
え
て
江
南
に
偏
在
す
る
束
管
の
天
子
か
ら
'
華
北
に
お
け
る
既
成
事
賢
の
㌢
ら
づ
け

敬
え
な
-
と
も
'
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
が
へ
皆
時
束
晋
は
や
は
り
中
歯
の
正
統
国
家
と
し
て
'
漢
人
に
上
っ
て
は
尊
崇
の
中
心
で
あ
っ
た
た
め
'
ボ

ヨ
ウ

･
n
ウ
と
し
て
部
下
の
漢
人
や
'
新
領
土
と
な
っ
た
北
シ
ナ
の
漢
人
の
心
を
う
る
上
に
は
自
ら
の
威
稿
を
か
ざ
る
以
上
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
.
こ
の
こ
と
は
､
5
い
か
え
れ
ば
ボ
ヨ
ウ
王
国
が
た
と
い
宅
義
上
に
も
せ
よ
'
な
お
束
晋
の
宗
主
権
下
に
あ
っ
夜
こ
と
を
語

り
'
領
内

㍉
の
漢
人
に
封
す
る
カ
イ
や
n
ウ
の
支
配
樺
は
'
束
晋
天
子
の
東
謁
の
下
に
確
固
づ
け
ら
れ
て
S
た
も
の
と
>
ぇ
よ
う
.
し
か
し
漢
人
に
封
す
る
か
れ

ら
の
支
配
権
が
'
束
晋
の
宗
主
樺
下
に
立
つ
こ
と
に
ょ
っ
て
う
ら
づ
け
ら
れ
た
と
は
い
っ
て
も
'
そ
の
政
治
的
主
髄
性
の
潜
動
は
某
晋
か
ら
制
約
を

う
け
る
こ
と
な
く
､
あ
く
ま
で
ボ
ヨ
ウ
部
自
ら
に
ょ
つ
て
な
さ
れ
産
こ

と
は
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
.

箕

て
領
内
に
牧
誉

れ
違

人
の
ぞ

は
小
量

で
も
な
-
農
耕
に
従
事
L
等

あ
ろ
う
｡
そ
こ

で
コ
ウ
は
､
さ
㌃

カ
イ
-

写
､

領
内
各
地

に
設
け
ら
れ
夜
華
北
か
ら
の
流
亡
漢
人
の
緒
郡
'
成
周
郡

･
巽
陽
郡

･
督
丘
郡

･
唐
固
郡
な
ど
を
厳
し
で
'
改
め
て
潮
海
人
の
た
め
に
輿
集
願
'
河

聞
入
の
た
め
に
寧
集
願
.
贋
平
醜
郡
人
の
な
め
に
輿
卒
願
'
束
来
北
海
人
の
た
め
に
育
繋
願
'
英
人
の
尭
め
に
異
願
を
置
-
こ
と
と
な
っ
た
が
､
さ

一
き
に
遼
東
の
豪
族
を
従
し
て
置
い
た
和
陽

･
武
次

･
西
楽
の
三
顧
な
ど
.rq
と
も
に
､
隣
内
に
は
漢
人
を
住
民
と
す
る
多
数
の
郡
願
が
設
け
ら
れ
.
こ

'軒ー

れ
ら
の
流
亡
漢
人
は
ボ
ーヨ
ウ
部
王
権
の
保
護
下
に
'
生
活
の
安
定
を
う
る
こ
と
と
な
っ
た
.

そ
し
て
'
n
ウ
み
ず
か
ら
も
諸
郡
願
を
巡
硯
し
て
農
桑
乾

勧
め
る
な
ど
の
勧
鹿
策
を
講
じ
'

1
万
ま
た
貧
家
に
官
の
牧
骨
を
給
興
し
て
'
由

家
私

②

有
の
苑
田
を
耕
作
せ
し
め
て
い
る
が
､
苑
田
は
お
そ
ら
-
支
配
者
暦
と
し
て
の
ボ
ヨ
ウ

1
族
は
み
な
多
少
と
も
私
有
し
へ
そ
の
耕
作
に
は
漢
人
を
使

用
し
て
い
た
で
為
ろ
う
｡
な
あ
こ
れ
ら
の
苑
由
の
課
税
率
は
'
七
軌
な
い
し
八
割
の
す
こ
ぶ
る
高
率
の
も
の
で
あ
つ
な
と
い
え
ば
'
こ
れ
ら
の
使
役

漢
人
は
賢
質
的
に
は
奴
婦
に
近
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
1.
か
-
し
て
ポ
ヨ
ウ
君
国
は
､
す
で転

そ
の
国
内
に
な
あ
牧
畜
狩
猟
生
活
を
督
む
北
方
族

1

本
族
た
る
ボ
ヨ
ウ
部
の
民
や
.
ほ
か
の
セ
ン
ビ
族
キ
ヨ
サ
ド
族
な
ど
～

と
'
も
っ
ぱ
ら
農
耕
に
従
う
漢
族
を
包
合
し
て
'
二
元
的
社
食
を
撰

＼
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成
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
O

囲
家
と
し
て
の
'
こ
の
よ
う
な
二
憂
性
格
按
'
そ
の
支
配
者
の
稀
紋
に
も
よ
-
表
わ
れ
て
い
る
｡
喪
と
え
ば
ボ
ヨ
ウ
.･
カ
イ
は
､
按
じ
め
鮮
卑
大

草
子
と
柄
し
た
が
､
西
晋
よ
-
鏡
軍
将
軍

･
員
数
遼
束
二
囲
公
に
舞
せ
ら
れ

(建
輿
申
)
つ
い
で
束
軍
刀
帝
よ

か
使
持
節
都
督
幽

〔中
二
〕
州
束
英

′
･ノ

語
軍
事
車
齢
将
軍
卒
州
牧
を
挿
し
'
遼
東
郡
公

･
常
侍
軍
手

(侍
中
早
ま

転
封
ぜ
ら
れ
て
い
る

(大
輿
四
年
十
二
月
).

二
重
の
稀
舵
で
あ
る
.

ま
た
世
子
の
n
寸
も
元
帝
の
建
武
初
年
'
冠
軍
将
軍
左
賢
王
を
拝
し
'
つ
S
で
父
を
つ
ぐ
と
､
か
れ
は
'
成
帝
か
ら
任
ぜ
ら
れ
た
ま
ま
に
'
銭
軍
大

将
軍
卒
州
刺
史
大
草
千
遼
東
公
使
持
節
幽
州
東
夷
緒
軍
事
さ
ら
に
使
持
節
大
将
軍
都
督
河
北
諸
軍
事
幽
州
牧
大
草
干
燕
古

壷

拾
通
鑑
)
を
辞
し
て

お
-
､
そ
の
手
シ
d
y
も
'
は
じ
め
安
北
将
軍
東
夷
校
尉
左
賢
王
を
拝
し
'
燕
王
と
優
持
節
侍
中
大
都
督
河
北
諸
軍
事
幽
巽
井
守
四
州
牧
大
将
軍
大

.･l1111.I-
■

軍
千
燕
王
を
授
け
ら
れ
て
･S
る
｡
小
う
ま
で
も
な
く
大
軍
千
は
キ
ヨ
ウ
下
の
王
除
で
あ
-
'
左
賢
王
は
草
子
に
つ
ぐ
重
商
の
骨
鋸
で
あ
る
が
'
常
時

す
べ
て
の
北
方
民
族
は
'
ひ
と
し
く
キ
ヨ
サ
ド
の
官
制
に
な
ら
つ
て
'
こ
の
よ
う
な
稀
祝
を
稗
え
て
い
売
も
の
で
'
束
管
i
)し
て
は
へ
た
だ
か
れ
ら

の
慣
習
を
尊
重
し
て
.
本
衆
の
中
国
的
骨
箱
の
中
に
'
大
草
子
と
か
左
賢
王
の
官
名
を
添
加
し
ね
に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
か
も
知
れ
な

S
が
､
ボ
ヨ
ウ

部
に
と
つ
て
は
,
こ
の
大
軍

･
左
賢
王
嘗

の
稀
鋸
に
こ

そ
,
領
内
爵

け
晶

族
以
外
の
諸
氏
警

統
掌

る
上
に
必
要
な
樺
避

み
と
め
で

い
立
代
も
.の
で
あ
る
｡

′

〟
燕
国
時
代

ボ
ヨ
ウ
周
が
'
華
北
平
原
に
進
出
し
て
き
た
の
は
'
第
三
代
目
の
シ
ュン

の
時
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
の
べ
た
よ
う
に
､
カ
イ
と
11

ウ
の
二
代
に
わ
売
り
多
数
の
漢
人
を
閣
内
に
牧
容
し
て
'
政
治
上
へ
文
化
上
へ
ま
た
経
済
上
に
あ
つ
て
も
'
北
方
の
部
族
的
国
家
か
ら
申
開
的
囲
家

の
倦
制

へ
と
移
行
し
っ
つ
あ
っ
た
,16
.ヨ
ウ
王
観
は
'
ち
よ
う
ど
n
や
の
死
後
'
シ
ュ
ン
が
王
位
に
つ
い
た
時
､
中
原
の
後
遭
閲
が
石
虎
の
死
優
､
混

∫

乱
に
格
つ
た
の
に
乗
じ
'
そ
の
国
都
都
城
を
陥
れ
た
｡
シ
ュ
ン
は
こ
の
と
き
倖
園
の
垂
を
え
た
と
辞
し
'
三
盆
二
年

(永
和
八
年
)
療
位
に
つ
き
'

国
を
大
燕
と
辞
し
'
国
家
の
変
心
を
華
北
に
診
つ
す
こ

と
と
な
っ
た
.

こ
れ
は
王
権
の
性
格
に
大
き
な
襲
化
む
輿
え
た
も
の
で
､
東
晋
の
宗
主
樺
に
保
琵
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
ボ
ヨ.ウ
部
長
の
中
国
的
併
給
樟
璽

17
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明
確
に
ボ
ヨ
ウ
･
シ
ユ
.h
自
身
に
韓
移
し
売
こ
と
を
い
み
し
､
従
来
領
内
の
セ
ン
ビ
族
を
は
じ
め
と
す
る
北
方
族
に
封
し
て
は
直
接
的

で
あ

っ
た

～

が
'
漢
人
に
封
し
て
は
束
晋
の
宗
主
樺
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
ボ
ヨ
ウ
部
王
権
の
二
重
性
が

1
元
化
し
て
'
そ
の
主
髄
性
を
確
立
し
な
も
の
と
い
え

⑧

＼

よ
う
｡

も
ち
ろ
ん
こ
う
な
る
と
こ
れ
ま
で
解
し
て
き
た
大
草
千
な
ど
の
稀
班
も

と
り
去
ら
れ
て
い
る
.
あ
る
い
は
と
-
去
ら
れ
た
と
い
か
よ
カ
も
｣

帝
統
中
に
吸
収
さ
れ
た
と
み
る
ヰべ
き
か
も
知
れ
な
い
.
晋
書
載
記
に
よ
れ
ば

建
元
し
て
元
垂
と
い
い
'
百
官
を
竜
-
'
封
葬
を
も
っ
て
太
尉
と
な
L
t
慕
容
格
侍
中
と
な
-
'
陽
驚
倍
音
令
と
な
-
'
皇
甫
異
倍
音
左
僕
射

と
な
-
'
張
希
偽
書
右
僕
射
と
な
り
'
采
活
中
書
藍
と
乳
-
'
韓
怪
中
書
令
と
な
聖

を
の
ほ
か
多
Y
の
も
の
が
'
そ
れ
ぞ
れ
官
職
を
授
け
ら

れ
た
｡
ま
違

是

尊
し
て
高
組
豊

皇
帝
,
警

太
賢

明
皇
帝
と
な
す

(謂

題

仇
触
㌫

細
論

)

と
侍
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
太
尉
'
侍
中

･
偽
書
令
以
下
の
百
官
を
設
け
'
ま
た
父
組
を
迫
尊
L
T
さ
ら
に
妻
を
皇
后
'
太
子
を
皇
峯

丁
と
稀
す
る

な
ど
洩
さ
し
-
中
国
と
-
に
魂
晋
の
規
制
に
模
し
て
'
そ
の
官
僚
機
構
を
と
と
の
え
'
も
っ
ぱ
ら
漢
人
を
そ
の
中
に
吸
収
し
て
い
-
と
と
も
に
､
他

方
武
力
を
も
っ
て
華
北
各
地
の
豪
族
や
漢
人
の
資
力
者
を
'
あ
る
い
は
降
し
あ
る
い
は
征
服
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
も
'
大
燕
の
建
国
は
ボ

④

ヨ
ウ
王
国
が
､

一
鷹
名
目
及
び
横
棒
上
､
中
国
的
囲
家
と
し
て
脱
皮
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
国
都
を
遮
西
か
ら
華
北
の
蔚
城

(北
京
)
や
'
さ
ら
に
中
原
の
鄭
都
に
う
つ
し
て
'
国
家
の
鴇
制
を
中
国
化
し
て
い
く
こ
と
ば
t
.

他
面
に
海
い
て
は
'

か
れ
ら
北
方
族
の
暫
衆
の
部
落
制
を
破
壊
す
る
紅
い
た
っ
た
で
あ
ろ
う
.

大
草
千
'

左
賢
王
な
ど
い
う
北
方
的
稀
班
の
虜
止

も
'
こ
れ
を
精
神
上
か
ら
み
れ
ば
'
北
族
の
自
負
心
を
滑
失
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
か
と
い
っ
て
'
燕
図
時
代
に
な
っ
て
ボ
ヨ
ウ
王

国
の
民
族
的
二
元
性
が
､
敢
倉
上
経
済
上
急
に

一
元
化
'
つ
ま
り
か
れ
ら
が
全
面
的
に
漠
化
し
た
と
い
う
の
で
峰
な
い
.
こ
の
王
国
内
に
は
'
い
ぜ

ん
と
し
て
民
族
的
に
は
北
方
族
と
漢
民
族
と
の
両
者
が
包
擁
さ
れ
て
潜
り
'
の
み

ならず

'

シ
ュ
ン
は
増
ら
に
す
す
ん
で
北
方
に
封
し
て
も
'
ト
ル

n
系
諸
部
族
や
マ
.ソ
シ
オ

の
高
句
麗
な
ど
を
服
廃
し
て
'

名
賢
と
も
に
マ
ン

シ

l
言

'

束
や
ソ
ゴ
り
ア
'

北
シ
ナ
に
跨
る
帝
園
を
作
-
あ
げ
て
い

る
.
こ
の
鮎
'
す
ぐ
こ
れ
に
つ
づ
く
同
族
の
北
魂
や
'
あ
る
い
は
後
世
の
遼
'
金
な
ど
と
比
べ
る
と
き
'
そ
れ
ら
の
萌
芽
的
性
格
が
､
こ
の
ボ
m
ウ

■▲
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王
国
に
存
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
る
う
.

〔
註
〕

①
糞
巣
に
つ
小
て
は
'
晋
書
載
記
俸
八
に
よ
る
と
､
は
じ
め
兄
の
子
開
と
と
も
に

カ
イ
の
も
と
に
投
じ
る
と
'
各
地
か
ら
の
流
寓

の
士
の
多
-
は
､
ポ
ヨ
ウ
氏
が

ま
だ
草
創
に
し
て
勢
力
が
窮
-
へ
い
づ
れ
も
去
就
に
迷
っ
て
い
た
の
で
､
か
れ

】
は
率
先
創
業
に
カ
を
つ
-
L
へ
四
海

の
英
才
資
士
を
襲
用
し
て
'
国
家

の
両
日

を

一
新
し
て
い
る
O
ま
た
の
ち
江
南

の
建
庚
に
使
す
る
や
'
ポ
コ
ウ
カ
イ
の
威

略
を
束
晋
側
に
喧
俸
し
て
､
遼
東
に
&
.け
る
ボ
ヨ
ウ
王
国

の
親
大
き
を
知
ら
し

め
た
と
い
う
｡

⑧
晋
書
､
載
記
慕
容
就
侍
に
は

〔銑
泰
龍
城
〕
以
牧
牛
給
貧
家
へ
払
子
宛

(
通
典
賦
挽
門
に
は
苑
と
い
う
)

中
へ
公
牧
其
八
､
二
分
入
私
'
有
牛
丙
無
地
者
､
赤
田
宛
中
'
公
牧
其
七
'

三
分
入
私

(
資
拾
遺
鍵
巻
九
七
に
も
み
え
る
)

と
み
え
'
藻
人
の
社
民
が
ポ
ヨ
ウ
氏

の
保
護
下
に
'
牧
牛
を
支
給
き
れ
て
へ
そ

の
苑
田
を
耕
件
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
す
で
に
岡
崎
博
士

も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
'

7
種
の
曹
戸
で
あ
ら
う
｡

(
南
北
朝
に
お
け
る
敢

骨
経
済
御
慶

)83
頁
参
照
)

-
③
も
つ
と
む
資
治
通
鋲
巻
九
七
､
永
和
元
年
十
二
月
の
健
に
'

燕
王
就
以
喝

古
着
諸
焦
慮

洛
稀
元
年
'
於
是
始
不
用
晋
年
額
へ
日
額
十

二
年

/N
い
え
ば
,

燕
図
は
す
で
に
雪

ク
.･
n
ウ
の
末
年
頃
か
ら
r

ま
だ
自
ら
の

年
額
は
な
か
つ
た
が
'
東
晋

の
年
額
を
碗
す
る
こ
EA
J
は
や
め
て
い
た
よ
す
で
あ

一

る
0

④
元
W
元
年
以
後

の
ボ
ヨ
ウ
王
国
に
お
け
る
済
相
大
臣
に
つ
い
て
は
蔦
斯
同
'
償

lヽ
燕
清
瀬
大
臣
年
表
に
詳
し
い
b

ー

千-19

五

む

チ

以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
を
結
ん
で
み
る
と
'
セ
ソ
ビ
族
と
し
て
の
ず

ヨ
ウ
部
は
'
ボ
ヨ
ウ

･
カ
イ
の
と
き
蓬
莱

･
遼
酉
に
勢
力
を
の
ぼ
L
t
た
ま
潅

ま
常
時
中
国
内
部
に
起
っ
た
混
乱
を
さ
け
て
'

流
亡
し
て
き
た
漢
人
や
'

あ
る
い
は
か
れ
ら
が
優
略
に
よ
っ
て
強
制
的
に
移
し
た
扶
飴
族
'

潮
海

仲

族
'
漢
人
ら
の
集
圃
移
民
を
も
っ
て
'
領
内
各
地
に
郡
願
を
設
け
'
ひ
と
ま
ず
遊
牧
狩
猟
族
と
農
耕
民
と
を
包
含
す
る
牧
農
的
王
国
を
つ
-
り
あ
げ

-ヽ･

て
い
る
｡
A
Jれ
は
S
い
か
え
る
七
､
こ
の
園
が
部
族
別
図
家
か
ら
階
級
的
鯛
家
へ
特
化
し
た
こ
と
を
S
み
す
る
で
透
ろ
う
｡
そ
し
て
と
の
王
閣
内
に

成
長
し
て
い
-
社
食
的
矛
盾
は
､
や
が
て
こ

の
園
を
中
原

へ
の
征
服
戟
た
か
-
立
て
る
の
で
あ
る
.
メ

そ
れ
は
と
も
か
-
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
社
民
推
､
そ
の
後
場
ポ
勺
ウ
･
言

･に
よ
っ
て
行
わ
れ
､
速
に
ポ
ヨ
ウ

･
シ
ユ
‥ン
に
な
っ
て
'
園
を
あ
′
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ガ
て
北
中
国
へ
移
住
し
た
の
で
あ
る
が
∵
こ
の
よ
う
に
観
カ
の
基
底
を
牧
畜
か
ら
鹿
排

へ
韓
移
せ
し
め
て
S
つ
た
と
こ
ち
幣

と

の
由

の
馨
展
が
あ

っ
た
.
そ
し
て
冬

い
っ
た
よ
う
に
､
農
耕
民
が
政
治
的
に
組
織
化
さ
れ
て
-
る
と
､
ボ
rn亘
重
囲
と
い
う
囲
家
の
う
ち
に
は
'
勢
い
塵
牧
の
北
族
と

農
耕
の
漠
族
と
の
性
格
を
異
に
す
る
二
つ
の
社
食
が

1
廠
で
き
上
っ
て
S
.つ
た
.
漢
族
の
う
ち
知
識
人
の
多
-
は
､
門
閥
の
如
何
を
と
わ
ず
つ
を
の

個
人
的
才
能
に
慮
じ
挨
推
さ
れ
､
新
国
家
の
建
設
に
参
輿
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
の
漢
人
は
'
ボ
ヨ
ウ
氏
の
中
原
進
出
を
も
熱
心
に
の
ぞ
ん
で

偲
た
ら
き
か
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
燕
圃
時
代
に
な
る
と
へ
こ

の
園
の
賢
際
政
治
に
た
す
き
わ
る
も
の
は
'
性
と
ん
ど
漢
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
JP.

そ
の
軽
済
弥
基
礎
が
農
耕
に
置
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
'
必
然
的
に
隣
家
の
髄
制
は
'
申
開
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
Q

が
ん
ら
い
'
五
胡
時
代
は
'
北
方
ま
た
は
束
北
方
の
モ
ン
ゴ
ル
系
民
巌
や
西
北
方
の
チ
べ
､ッ
ト
系
民
族
が
､
そ
の
優
れ
た
武
力
を
以
て
申
開
に
偉

人
し
.
漢
民
族
を
政
治
的
に
支
配
し
た
時
代
.で
あ
る
｡
岡
崎
博
士
も
い
わ
れ
た
よ
う
に
'
昔
時
の
漢
人
と
-
に
北
中
国
の
済
入
棺
導
階
級
は
､
武
力

の
上
で
こ
そ
劣
蕗
で
は
あ
つ
た
が
､

か
れ
ら
は
異
族
出
身
の
資
力
者
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
'

鰻
制
政
治
を
中
国
に
行
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ

た
.
碩
制
政
治
こ
そ
は
赦
倉
上
の
膏
秩
序
を
維
持
し
か
れ
ら
の
支
配
力
を
安
定
化
す
る
も
め
で
あ
っ
覧

ら
｡
そ
れ
ゆ
え
か
れ
ら
蛙
'
常
に
異
族
支

配
者
の
行
馬
や
政
治
性
に
'
中
国
的
倫
理
性
や
合
理
性
を
要
請
し
て
い
る
.
た
と
え
ば
晋
書
の
載
記
を
み
て
も
'
か
れ
ら
が
し
ば
し
ば
先
例
敵
中
鼠

の
史
賓
や
史
上
の
人
物
に
求
め
つ
つ
､

そ
の
君
主
や
支
配
者
ら
の
言
動
を
戒
め
て
S
る
の
は
'

こ
の
こ
TU
を
語
る
も
の
に
蜂
か
な
ら
な
い
で
あ
る

ラ
.
こ
の
よ
う
な
さ
ま
は
'
よ
く
ボ
ヨ
ウ
王
国
の
成
立
過
程
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
.

(昭
和
二
十
三
年
十

1
月
人
文
科
挙
委
員
倉
歴
史
都
合
講
演
'
固
二
十
四
年
十
二
月
神
橋
で
)



THE EMERGENCE OF THE MU･YUNG

KNGDOMSANDTHEIRCHARACTER

ByJitsuzoTamura

ATheauthotthirlksthatthosepeopleswhoal･OSeandゝdeclined

ordisappearedinthecourseofhistoryinnorthernAsiawithMom-/

goliaasitsmaintheatrecanbeputintotwodistinctcategories,

i,e･,nomadicempiresanddynasties,ofconquesL′

Inthepresentarticletheallthortakesupthekingdomsestabli･

shedbytheMu-ynug (慕容)tribewhichbelongedtotheHsien-pi
I

peopleia:nddiscdssestheiremergenceasstatesandthbircharacter･

First,hetriestomake,clearihe,politicalhistoryoftheMu･yung

kingdoms,i.e.,FormerYen,LaterYen,WesternYenandSothern

Yen,allofwhichwereinkinship.Next,heconsiders-thecharacter

ofthesesucceedingkingdo払S,t疲ingFormerYenasapattern. J､

Theauthorconcludes:(1)FormerYen.hadbeeninthestageof

atribalstate,whiletheyhadbeeninhabitingSouthManchuriaand

Jehol,havinglivedonpartlynomadism andpartlyonagriculfu're;

(2)ittransformeditselfintoaquasi･ChineseorSinisizedstate,depend･

ingonmainlyagriculturalproducts,･whenitbecameakingdomestabli･

shedinn.OrthChina;7-(3)suchatransformationwastheresultofitts∫

contact,socialandcultural.withtheChi'nese.


