
「
吐
蕃
」

・
「
羊
同
」

な
ど
の
名
稽
に
つ
い
て

佐

藤

長

て
、
史
書
に
そ
の
名
を
留
め
て
い
る
。

「吐
蕃
」
は
唐
代
に
古
代
チ
ベ
ッ
ト
王
園
の
呼
稽
と
し
て
中
園
で
用
い
ら
れ
、

宋
・
元
を
逼
じ
て
、

や
は
り
チ
ベ
ッ

ト
を
指
す
名
稽
と
し

し
か
し
そ
の
「
吐
蕃
」
が
本
来
如
何
な
る
語
を
寓
し
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
確
固
た
る
読
は
な

「
南
涼
の
禿
髪
利
鹿
孤
の
子
奨
尼
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
、

吐
蕃
と
い
っ

た」

と
か
(新
奮
侍
〉

「
護
莞

- 27ー

か
っ
た
。
尤
も
雨
唐
書
吐
蕃
俸
に
は
、

の
子
孫
で
、
蕃

・
設
は
音
が
近
い
か
ら
吐
蕃
と
い
っ
た
」
と
か
(
新
侍
)
、

一
醸
の
設
明
は
あ
る
。
し
か
し
と
れ
ら
は
共
に
、
雨
俸
が
自
ら
或
る

読
と
し
て
掲
げ
て
い
る
ご
と
く
、

牽
強
附
舎
の
設
で
あ
っ
て
、

「
そ
の
種
族
は
何
れ
か
ら
出
た
の
か
分
ら
な
い
」
と
は

っ
き
り
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
 

い
て
、
大
要
次
の
ご
と
く
い
う
。

何
人
も
今
日
こ
れ
を

信
ず
る
者
は
い
な
い
。

奮
惇
な
ど
は
と
の
設
の
前
に
、

古
く
ロ

ッ
ク
ヒ
ル
巧
・

同
NSE---
は
こ
の
語
に
つ

唐
蕃
禽
盟
碑
で
は
、

チ
ベ
ッ
ト
の
支
配
者
を
切
O
仏
関
可
ご
雪
印

J
o
〈
チ
ベ
ッ
ト
の
王
〉
と
い
い
、
文
園
名
を
∞
O
仏
各
自
旬
。

(
大
チ
ベ
ッ
ト
)

と
い
う
。
回
包

は
現
在
、
文
恐
ら
く
は
常
に
フ
ラ
ン
ス
語
の

宮
口
の
ご
と
く
瑳
音
さ
れ、

そ
れ
は
中
園
人
が
、
番

(
現
代
音

P
ロ
)
の
字

で
潟
す
と
こ
ろ
の
音
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
中
央
チ
ベ
ッ
ト
の
チ
ベ
ッ
ト
人
は
、
東
方
中
園
或
は
イ
ン
ド
洋
に
流
れ
る
主
要
な
河

の
上
流
に
沿
っ
た
中
央
チ
ベ
ッ
ト
を
、
い
つ
も
吋

2
宮
ロ
(
虫
色
ゲ

0
3
即
ち

「高
地
チ
ベ
ッ

ト
」
IC3巾
円
、
ロ
ゲ
え
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
、
『

2
の
音
は
、
中
園
語
寸
信
(
土
)

に
よ
っ
て
寓
さ
れ
、
こ
れ
よ
り
中
園
に
お
け
る
チ
ベ

ッ
ト
の
別
稿
と
し
て
吐
蕃
が
出
て
き
た

27 
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の
で
あ
る
。

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
∞
O
仏
は
確
に
現
代
音
で
は

日】2

K近
い
音
で
あ
る
が
、

唐
代
に
は
文
字
通
り
の
設
音
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ、

番

目ご
君
国
ロ
と
は

一
致
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

ω円
。
仏
ゲ
O
仏
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、

ロ
ッ
ク

ヒ
ル
は
チ
ベ
ヴ
ト
内
地
を
放
行
も
し
て
お
り
、

或
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
聞
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
回
主
的
件
。仏
な
ら
と
も
か
く
、

g
a
σ
0与
と
い
う
形
は
不
自
然
な
感
を
興
え
る
。

そ
れ
に

切
邑

に
「
番
」
を
興
え
る
の
が
無
理
と
す
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
で
も
彼
の
読
は
成
立
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

又
那
珂
氏
は
元
朝
秘
史
の
詩
の
中
で

「
吐
蕃
は
蓋
し
字
篤
の
音
詳
」
と
注
す
る
が

(成
吉
田
心
汗
資
銀
、
四
四
九
頁
〉
、
勿
論
前
説
同
様
、
音
は

不

一
致
で
説
明
に
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
最
近
山
口
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
新
読
を
出
し
た
。
氏
は
古
代
チ
ベ
ッ
ト
の
博
承
に
、

チ
ャ
l

Huy
uコ司
白
(
古
代
立
日
ピ
ャ
l

Z

帥)
な

る
玉
名
が
あ
る
の
に
注
目
し
、

そ
れ
よ
り
そ
の
系
統
の

一
族
が
ピ
ャ
!
と
呼
ば
れ
、
更
に
そ
の
う
ち
ヤ
ル

ル
ン
渓
谷

ペ
R
E
E
Z
に
い
た
系
統

そ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
体
説
的
な

28ー

が
南
方
寄
り
に
居
た
の
で

ロ
ピ
ャ
l
F
r
o

Z
ヲ
E
(南
の
ピ
ャ
l
)
と
稽
さ
れ
、

@
 

の
だ
と
い
う
。
山
口
氏
の
考
え
に
は
、
ピ

ャ
ー
が
中
闘
で
は
設
発
と
寓
さ
れ
た
と
す
る
前
提
が
あ
る
が
、

」
れ
に
蕃
の
観
念
を
重
ね
て

ロ
ピ
ャ
ー
が
吐
蕃
と
寓
さ
れ
た

玉
名
と
し
て
は
と
も
か
く
、
部
族
名
と
し
て
ピ
ャ

ー
は
質
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
貼
は
我
々
も
肯
定
で
き
る
が、

し
か
し

F
7
0

匂ゲ司
君白

な
る
語
は
チ
ベ
ッ

ト
文
献
に
全
く
な
い
言
葉
で
、
そ
れ
か
ら
「
吐
蕃
」
を
説
明
す
る
の
は
や
は
り
無
理
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
「
吐
蕃
」
と
い
う
語
は
他
に
理
解
す
べ
ぎ
方
法
が
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
に
私
な
り
の
考
え
を
漣

べ
て
み
た
い
。

古
代
王
朝
が
中
央
チ
ベ
ッ
ト
に
起
り

青
海
方
面
に
支
配
の
範
圏
を
描
げ
た
と
き
、

最
も
強
力
に
こ
れ
に
抵
抗
し
た
の
は
吐
谷
揮
で
あ
っ

た
。
吐
蕃
の
王
ソ
ン
ツ

ェ
ン
ガ
ン
ポ
は
貞
観
八
年

(
六
三
五
)
に
使
を
唐
に
遣
し
、

突
放

・
吐
谷
揮
の
例
に
な
ら
っ
て
公
主
の
降
嫁
を
求
め
て

吐
谷
揮
を
攻
撃
し
、
と
れ
を
車内
海
の
北
に
騒
逐
し
た

(
新
葱
侍
)
。

引
綴
き
ソ
ン
ツ
ェ
ン
は
二
十
高
の
軍
を
率
い
て
松
州
(
四
川
省
松
潜
賂
〉
に
入
冠
し
た
。
中
園
の
記
録
で
は
、
唐

・
吐
谷
津
と
吐
蕃
と
の
関
係
は

ぎ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
吐
谷
津
の
裏
工
作
で
止
め
ら
れ
た
の
で
彼
は
怒
り
、



こ
れ
か
ら
始
ま
る
が
、
同
じ
チ
ベ
ッ
ト
高
原
に
住
む
も
の
と
し
て
、
吐
谷
揮
は
嘗
然
そ
れ
よ
り
以
前
に
、
吐
蕃
の
存
在
を
知

っ
て
い
た
筈
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
吐
谷
葎
は
吐
蕃
を
何
と
呼
ん
で
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
貿
は
そ
の
呼
稽
が
「
吐
蕃
」
で
、
吐
蕃
と
い
う
名
稽
は
吐
谷

揮
を
経
て
リ
レ

l
式
に
唐
に
俸
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

た
だ
吐
谷
揮
は
文
字
を
持
た
ず
、
従
っ
て
吐
谷
海
文
字
の
文
献
は
存
在
し
な
い
。

し
た
中
園
の
文
献
か
ら
吐
谷
海
語
を
拾
い
、

そ
の
検
討
に
よ

っ
て、

し
か
し
ベ
リ
オ
氏
同
司
巴
ロ
0

同
は
吐
谷
揮
に
つ
い
て
記

@
 

吐
谷
揮
の
支
配
者
た
ち
を
蒙
古
語
族
と
推
定
し
た
。
と
の
推
定
は

一
つ
の

優
れ
た
見
解
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
事
責
唐
代
の
車
内
海

・
チ
ベ
ッ
ト
の
地
名
に
は
蒙
古
語
に
近
い
も
の
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
蒙
古
語
的
地
名
は
、
嘗
然
本
来
は
吐
谷
海
語
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
唐
初
の
頃
の
チ
ベ
ッ

ト
獄
勢
を
考
え
る
と
、

の
地
方
を
征
服
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
醤
停
は
、

吐
蕃
の
王
は
既
に
ヤ
ル
ル
ン
渓
谷
か
ら
西
進
し
、

ラ
サ
を
中
心
と
す
る
ウ
イ

ロゲ

5

一 29ー

弄
讃
(
ソ
ン
ツ
コ
ノ
〉
は
年
若
く
し
て
位
を
嗣
ぎ
、
性
質
は
勇
武
で
経
略
の
才
に
富
み
、

そ
の
隣
園
の
羊
同
や
も
ろ
も
ろ
の
美
族
は
皆
こ

れ
に
服
従
し
た
。

と
い
い
、

ソ
ン
ツ
-
ン
に
よ
っ
て
羊
同
(
ツ
7

ン
地
方
。
後
述
)
が
服
従
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
お
り
、
又
、

弄
讃
は
羊
同
と
聯
合
し
て
兵
を
出
し
、
吐
谷
津
を
討
っ
た
(
奮
侍
)
。

弄
讃
は
〔
吐
谷
海
の
反
間
工
作
を
聞
い
て
〕
怒
り
、
羊
同
を
ひ
き
つ
れ
て
と
も
に
吐
谷
揮
を
攻
撃
し
た
(
新
停
)
。

と
あ

っ
て
、
嘗
時
ウ
イ

・
ツ
ァ
ン
は
現
在
の
よ
う
に
完
全
に

一
つ
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ウ
イ
は

一
つ
の
集
園

・
地
域

で
あ
り

ツ
ァ
ン
も
ま
た
一
つ
の
集
圏
・
地
域
で
あ

っ
て
、
吐
蕃
は
そ
の
直
接
支
配
地
域
を
ウ
イ
と
稿
し
、
自
ら
を
ウ
イ
人
口

σ
5
宮

と

稿

29 

し
た
と
と
が
議
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ケ

l
ベ
l
ガ
ト
ン

(
一
九
丁
裏
)

に
は
、

チ
ベ
ッ

ト
の
初
期
に
そ
の
地
が
五
大
翼

(
叉
は
地
方
)

河
口
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n
r
3
5白
に
分
た
れ
た
こ
と
を
い
い
、

ツ
ア
ン
に
は
イ
ェ
翼
。
・
3
∞

E
と
そ
の
支
翼

H
N
Z
F
m

ウ
イ
に
は
ウ
翼

り
σ
Z
2
と
ヨ
翼

0
・
3一

E

支
翼
ス
ン
パ
の
翼

ωロ
日
官
官

2
を
加
え
て
五
翼
に
分
て
り
。

と
説
明
す
る
。
そ
の
う
ち
ウ
翼
の
存
在
は
、
敦
埋
文
書
編
年
記
に
よ
っ
て
、
六
八
四
年
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
六
八
四
年
(
嗣
聖
元
年
〉
〕
大
論
ツ
ェ
ン

ユ
ヤ

切
Z
同
ロ
印
宮

は
ウ
翼
下
部

ロ
σ
ロ

E
n
a
の
レ
ガ
ム

閉
山
由
共
同
日

に
集
曾
を
聞
き
た
り

(口、
叶
出
・
日
u
・
ωω
〉。

〔
七
二
四
年
(
開
元
十
二
年
)
〕
大
論
チ
ス
ム
ジ
ェ

同
ハ
『
同
門

F
2
5
円』
刊
は
、

夏
に
ウ
翼
下
部

U
E
2
2仏
の
チ
ウ
ル
ン

ド丘一
E
E
P
に
集

舎
を
聞
き
た
り
(
巴
叶
国
・
目u
・
当
)
。

こ
れ
に
よ
っ
て
ウ
翼
な
る
言
葉
が

か
な
り
早
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
こ
れ
に
伴

っ
て
ウ
イ
ロ

σ
5
な

- 30一

る
言
葉
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
ケ
l
ベ
l
ガ
ト
ン
(
十
八
丁
裏
)
に
は
、
六
人
組
織

穴
7
2
仏
E
∞
の
存
在
を
い

い、

三
人
の
シ
ャ
ン

ω
Eひ
は
ロ
ン

E
Cロ
と
と
も
に
ウ
イ
の
集
曾

恒
仏
ロ
ロ
印
白

を
司
る
。

三
人
の
パ

l
デ

ロ
宮
廿
丘
町

は
園
境
の
城
塞

ω
o
r
E
を
守
り
、

そ
れ
ら
を
チ
ベ
ッ
ト
の
六
人
組
織
と
い
う
。

と
あ

っ
て
、
先
の
例
と
と
も
に
ウ
イ
と
い
う
言
葉
が
現
れ
て
い
る
。

ウ
翼
(
頭
契

・
中
央
環
〉
と
い
う
の
は
ツ
ェ
ン
ポ
の
直
率
部
隊
な
る
が
故
の

呼
稀
で
あ
り
、
そ
の
所
在
の
地
域
な
る
故
に
ウ
イ

〈
中
央
)

と
い
う
語
で
ラ
サ
の
地
方
は
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
八
四
年

テ
プ
テ

ル

E
C
Fロ
L
m
r
F
R
に
は
、

に
ウ
翼
の
例
が
出
て
く
る

の
を
見
れ
ば
、
こ
の
組
織
は
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
の
時
に

一
躍
の
完
成
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
四
つ
の
翼
を
千
戸
部

Eotr
に
分

っ
た
」
こ
と
を
い
う
胸
、
或
は

こ
れ
は

ア
ー
ラ
ン

ソ
ン
ツ
ェ
ン
が

四
翼

・
各
千
戸
の
組
成
が
事
貫
で
あ
っ

た
と
と
を
博
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。



敦
煙
文
書
に
は
ウ
イ
の
例
は
、
現
在
の
と
と
ろ
見
嘗
ら
な
い
が
、
ト
ル
キ
ス
タ
ソ
文
書
に
は
、
只
一
つ
ウ
イ
人
の
例
が
翠
げ
ら
れ
る

(
吋
戸
叶
ロ

同
》
仲

-

H

H
・

同

V
-
A
H
ω
ω
)

。

ウ
イ
人
口
宮
印
聞
記
の
支
隊
の
も
の
岡
山
口
苫
P
(ヨ
ロ
)
g
m
官
、
大
ノ
ブ

Z
o
σ
n
y包
ち

に

来

た

れ
り
。

と
れ
も
確
貫
な
年
代
を
事
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

ケ

l
ベ
l
ガ
ト
ン
の
記
述
と
合
せ
て
、

チ
ソ
ン
デ
ツ

ェ
ン

の
頃
ま
で
に
は
り
σロ
2
・

ロ
ゲ
ロ
タ
ロ
ゲ

5
M
M同
の
語
は
貫
質
的
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
り

r
g
の
音
で
あ
る
。
こ
の
音
は
現
在
は
い
う
ま
で
も
な
く
巳
又
は

C

で
あ
る
が
、
古
代
チ
ベ
ッ
ト
の
時
代
に
、
そ
の
音
は
綴

字
遁
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
先
ず
添
前
詞
の
色
白
音
に
つ
い
て
は
、
九
大
向
論

ω
Z
P
Z
oロ
ロ
r包
宮
内
同
∞
ロ

が
向
論
製
述
突
程
と
輔
寓
さ

れ
る
ご
と
く
仏
関
口

(九
)
は
突
程
ペ
ロ
え

r.2
と
寓
さ
れ
て
、
明
か
に
音
と
し
て
の
存
在
を
示
し
て
い
る

(
古
代
史
、
七
二
三
頁
)
。

添
後
詞
の

ふ
に
つ
い
て
は
、
唐
蕃
曾
盟
碑
の
チ
ベ
ッ

ト
側
盟
誓
者
の
名
に
、

ロ
ン
ギ
一
ム
プ
サ
ン
ド
ェ
コ
ン

回一
oロ
『
ぬ
可
包
ゲ

E
D
一三

5
r
。-J

が
あ
る
が
、

も
ま
た
嘗
時
は
確
質
に
音
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ

門出
γ
の
場
合
、
ヶ
・

が
ど
の
よ
う
な
音
債
を
持

っ
て
い

た
か
は
、

そ
の
例
が
な

- 31ー

こ
れ
は
論
頬
蕗
湾
悉
恭
と
局
さ
れ
て
い
る
(
古
代
史
、
九
O
一頁

)o
Z
5
が
湾
悉

円
Z
O

凹
百

と
轄
省局
さ
れ
て
い

る
か
ら
に
は
、
添
後
詞
の

・凹

い
の
で
確
定
で
き
な
い
。

し
か
し
ガ
ル
氏
冨
何
回
円
の
出
身
で
唐
と
戦
い
、

後
に
投
降
し
た
賛
婆

志
ロ
ゲ
J
L
が

回

g
g
g
で
あ
る
こ
と

(
古
代
史
、

三
三
四
頁
)
、
康
徳
元
年
の
長
安
占
領
の
チ
ベ

ッ
ト
軍
司
令
官
の

一
人
向
賛
摩

か
自
∞

Z
宮
よ
ど
仙

が

ω
Z
P
σ
z
g
g
で
あ
る

こ
匂
(
古
代
史
、
五
五
三
頁
)
な
ど
の
例
か
ら
す
る
と
、
昏
・
は
ロ

・当

文
は
消
滅
音
で
は
な
く
て
、
や
は
り
文
字
通
り
護
音
さ
れ
た
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
り

σ
5
で
は

「
吐
蕃
」
と
は
音
の
上
で
向

一
致
す
る
貼
は
何
も
な
い
。

①
 

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
り
Z
P
り
σロ
と
同
意
義
の
り
σ
c
p
-
Uσ邑
な
る
語
で
あ
る
。

南
語
と
も
現
在
で
は
殆
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
言

葉
で
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
は
或
る
程
度
用
い
ら
れ
、
ロ
ゲ

5
の
例
か
ら
す
れ
ば
、

や
は
り
綴
字
通
り
の
瑳
音
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
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私
の
考
え
で
あ
る
。
又

ロ
σロ仏

が
吐
谷
海
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
も
明
か
で
な
い
が
、

更
に
そ
れ
が
吐
蕃
ぺ
己
主
君

g
と
鶴
寓
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が

@
 

突
阪
碑
文
の

吋
C

匂〔二

が
こ
の
語
の
系
統

ロゲ
E
J
が
吐
谷
揮
に
お
い
て

袋
、H，
c
r
c
ロ
な
る
形
で
受
容
さ
れ
、



32 

を
引
く
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
添
前
詞
の
円
山
・
が
吐
谷
海
語

・
突
欧
語
で

?
と
な
る
の
は
、
嘗
時
既
に
語
頭
子
音
と
し
て
の

仏・

は

軽
い
音
と
な
っ
て
お
り
、
前
例
の
突
塵
の
場
合
、
突
ぺ
己
え
で
寓
さ
れ、

吐
蕃
の
場
合
、
吐
ぺ
Z

で
寓
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
で
あ

ろ
う
。注

意
す
べ
さ
は
弐
の
鈷
で
あ
る
。
首
時
の
碑
文

・
敦
埠
文
書
、
或
は
そ
の
頃
の
欣
勢
を
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
文
献
な
ど
に
は

り
σ
c
・
0
σ
5
・

ロ
σ
5
宮

と

い
う
形
は
確
に
存
在
す
る
。

し
か
し
り
σロ
ひ
・
り
σ邑
と

い
う
表
現
は
絶
え
て
存
在
し
な
い
。

と
す
れ
ば
こ
れ
ら
の

語
は
或
は

吐
谷
海
に
お
け
る
被
支
配
民
族
主
族
の
語
で
、
中
央
チ
ベ
ッ
ト
語
。

E
・ロ
σ
5
に
料
到
す
る
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、

支
配
者
に
採
上
げ
ら
れ
て
、
唐

・
突
欧
に
俸
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
吐
谷
揮
の

し
て
み
た
い
。
吐
谷
海
は
遊
牧
民
族
で
あ
り
、
前
に
も
鰯
れ
た
ご
と
く
文
字
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
梁
書
(
谷
五
四
)
河
南
王
俸
に
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と
こ
ろ
で
「
吐
蕃
」
と
い
う
文
字
は
、
果
し
て
唐
に
お
い
て
初
め
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
を
費

は
、
吐
谷
海
と
い
う
族
名
の
由
来
に
つ
い
て

吐
谷
海
孫
業
延
頗
識
書
記
、
自
謂
曾
組
突
洛
干
始
封
昌
励
賞
公
、
吾
蓋
公
孫
之
子
也
、
雄
以
王
父
字
震
園
氏
、
因
姓
吐
谷
津
、
亦
矯
園
競
。

と
述
べ
て
い
る
。
葉
延
の
知
る
書
記
と
は
明
か
に
中
園
文
字
を
書
記
す
る
こ
と
で
あ
り
、

「
王
父
の
字
を
以
て
園
氏
と
な
す
」
と
い
う
の
も
中

固
に
お
け
る
惇
承
で
あ
る
。
又
逼
山
内
(
省
一
九

O
)
溢
防
六
吐
谷
海
俸
に
は
、
吐
谷
津
よ
り
第
六
代
覗
聞
に
至
る
ま
で
の
そ
れ
ら
の
君
主
に
つ
い

て

皆
有
才
略
、
知
古
今
、
司
馬

・
博
士
皆
用
儒
生
。

と
い
っ
て
お
り
、
古
く
か
ら
儒
者
を
用
い
て
軍
事

・
数
拳
を
司
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
又
前
掲
梁
書
同
博
に
、
第
十
二
代
拾
寅
に

つ
い
て



拾
寅
立
、
乃
用
書
契
。

書
を
利
用
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

と
あ
り
、
こ
れ
も
中
園
文
字
に
よ
る
文
書
を
用
い
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
葉
延
の
こ
と
は
博
説
的
で
は
あ
る
が
、
拾
寅
が
中
園
字
の
文

そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
俸
承
と
い

っ
て
よ
い
。
文
同
俸
天
監
十
五
年

(
五
二
ハ
)
の
篠
に
は
、

其
地
興
盆
州
都
、
常
通
商
買
、
民
慕
其
利
、
多
往
従
之
、
数
其
書
記
、
震
之
僻
詳
、
梢
築
賠
失
。

と
あ
り
、
梁
側
の
民
が
通
商
に
出
か
け
、
文
字
を
教
え
て
通
課
を
さ
せ
た
た
め
、
吐
谷
清
伴
は
漸
次
技
滑
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
文
字
も
明
か

に
中
園
の
文
字
と
見
て
差
支
え
な
い
。
従

っ
て
、
唐
の
高
祖

・
太
宗
初
期
の
頃
は
第
十
七
代
伏
允
の
時
代
で
あ
り
、
中
園
文
字
の
使
用
は
一
段

と
披
が
っ

て
い
た
に
相
違
な
い
。

と
す
れ
ば
「
吐
蕃
」
と
い
う
寓
し
方
は
、
吐
谷
揮
で
作
ら
れ
、
そ
れ
が
唐
に
俸
え
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
の
由
来
を
中
園
人
自
身

が
説
明
で
き
な
い
の
は
、
既
に
吐
谷
揮
に
お
い
て
熟
し
た
文
字
を
唐
が
移
入
し
た
と
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

「
吐
蕃
」

が
唐
代
初
期
か
ら
突
然
現
れ

一
代
を
通
じ
て
饗
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
、

「
吐
蕃
」
は
最
初
ウ
イ
の
地
方
を
指
し
、
そ
の
他
の
諸
種
族
を
含
ま
な
か
っ

た
筈
で
、
そ
れ
故
大
小
羊
同

・
蘇
批

・
白
蘭
な
ど
と
並

記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
吐
蕃
の
膨
張
は

チ
ベ
ヴ

ト
全
践
を
包
む
よ
う
に
な
り
、
前
に
も
鰯
れ
た
ご
と
く
そ
の
名
は
宋
元
時
代
へ

勿
論
、
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と
停
え
ら
れ
、

チ
ベ

ッ
ト
全
健
の
呼
穏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
中
園
だ
け
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
り
、

西
方
で
は
回
数
徒
の
手
を
経
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
携
が
り
、
叶

E
Z
?
吋
F
2
と
な
っ
た
。 そ

の
他
の
地
域
に
は

吋

S
E
の
語
が
停
播
し
て
ゆ
き
、

向
東
方
で
は
遼
が
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。
遼
史
巻
二

0
・
三
六
・
四
六

・
七

0
・
一
一
五
な
ど
に
見
え
る
識
不
得
園
は
突
欧
か
ら
ウ
イ
グ

ル
を
経
て
停
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
元
朝
秘
史
巻
一
一
に
は
脱
字
都
協
な
る
語
が
あ
り
、
那
珂
氏
は
こ
れ
を
脱
字
都
の
複
数
形
と
し
、

今
の
チ
ベ
ッ
ト
を
指
す
も
の
と
注
穫
す
る
(
成
吉
思
汗
貫
録
、
四
四
九
頁
)
。

勿
論
契
丹
族
を
蒙
古
語
族
と
す
る
限
り
、

吋
口
一
立
与
の
P
立
田
は
こ
こ

で
は
b
音
に
襲
っ
て
い
る
筈
で
、
白
鳥
氏
の
鶴
湾
で
は
脱
字
都
協
は
吋
α
v
o
ι
E
と
な
っ
て
い
る
(
音
詳
蒙
文
元
朝
秘
史
、
綴
集
容
一
、
四
七
三
。

そ
の
後
現
代
に
至
る
蒙
古
語
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
H
o
r
a
-
叶

g
m『

Z
L

が
並
び
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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四

「羊
同
と
連
合
し
て
兵
を
出
し
た
」
と
い
う
例
を
穆
げ
た
が

(
二
九
頁
〉
、

蕃
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
と
が
分
る
。
こ
の
語
は
難
解
で
、

さ
て
第
二
の
問
題
は
羊
同
園
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
雨
停
に
よ

っ
て、

た
、
或
は
彼
が
吐
谷
溜
攻
撃
に
は
、

ソ
ン
ツ
占
ン
カ
ン
ポ

が

「
隣
園
の
羊
同
」
を
服
従
さ
せ

そ
れ
ら
を
見
る
と
、
羊
同
は
吐

現
在
ま
で
設
を
出
し
た
の
は

藤
田

・
ト
マ
ス
司
・
当
・
叶
「
O
B
S
-
山

口
三
氏
だ
け
で
あ
ろ
う
。
藤
田
氏
は
慧
超
俸
に
出
て
く
る
楊
同
闘
を
羊
同
園
と
同
じ
も
の
と
し
、
大
羊
同
闘
に
つ
い
て
は
稗
迦
方
志
の
設
に
従

っ
て
蘇
伐
刺
寧
程
阻
羅

ω己
〈回同信白関
2
5
聞
東
女
園
、

多
分
現
在
の
シ
ガ
ツ
ェ
或
は
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
の
地
方
で
、

町
大
羊
同
園
と
し
た

(
慧
超
待
、
三
一
了
左
)
。

又
小
羊
同
園
も
方
志
の
記
載
に
従
い
、

ヤ
ム
ト
ク
湖
J

門出
円一
予『
o
m
g
g
y
o
は
そ
の
遺
名
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る

(
前
拐
輩
出
向

了
)。

し
か
し
方
志
の
記
す
大
小
羊
同
の
方
位
は
、
藤
田
氏
自
身
が
注
意
す
る
ご
と
く
、

書
三
二
丁
右
)
。
従

っ
て
氏
の
比
定
は
、
小
羊
同
は
と
も
か
く
と
し
て
、

通血ハ

・
文
献
通
考
の
方
位
と
全
く
異
っ
て
い
る
(
前
掲

大
学
問
は
先
ず
信
用
で
き
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト

ーマ
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ス
氏
は
チ
ャ
ン
タ

γ
高
原
が
羊
同
だ
と
主
張
す
る
が
(
〉
出
土
匂・

3
、
通
典
(
省
一
九
O
、
法
防
六
)
の
大
羊
同
園
を
見
れ
ば
、

そ
の
園
は
そ
れ

な
り
の
盟
さ
を
持

っ
た
園
で
、
到
底
極
寒
の
高
原
、

@
 

J

ヘ
白
己
主
に
比
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
先
ず
音
の
不

一
致
か
ら
し
て
成
立
し
な
い
と
思
う
。

人
跡
稀
な
チ
ャ
ン
タ
ン
で
は
あ
り
得
な
い
。

山
口
氏
の
読
は

羊
同
を
ツ
ァ
ン
の
西
方

の
ヤ
ト
ェ

こ
の
問
題
解
決
の
手
が
か
り
は
、
前
掲
通
典
の
大
羊
同
闘
の
項
で
あ
る
。
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、

大
羊
同
園
、
東
接
吐
蕃
、

西
小
羊
向
、
北
近
子
閥
、
東
西
千
絵
里
、
勝
丘
一八
九
高
人
。

と
あ
り
、
吐
蕃
の
西
に
あ
り
、

そ
の
西
に
小
羊
同
園
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
吐
蕃
を
先
に
述
べ
た
ご
と
く
ウ
イ
の
地
に
比
定
す
る
と
、
大
羊

同
は
如
何
に
し
て
も
ツ
ァ
ン
の
地
方
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
思
い
起
す
の

は
、
ツ
ァ
ン
の
地
方
を
南
東
か
ら
北
西
に
か
け
て
流
れ、

ae

⑮
 

ア
ン
ポ
河
に
注
い
で
い
る

ニ
ャ
ン
河

z
t戸
ロ
ゲロ

の
こ
と
で
あ
る
。
と

の
河
の
流
域
は

ニ
ャ
ン

ロ

Z
E一
H
O

T

-
ャン
地
方
)
と
も
呼
ば
れ
、

ツチ

ベ
ヴ
ト
で
最
も
肥
沃
な
地
域
と
な

っ
て
お
り
、
古
く
か
ら
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
る
。

と
の

ニ
ャ
ン
ロ
は
敦
健
文
書
で
は
ミ
ャ
ン

ロ

呂
志
P

H
O



と
書
か
れ
て
お
り
(
り
吋
国
・
句
・
∞
ω)、
こ
の
語
が
羊
同
町
ロ
m
仏
ピ
ロ
m
と
寓
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
語
頭
の
複
子
音
は
如
何

に
も
一
致
し
な
い
で
は
な
い
か
。
と
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、

や
は
り
吐
谷
揮
を
こ
の
間
に
介
在
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

蒙
古
語
で
は
語
頭
に

B
3
と
い
う
音
が
く
る
言
葉
は
な
く
、
吐
谷
海
人
も
こ
の
音
は
護
音
で
き
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
従
っ
て

B
E
の

音
素
自
は
脱
落
し
て
、

B
U
B
P
は

uBP
と
護
音
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
O

の
場
合
の
?
が
円
?
と
交
代
す
る
の
は
塞
外
言
語
の
常
例
で
あ

る。

Z
又
は
向
日
。
が

【可ロロ
m
で
寓
さ
れ
る
の
は
、
西
北
方
音
で
ロ
ロ
∞
が
鼻
音
化
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
わ
o
m
g
が
燭
龍
企
君
。
日
円

-Fdgロ
m
と
寓
さ
れ
、
門
出
向
日
目
。
が
鵠
葬
『

d々
と
自
宅
仇
山
口
∞
で
寓
さ
れ
る
と
と
く
で
あ
る
。
ミ
ヤ
ン
ロ
が
羊
同
で
寓
さ
れ
た
の
は

「
吐
蕃
」
同

様
、
吐
谷
揮
の
設
音
、
或
は
そ
の
轄
湾
字
を
そ
の
ま
ま
中
園
側
が
受
容
れ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。

と
こ
ろ
で
興
味
あ
る
の
は
、
加
府
元
亀
(
容
九
六
六
、
外
臣
部
)
鑑
襲
に
、
ツ
ェ
ン
ポ
の
チ
ド
ゥ
ソ
ン

同
r巳
}
1
5
2
0
P
の
即
位
に
つ
い
て
、

不
夜
弄
讃
卒
、
嫡
子
器
毎
悉
弄
即
大
臣
麹
薩
苦
之
甥
也
、
先
輿
薩
苦
往
年
問
、
徴
設
兵
馬
、
聞
喪
蹄
園
、
繕
位
篤

儀
鳳
四
年
(
六
七
九
)
、

@
 

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
資
治
通
鑑
の
調
露
元
年
(
六
七
九
)

二
月
壬
戊
の
篠
に
も
ほ
ぼ
同
じ
文
が
記
さ
れ
て
お
り
、

通
鑑
で
は
麹
薩
苦
は
麹
薩

- 35ー

賛
普
。

若
、
年
同
は
羊
同
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
麹
薩
若
は
確
に
正
し
い
と
し
て
も
、
年
同
は
羊
同
の
誤
り
と
簡
単
に
は
決
定
で
き
な
い
。
と
い
う

の
は
年
同
巳

g
円

gm
の
方
が
一
層
、
音
に
お
い
て
現
代
音

z
g
B
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
と
れ
は
如
何
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
富
山
忌
ひ
は
こ
の
地
方
で
は
既
に

Z
包
の
音
に
嬰
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
東
方
か
ら
来
た
吐
蕃
人
は
向
宮
古
P

と
震
音
し
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
嘗
時
の
チ
ベ
ッ
ト
語
の

B
1
・
B
3
は
皆
そ
の
ま
ま
の
護
音
で
あ
り
、
冨
U『
酔
ひ
が
「
年
」
で
官
局
さ
れ
た
の
は
、

一
ャ
ン
地
方

の
嬰
り
つ
つ
あ
っ
た
音
を
そ
の
ま
ま
惇
え
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
ツ
ェ
ン
ポ
交
代
の
と
き
は
、
既
に
吐
谷
揮
は
吐
蕃
に
征
服
さ
れ
て

お
り
、
情
報
は
吐
蕃
か
ら
直
接
に
受
取
ら
れ
た
も
の
で
、
吐
蕃
は
こ
れ
を
現
地
ニ
ヤ
ン
か
ら
採
っ
て
お
り
、

そ
の
故
に
中
園
側
で
は
よ
り
原
音

に
近
い
年
同
な
る
轄
篤
を
残
し
た
の
で
な
い
か
と
思
う
。

「
年
同
」
は
決
し
て
品
川
府
元
亀
の
誤
寓
で
は
な
く
、
通
鑑
が
そ
れ
を
羊
同
と
し
た
の
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は
、
歴
史
的
記
述
と
し
て
誤

つ
て
は
い
な
い
が
、

「
年
同
」
の
資
料
的
債
値
を
果
し
て
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
些
か
疑
わ
し
い
も
の
と
い
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⑫
 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

五

と
こ
ろ
で
大
羊
同
が

一
つ
の
園
を
な
し
て
い
た
と
す
る
と
、

そ
の
中
心
は
何
庭
に
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
か。

現
在

ニ
ャ
ン
河
の
流
域
で
最
も
大

き
な
都
市
は
ギ
ャ
ン
ツ

エ

HN
m可何回
目J
Z巾〈
HN
m
u『回
目
江
田
町
と
シ
ガ
ツ

エ

ω}dH
m白
門的mA
ハ
O
m
z

r
NF
2mm
で
あ
り
、

そ
の
何
れ
か
が
大
羊
同
の

中
心
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
ギ
ャ
ン
ツ

ェ
は
ニ
ヤ

ン
漢
谷
の
中
心
に
位
置
し
、
事
質
現
在
イ
ン
ド
か
ら
の
交
通
路
は
、
と
こ
で
北
東

ラ
サ

へ
或
は
北
西
シ
ガ
ツ
ェ
へ
と
分
岐
す
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
こ
が
大
羊
同
の
中
心
即
ち
玉
城
の
あ

っ
た
所
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
正
し
い
綴
字

問
m
可
巳
ユ
お
は
、
古
い
時
代
に
は

河
ぬ
苫
-
B
r
g円同門
的叩

(
玉
城
の
山
)
と
績
ら
れ
、
こ
の
語
は

チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
散
見
す

る
。
少
し
く
後
代
の
こ
と
に
な
る
が
、
第
五
代
ダ
ラ
イ
の
例
数
史
に
は
、
パ
グ
モ
ド
ゥ
王
朝
時
代
の
ギ
ャ
ン
カ
ル
ツ
エ

MN
m
v邑

g
r
E
円同門的向

中
に
パ
グ

モ
ド
ゥ
王
朝
に
最
も
信
頼
さ
れ
た
人
物
と
し
て
ラ
ブ

テ
ン

ク
ン
サ
ン
パ
グ
パ

月
白
-u
F
Z
ロ
r
z
D
σ
N
E

の
諸
侯
の
系
譜
を
記
し
、
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ゲ
℃
『
白
閃
帥
℃
同
を
翠
げ
て
い
る
(
、
『句

ω・
MM-
E

O
)
。
ト
ゥ
ッ
チ
氏
は
こ
の
諸
侯
が
ギ
ャ
ン

カ
ル
王
河
垣
間
P
ι
r
R
m
o
p

g
白
と
呼
ば
れ
た
こ
と

を
い

っ
て
い

る

Q
H
J
-
〈・

H
J
-
Y
同
】
・

2
)。
】N
m
E
P
L
r
R
は
音
に
な
ら

っ
た
書
き
方
で
、
H
N
S丘
三
回
開

を

H
N
m
E
P
Z巾
と
記
す
の
と
同

様
の
も
の
で
問
題
は
な
い
。
そ
こ

で
通
典
大
羊
同
園
の
項
を
見
る
と、

其
王
姓
萎
閥
、
有
四
大
臣
、
分
門
事
園
事
。

と
あ
り
、
王
姓
は
菱
岡

E
g
m
E円
だ
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ

河
雪
印
-
B
r
Z
H
(王
城
)
を
寓
し
た
も
の
で
、

王
は

「
王
城
に
住
む
人
」
の

意
で
H
N
m山
〕

E
-
5
T
Y
R
E
と
で
も
一
般
に
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
園
人
が
そ
の
遁
稿
を
王
の
姓
と
考
え
た
の
は
あ
り
得
る
と
と
と
思
わ

⑬
 

れ
る
の
で
あ
る
。

教
埋
文
書
吐
蕃
王
統
記
に
は
、
古
代
チ
ベ
ッ

ト
初
期
の
諸
王
侯
の
表
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
大
羊
同
に
該
嘗
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は

ハ
ロ
叶
E
・

句-∞
ω〉

、



ユ
ャ
ン
ロ

Z
3
b
g
の
中
部
に
は
、

ツ
ァ
ン

H
N
Z包
の
君
主
ト
ェ
カ
ル
侯
、
吋
r
o仏
宮
円
、
そ
の
二
人
の
顧
問
官
は
ス
ル
ゥ

ωロ
E
と

ナ
ン
の
ロ
同
ひ
。

と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
吐
蕃
王
園
の
初
期
に
は
ト
ェ

カ
ル
な
る
名
の
王
侯
が
い
た
こ
と
が
明
か
に
な
る
。
文
そ
れ
が
ツ
ァ
ン
の
君
主

と
呼
ば
れ
て

い
る
か
ら
、
羊
同
H
ニ
ャ
ン
ロ

H
ツ
ァ
ン
の
等
式
か
ら
羊
同
H
ツ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
い
な
い
。
敦
埋
文
書
の

H
N
Z
E

が
即
ち
現
在
の

c
z
g一
で
あ
る
こ
と
も
動
か
し
が
た
い
と
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ギ
ャ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
は
古
く

そ
の
城
塞
に
は
大
羊
同

園
王
が
い
た
こ
と
は
以
上
で
明
白
に
な
っ
た
と
思
う
。

そ
れ
で
は
針
躍
す
る
小
羊
同
園
は
何
鹿
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
羊
同
と
い
う
か
ら
に
は
ニ
ャ
ン
河
流
域
の
中
に
あ

っ
た
こ
と
は

疑
い
な
く
、
現
在
の
シ
ガ
ツ
ェ
が
こ
れ
に
嘗
る
と
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

@
 

倫
興
味
あ
る
の
は
古
代
チ
ベ
ッ
ト
王
闘
の
末
期
、
落
門
川
討
撃
使
論
恐
熱
巴

S
F
o
p
-出
町
四
円
が
攻
撃
し
た
都
州
節
度
使
向
稗
稗
に
つ
い

て
、
新
傍
は
、

蝉
牌
は
姓
は
混
直
、
名
は
賛
心
牙
、
羊
同
園
の
人
で
あ
る
。
代
代
止
蕃
の
大
臣
と
な
る
家
柄
で
あ
る
。
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と
い

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
混
慮
は

ロ
氏
個
ゲ
円
。
、

賛
心
牙
は
切

Z
8
2
5
u
B
で
あ
ろ
う
が
、

彼
が
羊
同
園
人
と
い
う
の
は
ロ
氏
が
も

と
も
と
羊
同
の
名
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
右
の
逼
典
の
文
に
は
、

「
四
大
臣
が
い
て
園
務
を
分
掌
し
て
い
る
」
こ
と
を
い
う
が
、
二

氏
は
右
の
王
統
記
で
分
る
と
し
て
も
、
他
の
二
氏
は
不
明
で
あ
る
。
或
は
こ
の
不
明
の
二
氏
の
う
ち
に
ロ
氏
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
ケ
l
ベ
1
ガ
ト
ン
(
一
九
丁
裏
)
に
は
、
古
代
チ
ベ
ッ
ト
の
十
八
支
配
地
域
表
口

E
P
巳

:
E
B
官
ゲ
ロ
O

ゲ
同
君
主
と
い
う
の
が
あ
り
、

上
部
・
下
部
ツ
ァ
ン

O
Z包
印
件
。
干
の

g
g
回
日
包
の
支
配
者
と
し
て
ロ
氏
と
キ
品
ン
ポ
氏

Hpu己
H
J
H
5

が
翠
げ
ら
れ
て
、

ロ
氏
は
明
か

に
ツ
ァ
ン
即
ち
羊
同
の
支
配
階
級
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

同
じ
く
軍
事
組
織
表
に
お
い
て
は

ツ
ァ
ン
の
支
翼
河
口
]
目
的
の
翼
隊
長

河
口
内
山
句
。
ロ
の
二
人
に、

キ
品
ン
ポ
氏
と
と
も
に
ロ
氏
が
翠
げ
ら
れ
て
お
り
(
ケ
I
ベ
l
ガ
ト
ン
、
二

O
了
表
〉
、

(
新
停
〉
で
は
あ
っ
た
が
、
本
来
は
ツ
ァ
ン
の
貴
族
の
系
統
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ロ
氏
は
「
代
代
吐
蕃
の
貴
相
」

37 
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通
典
大
羊
同
閣
の
項
の
最
後
に
は

「
古
よ
り
〔
中
闘
に
〕
未
だ
通
じ
な
い
」
と
い
っ

て
、
更
に

大
唐
貞
間
十
五
年
、
遺
使
来
朝
。

と
い
う
。

貞
硯
十
五
年

(
六
四
一
〉
は

ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
が
降
嫁
す
る
文
成
公
主
を
青
海
の
畔
ま
で
親
迎
し
た
年
で
、

吐
蕃
と
し
て
も
開

園
以
来
最
も
勢
力
の
伸
長
し
た
と
ぎ
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
時
期
で
さ
え
、
羊
同
が
遣
使
来
朝
し
た
と
い
う
の
は
、
未
だ
こ
の
園
が
或
る
程
度

の
主
権
を
も
ち
、
吐
蕃
に
完
全
に
服
属
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
尤
も
こ
れ
以
後
、
羊
同
の
使
者
は
全
く
来
朝
し
な
い
か
ら
、

多
分
泣
く
な
い
時
期
に

こ
の
園
は
吐
蕃
の
組
織
内
に
組
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
掲
珊
府
の
文
に
は

チ
ド
ゥ
ソ
ン
が
即
位
の
直
前

に
、
大
臣
の
麹
薩
若
と
兵
馬
を
徴
設
し
に
羊
同
に
行

っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
儀
鳳
元
年
(
六
七
六
〉
ま
で
の
聞
に
、

彼
等
は
吐
蕃
に
完
全
服
属
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
に
服
従
し
た
」

⑪
 

(六
七
九
)
を
そ
の
ま
ま
信
じ
た
か
ら
で
、
買
は
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

ト
ゥ
ッ
チ
氏
が
、

「
羊
同
は
六
七
九
年
頃
、

と
い・フ
の
は

(
勺
月

M
M
Eδ
、
「
儀
鳳
四
年
」

そ
の
南
三

O
O里
に
三
山
が
あ
り
、
中
に
高
く
て
四
方
に
低
く
な
っ

て
い
る
山
が
あ
っ
て
、
紫
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
が
大
羊
同
園
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と
こ
ろ
で
長
慶
の
初
め
、
劉
元
鼎
が
唐
蕃
禽
盟
の
た
め
(
八
二
二
)
、
ラ
サ

に
赴
い
た
と
き
の
道
程
に
、
黄
河
上
流
の
渡
渉
鮎
を
述
べ
(
新
侍
)、

で
、
昔
の
い
わ
ゆ
る
毘
褐
な
る
も
の
で
あ
る
。

と
あ
っ
て
、
こ
の
山
の
聞
に
黄
河
水
源
が
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
大
羊
同
闘
が
問
題
で
あ
る
が
、
位
置
は
黄
河
水
源
の
オ
ド
ン
タ
ラ

。仏Cロ
S
F
(い
わ
ゆ
る
星
宿
海
)
の
西
方
に
嘗
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

原
典
の
南
三

O
O
里
は
明
か
に
西
三
O
O里
の
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
現
在
オ
ド
ン
タ
ラ
の
北
西
方
に
は
、
源
流
マ
チ
ユ

河
ヨ
出
子
己

(
璃
楚
河
)
の
出
る
所
と
し
て
烏
閲
得
錫
山
が
あ
る
(
乾
隆
内
府
輿
附
九

排
西
二
)
。
同
文
志
(
九
三
九
頁
)
の
烏
蘭
特
什
那
位

5
3
3
R回

一
白

E
F
の
説
明
に
は
、

特
什
盤
石
也
、
山
有
盤
石
、
色
徽
路
、
故
名
。

と
あ
る
。
紫
山
と
い
う
の
は
、
こ
の
遠
山
が
暗
色
に
青
色
の
か
か
っ
た
色
を
し
て

い
る
こ
と
か
ら
出
た
名
で
あ
り
、

「
い
わ
ゆ
る
毘
衛
」

と
い

う
の
は
、
大
凡
こ
の
山
の
あ
た
り
が
毘
諸
山
脈
の
東
端
で
あ
る
故
に
、
右
の
説
明
は
或
る
程
度
員
買
を
停
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ



地
方
ま
で
ツ
ァ
ン
の
勢
力
が
、

の
あ
た
り
が
大
羊
同
園
と
い
う
の
は
一
種
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
大
羊
同
園
を
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
地
方
と
す
る
右
の
解
緯
で
は
、

黄
河
源
の

し
か
も
八
二

0
年
代
ま
で
存
在
し
た
な
ど
と
は
到
底
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い。

従
っ
て
こ
の
羊
同
園
は
何

等
か
の
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

賓
は
そ
の
西
は
有
名
な
チ
ャ
ン
タ
ソ
高
原
旦
ぷ
砂
子
包
に
連
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
或
は
こ
の
チ
ヤ

γ
タ
ン
が
吐
谷
揮
に
よ
っ
て
羊
同
と
誤

っ
て
俸
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
の
疑
が
起
る
。

が
、
語
頭
の

σ習
は
嘗
時
は
綴
字
通
り
の
護
音
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
蒙
古
語
で
は
、
語
頭
に
な
る
音
が
来
る
こ
と
は
な

く、

ゲ
ヨ
は
多
分

σ・
を
脱
落
し
て

u
B
と
震
音
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
一
腰
、
羊
同
に
音
の
上
で

一
致
す
る
。
元
鼎
は
吐
谷
海

g
s
p
は
確
に
現
在
は

ζ
2
の
音
で
あ
る

ゲ
可
同

語
的
な
護
音
を
聞
い
て
チ
ャ
ン
タ
ン
を
羊
同
と
思
い
込
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
臆
測
を
逗
く
す
れ
ば
、
元
鼎
の
案
内
人
は
吐
谷
海
人
で
あ

っ
て
、
彼
が
そ
の
音
に
よ
る
名
稽
を
元
鼎
に
俸
与
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
羊
同
は
ニ
ャ
ン
ロ
の
音
語
で
、

そ
の
園
は
現
在
の
ツ
ア
ン
地
方
に
首
る
こ
と
は
誤
り
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
注

ギ
ャ
ン
ツ
ェ
地
方
を
高
地
ニ
ャ
ン

Z
包
∞
円
。
仏
又
は
小
一
一
ャ
ン

Z
包

n
y
g
J
と
い
う
が
、
と
れ

シ
ガ
ツ
ェ
地
方
は
低
地
ニ
ヤ
ン

z
g
回
目
主

文
は
大

ニ
ャ
ン

z
g
n
r
g
で
、
小
羊
同
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。

ニ
ャ
ン
流
域
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意
す
べ
き
は
、
現
在
ニ
ャ
ン
河
流
域
で
は
、

が
大
羊
同
で
、

で
、
経
済
の
設
展
は
吐
蕃
時
代
或
は
そ
れ
以
前
で
は
ギ
ャ
ン
ツ

ェ
地
方
が
早
く
、

そ
れ
故
に
政
治
的
権
力
の
護
生
も
こ
の
地
方
が
先
で
あ
っ

た

の
で
あ
ろ
う
。
後
代
に
な
る
程
シ
ガ
ツ
エ
の
方
が
護
展
し
、
政
治
的
中
植
も
と
の
地
方
に
移
っ
て
い
っ
た
。
大
羊
同
H
小
ニ
ヤ
ン
、
小
羊
同
H

大
ニ
ヤ
ン
で
あ
る
の
は
一
三

0
0年
聞
に
お
け
る
ニ
ヤ
ン
流
域
創
ち
ツ
ァ
ン
に
お
け
る
歴
史
の
饗
蓮
を
そ
の
ま
ま
現
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

_._ 
J、

呼
ば
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

右
に
述
べ
た
ご
と
く
ウ
イ
・
ツ
ァ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
吐
蕃
・

羊
同
に
嘗
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
南
の
ネ
パ

l
ル
・
ブ

1
タ
ン
は
、
嘗
時
何
と

ネ
パ

l
ル
は
南
唐
書
西
域
侮
・
逼
奥
(
省
一
九
O
、
返
防
六
)
・
大
唐
西
域
記

(
省
七
〉

・
慧
超
俸
に
、

泥
婆
羅
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尼
婆
羅
な
ど
の
項
が
あ
っ
て
問
題
は
な
い
が
、
ブ
l
タ
ン
に
嘗
る
記
述
は
一
向
見
嘗
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ブ
l
タ
ン
は
チ
ベ
ッ
ト
文
献
で
は
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ド
ゥ
ク
園
司
rH
ロ
∞
ヲ
-
一
と
稿
さ
れ
、
ブ

l
タ
ン
人
は
ド
ゥ
ク
パ

よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
名
稿
は
、

恒
ゲ
H
E
m

冒

と

呼
ば
れ
て
、

現
在
も
こ
れ
ら
の
稀
は
ブ
l

タ
ン
人
自
身
に

の
も
の
で
、

多
分
チ
ベ
ッ
ト
併
数
の

一
波
ド
ゥ
ク
パ

⑬
 

そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
十
五
世
紀
以
降
の
こ
と
と
な
る
。

司
z
c
m
-
u白
が
こ
の
地
に
弘
通
し
て
か
ら

と
す
る
と
唐
代
の
頃
に
は
全
く
記
録
が
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
ど
う

も
新
唐
書
(
谷
一
一
一
一

一上
、
西
域
侍
上
)
摩
掲
官
園
、
通
典
(
倉
一
九
O
)
過
防
六
に
見
え
る
悉
立
園
が
こ
れ
に
雷
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

怒
ナ
程
悶
一
遅

・
蘇
政
那
目
六
但
羅

ω
c
g
z
a
o昨
日
と
同
一
の
園
と
し
て
、

は
除
り
に
も
巧
妙
に
過
ぎ
た
考
え
で
、
事
責

悉
立
沼
市
二
回
告
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
ベ
リ
オ
氏
が
チ
ベ
ッ
ト
語
。
印
R
E
r
に
還
元
し
、
そ
れ
を
大
唐
西
域
記
(
容
囚
〉

・
慧
超
俸
の
蘇
伐
刺

⑮
 

ク
ル
ー
タ

穴
c
-
c
g
の
近
傍
に
あ
る
も
の
と
見
た
。
し
か
し
こ
の
還
元

の
お
同

E
Z
な
る
園
名
は
何
等
チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
見
出
さ
れ
ず

位
置
に
つ
い
て
も
些
か
西
へ

寄
り
過
ぎ
て
い
る
。

そ
の
後
、

氏
は
悉
立
を
敦
埋
文
書
編
年
記
に
出
て
く
る
セ
リ
ブ

ω
巾ユ
σ
の
射
音
で
あ
る
と
し
て
お
り
(
ロ
叶
戸
同
】
お
-

F
-ω)、
こ
の
方
が
音
の
上
で
は
正
確
に

一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
セ
リ
ブ
の
位
置
が
何
鹿
か
と
い
う
と
、

新
し
い
見
解
は
何
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等
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
同
文
書
王
統
記
に
は
、

チ
ベ
ッ
ト
の
小
王
固
と
し
て

ω
ロ
guE-
な
る
形
も
あ
る
が
(
巴
叶
出
・
匂
・
∞
⑦
、
と
れ
も
同

一
の
園
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

一
つ
の
試
み
と
し
て
悉
立
闘
の
位
置
に
つ
い
て
、
ベ
リ
オ
氏
と
は
別
に
見
解
を
立
て
て
み
よ
う
。

前
掲
通
典
に
は
こ
の
固
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

悉
立
在
吐
蕃
西
南
、
戸
五
高
、
有
城
邑
村
落
、
依
渓
澗
、
丈
夫
以
給
総
纏
頭
、
衣
艶
褐
、
婦
人
時
髪
、
著
短
祷
、
以
蒸
報
儒
俗
、
畜
多
水

牛
殻
羊
難
一致
、
穀
宜
杭
稲
姿
豆
、
健
闘
甘
煎
諸
果
:
;
:
覇
事
吐
蕃
、
自
古
未
通
中
園

O
大
唐
貞
観
二
十
年
、
遁
使
貢
方
物
。

と
の
闘
に
は
家
畜
に
、
水
牛

・
難
・
豚
が
あ
り
、
穀
物
に
は
杭
稲
・
褒
・
豆
が
あ
り
、
他
に
甘
庶

・
諸
果
物
が
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
、

こ
れ
は

到
底
チ
ベ
ッ
ト
地
域
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

従
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
南
側
に
そ
の
存
在
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而
し
て
吐
蕃
の
南
西

で

「渓
澗
に
依
る
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、

や
は
り
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
の
何
虚
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
候
件
に
合
う
地
域
も
贋
い
が
、

そ
れ
は
正
に
ず

l
タ
ン
の
パ
ロ

ω宮

m
g
地

区

で

な

か

ろ

う

か

。

こ

の

地

帯

は

、

「d

フ
l
タ
ン
圏
内
で
い
ち
ば
ん
豊
か
な
谷
間
で
あ
り
」
、
そ
れ
は

E
大
な
パ
ロ
城

ω官

m
g
E
g
u
を
生
み
出
し
た
程
で
あ
る
(
秘
境
、
七
九
頁
)
。

ウ
イ
に
近
い
こ
と
を
考
え
れ
ば

中
尾
氏
に
よ
れ
ば



現
在
の
首
都
は
こ
れ
よ
り
峠
一
つ
を
越
し
た
テ
ィ
ン
プ
ゥ
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
は
や
は
り
こ
こ
が
ブ

l
タ
ン
の
中
心
地
域
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
と
チ
ベ
ッ
ト
と
の
交
通
は
、
北
西
に
進
ん
で
チ
ョ
モ
ラ
リ
山
同
0
5
。F
田
弘
の
南
ト
レ
モ
ラ
を
越
え
、
パ
リ
ゾ
ン

HMEぬ
H
-
a
g
p

に
行
き
、
こ
こ
か
ら
北
東
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
に
至
る
。

り
」
(
前
掲
書
一

O
三頁〉、

し
か
も
現
在
と
の
ル

l
ト
を
通
っ
て
「
ブ

l
タ
ン
か
ら
運
び
出
さ
れ
る
荷
物
は
主
に
米
で
あ

一
日
百
頭
以
上
も
の
駄
獣
が
こ
こ
を
逼
っ
て
い
る
(
前
掲
書
同
頁
)
。
稲
の
栽
培
の
全
く
で
き
な
い
チ
ベ
ッ
ト
で
は
米

は
貴
重
品
で
あ
り
、
そ
れ
が
ブ

l
タ
ン
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
が
、
そ
の
米
は
唐
代
に
も
供
給
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
悉

立
園
の
穀
産
と
し
て
記
さ
れ
る
「
杭
稲
」
に
一
致
す
る
で
は
な
い
か
。
家
畜
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
は
な
い
鶏
や
豚
も
確
に
こ
の
地
に
は
存
在
す

る
の
で
あ
る
(
前
掲
書
七
四
頁
)
。

た
だ
右
の
文
に
水
牛
と
あ
る
の
は
「
苦
か
ら
イ
ン
ド
東
北
部
の
ア
ッ
サ
ム
や
ナ
ガ
ヒ
ル
で
蟹
族
に
飼
わ
れ
て
い
た
」
ミ
タ

γ
牛
の
こ
と
で
あ

ろ
う
(
前
掲
書
一
二
八
頁
)。

「
ミ
タ
ン
は
足
が
や
や
短
く
、
鐙
格
は
水
牛
に
似
て
い
る
が
、
頭
の
上
に
褐
色
の
毛
が
オ
カ
ッ
パ
の
よ
う
に
生
え
て

又
「
丈
夫
は
繍
訴
で
頭
を
纏
み
」
‘

「
婦
人
は
短
揺
を
著
け
て
い
る
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
現
在
の
ブ

l
タ
ン
人
に
は
な
い
風
俗
で
あ
る
。
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い
る
」
と
い
う
(
前
掲
書
二
二

O
頁
)
。
恐
ら
く
こ
の
ミ
タ
ン
牛
が
、
水
牛
の
系
統
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

チ

ベ
ッ
ト
人
は
十
五
世
紀
頃
に
南
下
し
て
や
フ

l
タ
ン
に
入
り
、

現
在
南
ブ

l
タ
ン
の
照
葉
樹
林
内
に
住
む
民
族
が
先
住
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
中
尾
氏
は
こ
れ
を
、

い
る
が
(
前
掲
書
六
一
頁
て

そ
の
服
装
に
つ
い
て
は
何
も
鰯
れ
て
い
な
い
の
で
、

現
在
の
ブ

l
タ
ン
人
の
主
流
と
な
っ
た
が
(
前
掲
書
二
二
ニ
頁
〉
、
そ
れ
以
前
は
、

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
的
」

な
原
住
民
と
い
っ
て

果
し
て
こ
れ
が
唐
代
の
悉
立
園
人
に
嘗
る
か
ど
う
か
は
分
ら

:
、
。

え
し向

園
名
の

ω門
戸
宮
を
チ
ベ
ッ

ト
語
で
考
え
る
と
、
大
山
の
日
の
蔭
に
な
る
、

従
っ
て
北
側
の
斜
面
を
い
う
言
葉
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
側
か

ら
見
れ
ば
、
こ
の
園
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
向
う
側
に
は
な
る
が
、

そ
の
南
斜
面
に
嘗
り
日
蔭
の
地
域
で
は
な
い
。
た
だ
パ

ロ
の
南
側
に
は
ト
レ
モ
ラ
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の
南
か
ら
南
東
に
向

っ
て
山
脈
が
走
り
、
そ
の
北
側
に
パ
ロ
チ
ュ
川

ω宮
∞
円

o
n
E
が
流
れ
、

い
る
(
前
掲
書
一

O
三
頁
、
地
闘
)
。
と
の
山
脈
の
名
は
明
か
で
な
い
が
、

強
い
て
い
え
ば
、

パ
ロ
ゾ
ン

ω聞記

m
S
E
E
P
が
存
在
し
て

こ
の
山
脈
の
北
面

ωユ
ゲ
印
に
パ
ロ
地
域
は
存
在
す
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る
の
で
あ
る
。

七

悉
立
に
次
い
で
、
通
胞
ハ
(
各

一
九
O
)
溢
防
六
が
掲
出
し
て
い

る
の
は
章
求
放
で
あ
る。

章
求
抜
、
或
一
至
早
掲
抜
、
木
西
尭
種
也
、
在
悉
立
西
南
、
居
四
山
之
内
、
近
代
移
出
山
西
、

接
東
天
竺
、
途
改
衣
服
、
鑓
西
尭
之
俗
、
其

地
延
一
義
八
百
里
、
勝
丘
一二
千
除
人
、
居
無
城
郭
、
好
矯
冠
掠
、
商
掠
患
之
、
聞
悉
立
入
朝
、
亦
遺
使
朝
貢
。

章
求
抜
去
g
m
m
.
F
u
c
σ
.2
と
は
恐
ら
く
ど
。
P

品
可
己
宮
(
初
復
す
る
人
)
の
音
諜
で
、
悉
立
の
南
西
に
住
し
て
は
い
る
が
、
城
廓
は
な
く
、

放
浪
し
て
冠
略
を
仕
事
と
し
て
い
た
故
に
か
く
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

パ
ロ
の
南
西
で
、

四
面
山
に
固
ま
れ
た
地
は
チ

占
ン
ビ

(
u
r
ロ
ゲ

Z

ン
ド
園
境
の
山
を
越
え
、

「
近
頃
山
西
に
出
て
、
東
イ
ン
ド

に
接
す
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
い
う
の
は
、
多
分
チ

占
ン
ビ
の
西
の
ブ

l
タ
ン
・
イ

@
 

シ
ッ
キ
ム
地
区

司

F
B
一
方
》
に
入

っ
て
、
東
イ
ン
ド
の
イ
ン
ド
人
に
接
織
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
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の
渓
谷
と
考
え
ら
れ
、

の
で
あ
ろ
う
。
「
木
は
西
美
の
種
」
で
あ
り
な
が
ら
、

「
衣
服
を
改
め
、
西
美
の
俗
を
愛
じ
た
」
と
い
う
の
も
、
本
来
チ
ベ
ッ
ト
族
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、

イ
ン
ド
の
影
響
で
風
俗
が
拙
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
勝
兵
二
千
徐
人
」

と
い
う
こ
と
か
ら
し
で
も、

こ
の
種
族
は
大
し
た

意
味
を
も
っ
存
在
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、

貞
間
二
十
年
、

悉
立
の
入
朝
を
聞
い
て
、

そ
の
王
羅
利
多
菩
伽

g
g
g
て

5

5
八
件
門
戸
同
一
ナ

丹
白

σ
r
o
m曲
が
遣
使
入
貢
し
、
王
玄
策
の
中
天
竺
討
伐
に
も
援
兵
を
出
し
て
功
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
(
新
唐
書
省
二
一
二
上
、
西
域
仰
上、

摩

掲
官
閣
の
係
)
、

一
個
の
猫
立
園
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

た
だ
こ
れ
が
現
在
如
何
な
る
種
族
を
指
し
て
い
る
の
か
は
明
か
で
な
く
、

恐
ら
く
後
の
シ
ッ
キ
ム
王
闘
の
初
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
勿
論
現
在
の
シ
ッ
キ
ム
王
園
は
、
後
世
の
チ
ベ
ッ

ト
人
の
南
下
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
章
求
抜
と
は
閥
係
な
い
園
家
で
あ
る
。

さ
て
私
は
右
に
吐
蕃

・
羊
同

・
悉
立

・
章
求
抜
な
ど
、
唐
代
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
諸
族
を
取
上
げ
、
そ
の
位
置
を
比
定
し
て
き
た
。
そ
れ
は



通
典
の
記
載
の
順
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、
或
は
そ
れ
は
一
見
極
め
て
洛
意
的
に
列
奉
し
た
ご
と
く
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に

奉
げ
ら
れ
た
諸
族
の
位
置
は
、
賞
は
嘗
時
の
チ
ベ
ッ
ト

・
イ
ン
ド
聞
の
ル

l
ト
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

吐
蕃
の
中
心
地
は
い
う
ま
で
も
な
く
ラ

サ
で
あ
る
。

つ
い
で
大
羊
同
は
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
で
あ
り
、
悉
立
は
ブ

l
タ
ン
の
パ
ロ
、
章
求
抜
が
最
初

チ
ュ

ン
ピ
、
移
動
し
て
シ
ッ
キ
ム
と
す
る
と
、
こ
れ
は
全
く
近
代
の
ラ
サ

・
イ
ン
ド
聞
の
交
通

・
貿
易
ル

l
ト
で
は
な
い
か
。
章
求
抜
に
闘
し

「好
ん
で
冠
略
す
る
た
め
に
、
商
放
が
こ
れ
を
患
え
て
い
た
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
の
ル

l
ト
は
唐
代
に
も
明
か
に
チ
ベ
ッ
ト

・
イ
ン

て、ド
聞
の
貿
易
ル

l
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
貿
易
ル

l
ト
の
上
に
あ
る
故
に
、
悉
立

・
章
求
抜
の
諸
園
は
入
吐
蕃
道
の
媒
介
に
よ
っ
て
唐
の
名
を

イ
ン
ド
へ
の
使
節
や
求
法
借
で
、
入
吐
蕃

知
り
、

「
朝
貢
」

し
来
り
、
文
献
に
も
そ
の
名
を
残
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
代
に
は
、

道
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
若
干
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
等
が
ラ
サ
か
ら
イ
ン
ド
へ
向
う
と
き
、
何
れ
の
道
を
通
過
し
た
か
は
従

来
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
初
め
て
基
本
的
と
見
ら
れ
る
ル

l
ト
が
明
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
吐
蕃
は
ネ
パ

l
ル
と
も
密
接
な

関
係
が
あ
り
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
を
通
過
す
る
道
も
確
に
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
最
短
の
イ
ン
ド
へ
の
遁
は
確
に
こ
の
ブ

l
タ
ン
道
、
卸
ち

ヲ
サ
・
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
・
パ

リ
ゾ
ン

・
パ
ロ

・
チ
品
ン
ビ

・
カ
リ
ン
ポ
ン

・
ダ
l
ジ
リ
ン
(
シ

ッ
キ
ム
南
透
〉
を
通
過
す
る
ル

l
ト
で
あ

っ
た
に
達

チ
ベ
ッ
ト
・
イ
ン
ド
の
聞
に
は
「
商
放
」
が
通

- 43ー

い
な
い
。
悉
立

・
章
求
抜
諸
固
に
開
す
る
記
録
は
、
吐
蕃
の
初
期
の
よ
う
な
古
い
時
代
に
も
、

じ
て
い
た
こ
と
を
如
買
に
物
語
る
貴
重
な
史
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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②

山
口
瑞
鳳
「
吐
蕃
の
園
貌
」
日
本
西
職
事
曾
々
報
第
十
八
腕
、
昭
和
四

十
七
年
、
二
頁
。

③

司
2
-
Fz-0
7
2
22

2『

-O旬
、

Hd
g
-可
c
a
r
2
2
2
-2
ω
o
z
-Z
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、同，
aOロロ同司曲。・

40F
××・

H由
NH・

④
ト
ゥ
ッ
チ
氏
。
・、
H

，c
n
n
-

は
ケ
l
ベ
l
ガ
ト
ン
一
九
丁
表
以
下
に
記

さ
れ
た
、
古
代
チ
ベ
ッ
ト
の
内
部
組
織
に
闘
す
る
記
述
を
表
に
し
て
出
し

て
い
る

(同Mm-
司・寸吋
)。

⑤
稲
葉
正
就

・
佐
藤
長
「
フ
ウ
ラ
ン
テ
プ
テ
ル
1

チ
ベ
ッ
ト
年
代
記
|」
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京
都
、
昭
和
三
十
九
年
、
九
三
頁
。

⑥
向
賃
摩
は
向
質
磨
と
も
書
か
れ
る
が
(
古
代
史
、
五
九
六
頁
)
、
敦
燈

文
書
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
綴
字
に
よ
る
摩
・
腐
の
音
は

-Z
で
あ
る
(
羅

常
培
「
唐
五
代
西
北
方
音
」
園
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
弓
一
口
研
究
所
軍
刊
甲

種
之
十
二
、
上
海
、
一
九
三
三
年
、
一
七
頁
)
。

⑦

u
r
t
b
は

』
g
n
F
r
o
-
H，
F
Z
E
B何ロ問
-
U
F
O
一nz
o
E
ミ
u
U印
刷
・

ヨ
Z
Z口
開
ロ
問

-
z
r
U
5
5
2門
司
、
格
西
曲
札

「
務
文
僻
典
」、

楊
質
夫

「
綴
漢
小
僻
山
内
」
に
あ
り
、

u
r
E
は
格
西
曲
札
前
掲
書
に
あ
る
。

⑤

小
野
川
秀
美
「
笑
鰍
碑
文
様
註
」
満
蒙
史
論
叢
第
四
、
京
都
、
昭
和
十

八
年
、
二
八
二
頁
、
二
八
九
頁
。

⑨

山
口
瑞
鳳

「
刊
紙
枇
の
領
界
」
東
洋
観
報
第
五

O
答
凹
鋭
、
東
京
、
一
三

|
一

四
頁
。
山
口
氏
は
大
羊
同
を
ヤ
ト
ェ
と
し
、
そ
の
位
置
を
低
部
シ
ャ

ン
シ
ュ
ン

ω
r
E
日

F
E
M
E包

に
比
定
し
て
い
る
(
前
掲
論
文
、
六
一

頁
註
一
二
三
)
。

@

円。
は

E
と
同
じ
で
、
「
地
域
」
・

「
地
方
」
の
意
味
と
い
う
の
が
ト
ヴ

ツ
チ
氏
の
考
え
で
あ
る
(
門
戸
同
〈
・
3
・
f

司・品由
)。

ト
マ
ス
氏
も

『O
を

地
域
・
地
方
の
意
に
と
っ
て
い
る
(
〉

E
t
司
・
3
。
但
し
ト
マ
ス
氏
、
か

ニ

ャ
ン
ロ
の
地
方
を
ヤ
ル
ル
ン
渓
谷
に
置
い
て
い
る
の
は
(
目
立
門
ご
、

全
く

の
絞
り
で
あ
る
。

⑪
こ
の
文
中
の
固
有
名
詞
の
解
殺
は
既
に
別
稿
で
行
な
っ
た
(
古
代
史
、

三
三
九
頁
)
。
叉
チ
ド
ゥ
ソ
ン
の
即
位
は
、
儀
鳳
元
年
(
六
七
六
)
で
あ

っ
て
儀
鳳
四
年
で
は
な
い
(
前
掲
書
、
三
三
六
|
三
三
八
頁
)
。

⑫
同
文
志
(
二
三
四
頁
〉
は

Z
E
nrc
を
仰
楚
で
寓
し
て
お
り
、
そ

の
説
明
に
は
、
「
西
番
話
、
仰
地
名
、
困
地
以
名
其
水
也
」
と
あ
る
。
現

在
同
文
士
山
の
編
纂
者
で
名
を
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
中
関
人
の
み
で
あ
る

も
か
(
榎
一
雄
「
乾
隆
朝
の
西
域
調
査
と
そ
の
成
果
」
史
皐
雑
誌
第
五
八
編

三
鋭
、
七
二
頁
)
、
或
は
知
ら
れ
な
い
協
力
者
に
蒙
古
人
の
ラ
マ
慣
な
と

が
入
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
形
で
現
れ
た
の
か

も
し
れ
ぬ
。
擾
氏
も
こ
の
書
の
編
纂
に
、
「
曾
岡
田
剤師館
の
諸
員
、
北
京

在
駐
の
ラ
マ
僧
等
も
こ
れ
に
参
興
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
う
」
と
推
測
し

て
い
る
(
前
掲
論
文
向
頁
)
。
尤
も
同
書
で
は
、

Z
釦

nE
を
尼
雅
楚
(
同

文
志
一
=
二
二
頁
)
、

ω
E
u
n
r
z
を
寧
楚
(
前
掲
書
二
三
四
頁
)
と
寓

し
て
い
る
例
も
あ
り
、
こ
れ
ら
よ
り
す
れ
ば
仰
楚
の
場
合
は
寧
ろ
例
外
的

な
利
潟
で
あ
る
。

⑬

山
口
氏
は
、
差
随
を

さ戸
E
r
a
o
L
の
針
音
と
し
、
こ
の
族
は
玉
樹

地
方
に
存
し
た
も
の
と
す
る
が
(
前
掲
山
口
「
一
係
此
の
領
界
」
二
五
頁
)
、

と
ら
な
い
。

⑬
落
門
川
(
浴
門
川
)
は
水
緩
注
に
、
落
門
西
山
よ
り
出
て
東
流
し
、
北

し
て
消
水
に
入
る
三
府
谷
水
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
(
森
鹿
三

・
日

比
野
丈
夫
「
水
経
注
(
抄
)
」
中
閥
古
典
文
準
大
系
二
一
谷
、
東
京
、
昭

和
四
十
九
年
、

三
=
二

頁
参
照
)
。
そ
の
河
口
附
近
に
海
門
緊
が
あ
り
、

軍
事
的
要
鮎
と
な
っ
て
い
る
の
で
(
前
摘
書
同
頁
)
、
論
恐
熱
は
こ
こ
に
駐

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
地
は
現
在
の
地
名
で
い
え
ば
、
甘
粛
省
の

甘
谷
燃
と
武
山
燃
の
聞
の
消
水
南
岸
で
あ
る
。
そ
の
沿
革
に
つ
い
て
は
鎖

史
方
輿
紀
要
谷
五
九
伏
先
鯨
落
門
緊
の
僚
に
詳
し
い
。

⑬
ド
ゥ
ク
パ
の
本
山
は
、
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
の
南
東
の
ラ
ル
ン

F
E
Z
F
に

あ
り
、
中
興
の
租
と
い
わ
れ
る
十
三
代
ギ
ェ
ル
ワ
ン
タ
ン
ベ
ル

河
四
百
戸

ι
z
b
r
E
ε
と

(
一
四
二
八
|
一
凶
七
六
)
が
チ
ベ
ッ
ト
南
部
に
積
極

的
に
布
教
し
て
か
ら
こ
の
地
方
に
弘
通
し
、
十
八
代
ガ
ワ
ン
ナ
ム
ギ
ェ
ル

Z
高
一

ι
Eロ円
E
ヨ
認
可
丘

(
一
五
九
四
|
一
六
五
一

)
が
、
ツ
ァ
ン
の

-44一
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On the Appellations of‘ Tu'fan ’「吐蕃」,and

*Yang-tong'「羊同」, etc.

Hiｓａｓlii　Satｏ

　　

Since the e「a of the Ancient Tibetan Kingdom, this country and its

people were calledＴｕ-ﾁﾞ皿吐蕃in the Chinese literatures and　ＴｕpiXtby

Turkish.

　

There have been some assumptions　about what Tu-fan吐蕃

ｏ１:Tiipｕt meant, but none of them are reliable｡

　　

In my opinion, it was probably derived from the Tibetan vocable,

‘ＤｂＵがｏＴ‘Ｄｈｉｉｄ’(central).

　

The

　

governors

　

of

　

the

　

Ancient

　

Tibetan

Kingdom called Lhasa and its environs ‘£Ibu' or‘£^biis' (central), when

they occupied that district.　Among the words of Qiang tribe 莞族，　’Ｄｂｉｔｎ’

o1:‘ Dbｕｄ’probably　corresponds　to’Dhｕ’ ｏＴ‘Dbｗｓ’.　So the Chinese

characters of 吐蕃were adopted foＴ　’Dbitｎ’by Tn-伸功un tribe吐谷渾族，

which ruled Ｑｉａｎｇtribe莞族in Ｑｉｎｇ-hai青海district and had already

known the Chinese　writing.　０ｎ the other hand，　’Dbｕｄ’ was immediately

introduced into Ｔｉｉ-jｗ突阪，ａｎｄtherefore ‘Ｔz7/･uV is found in the Orkhon

Inscription｡

　　

Ｎｅｘt，ｙの智丿四ｇ羊同, which is said to have been to the west of

Ｔｕ'ｆａｎ吐蕃,can be assumed to have been derived from ‘Aかαルro＼ which

means the Nan River basin、Tit-yii-hun吐谷渾, one of the old Mongolian

tribes, couldn't pronounce‘mya', so that‘㎡dropped o仔when the word

was introduced, and then the Chinese characters of 羊同were used. Hence,

Great ｙ凹渥一勣倍大羊同and Small Yang-ton g小羊同were small king-

doms, the forn‘1e「of which was in the Rgyal rtse region and the latter

四

２－



in the Gshika rtse region.　It is not to be disregarded that when Ｔｉt-ｆａｎ

吐蕃rose, there was Tii-ｙｕ-him吐谷渾betweenＴｉｌ-ｆａｎ吐蕃and the

Empire of Tang唐｡

　　

Besides，　Xi-liCountry悉立國, which was to the south-west of Til-ﾁﾞ皿

吐蕃, may be Spa-gro in Bhutan, and Ｚｈａｎｇ-ｑiii-ho章求抜,which was to

the west of Xi-li Country 悉立國, wasＬｉｏｎｒgTｙｕ　pa(roving tribe) and

may be assumed to have lived in Sikkim district.

A study on the Existing Family Registersin

Ｋａｉ－!ｍａｎ開元Era

011 Jkｅｄａ

　　

In this article,l investigate the system for the family registration

from the late seventh century to the mid-eighth century in Ｔａｎｇ唐

period, by reference to certain materials recently discovered in an　old

tomb of the Turfan basin and the registersin Japan in the beginning of

the eighth century.　Thus, l aim to make clear the actual conditions of

the annual shoii sh丿手賓, ji zkang計帳and mao励智貞定, and the

actual way of ranking of each family, which was practiced every three

years.

　

０ｎthe other hand, l modify partly the opinion of Mr. Shun Suzuki

on the chronology of making registersin Ｔａｎｇ唐period,and assume that

the registers had been made in each year of the Ox, the Dragon, the Ram

and the Dog from the start of Ｔの智唐to the beginning of the twenties

in Kai-yμのz開元era, and then those practices were　out of fashion in

the twenties.

３－


