
魏
志
倭
人
伝
正
解
の
条
件

牧

健

二

【
要
約
】
　
堤
脚
倭
人
伝
の
解
釈
に
つ
い
て
、
私
は
先
に
『
日
本
の
原
始
匿
家
』
を
公
に
し
、
倭
人
伝
は
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
「
自
晶
女
王
国
一
以
北
」
は
対
馬
國
か
ら
不
弥
国
ま
で
の
六
國
の
地
方
で
、
そ
の
南
に
女
王
国
即
ち
倭
国
連
邦
が
あ
り
、
倭
国
の
「
女
王
之
所
レ
都
」
が

邪
馬
台
国
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
ま
た
右
の
書
例
に
基
づ
い
て
邪
馬
台
国
は
筑
後
の
山
門
郡
を
、
暴
馬
国
は
日
向
の
妻
を
、
故
地
と
す
る
こ
と
を
説
い

た
。
な
お
従
来
の
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
を
同
視
す
る
定
説
が
後
漢
書
倭
伝
に
由
来
す
る
謬
見
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
然
る
に
今
日
こ
の
定
説
は
依
然

と
し
て
行
な
わ
れ
、
且
考
古
学
春
の
間
で
は
大
和
説
が
な
お
有
力
で
あ
り
、
ま
た
伊
都
国
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
を
陸
行
一
月
と
す
る
倭
人
伝
の
記
載
が
依

然
曲
解
又
は
虚
妄
視
さ
れ
、
更
に
邪
馬
台
国
は
誤
で
邪
馬
壱
国
が
正
し
い
と
い
う
説
が
現
わ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
其
後
の
知
識
と
省
察
と
に

よ
っ
て
管
見
を
補
強
し
こ
の
倭
人
伝
正
解
の
条
件
を
書
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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魏志倭人僑正解の条件（牧）

一
、

魏
志
倭
人
伝
、
帯
方
郡
の
報
告
書
及
び

後
漢
書
の
筆
者
の
心
に
な
っ
て
そ
れ
ら

の
原
文
を
読
む
こ
と
の
必
要

　
懇
志
倭
人
伝
に
関
す
る
従
来
の
解
読
法
は
倭
人
伝
の
初
の
対
馬
か
ら
邪
馬

台
国
ま
で
の
八
属
の
問
の
行
路
に
関
す
る
記
事
を
ど
う
読
む
か
に
つ
い
て
早

く
も
暗
礁
に
乗
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
記
事
を
す
べ
て
連
続
的
に
よ
む
説
は

梁
書
に
始
ま
り
日
本
書
紀
も
同
じ
で
あ
る
が
、
近
代
史
学
で
は
内
藤
虎
次
郎

氏
と
そ
の
後
継
者
は
原
文
の
南
を
東
に
ま
げ
て
近
畿
説
を
主
義
す
る
。
こ
れ

に
対
し
、
南
を
南
と
し
て
よ
む
九
州
説
は
本
居
宣
長
以
来
、
最
後
の
陸
行
一

月
を
一
日
の
誤
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
九
州
説
で
は
ヤ
マ
ト
と
い
う

音
を
有
す
る
適
当
な
土
地
が
南
九
州
に
は
な
い
の
で
、
奇
妙
に
も
連
続
読
法

に
従
い
な
が
ら
、
邪
馬
台
国
の
故
地
は
次
第
に
西
九
州
を
北
上
し
、
星
野
恒

及
び
白
鳥
庫
告
の
両
氏
に
至
っ
て
、
神
叩
皇
后
紀
の
山
門
県
の
田
油
津
媛
征

服
の
記
載
を
捉
え
来
っ
て
筑
後
の
山
門
郡
が
邪
馬
台
盤
の
所
在
地
で
あ
っ
た

と
説
く
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
も
北
九
州
説
は
こ
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
連
続
的
読
法
に
よ
る
北
九
州
説
は
、
本
居
と
同
様
に
最
後
の
陸

行
一
月
を
一
肩
の
誤
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
当
然
の
如
く
に
考
え
て
宇
佐
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説
や
新
宇
佐
説
が
あ
り
、
そ
の
他
種
々
の
見
地
か
ら
生
じ
た
北
九
州
説
が
続

出
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
榎
一
雄
氏
は
新
説
を
立
て
、
伊
都
国
ま
で
は
連
続
的
に
書

か
れ
て
い
る
が
、
伊
都
か
ら
後
の
奴
・
不
弥
・
投
馬
・
邪
馬
台
の
四
国
に
つ

い
て
は
、
伊
都
国
を
起
点
と
し
て
、
各
国
に
至
る
方
角
と
距
離
と
が
書
か
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
　
「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
も
「
水
行
な
ら
ば
十
日
・
陸

行
な
ら
ば
一
月
」
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
こ
の
榎

説
で
は
伊
都
国
か
ら
南
行
ず
る
距
離
が
大
に
短
縮
さ
れ
る
上
に
、
陸
行
一
月

を
一
日
の
誤
だ
と
改
め
た
り
す
る
よ
う
な
明
白
な
無
理
が
な
い
の
で
、
確
か

に
穏
嶺
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
新
説
に
つ
い
て
私
は
、

本
稿
で
説
く
如
く
、
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
の
同
視
が
こ
の
学
説
の
効
果
を

無
力
な
ら
し
め
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
榎
説
に
よ
れ
ば
邪
馬
台
国
の

故
地
は
水
行
十
日
と
陸
行
一
月
の
両
路
が
合
流
す
る
地
点
に
お
い
て
求
む
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
筑
後
の
山
門
郡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
白
鳥
説
以

上
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
山
門
郡
説
は
榎
説
に
よ
っ
て
一
段
と
強
化

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
井
上
光
貞
氏
が
榎
説
に
同
調
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
今
日
で
は
山
門
郡
説
は
倭
人
伝
の
研
究
に
お
い
て
最
も
有
力
視
さ
れ

る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
両
氏
と
も
邪
馬
台
国
は
女
王
国
だ
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
伊
都
国
の
爾
水
行
二
十
日
の
地
点
に
投
馬
国
を
求
め
る
と
い

う
段
に
な
る
と
、
両
氏
は
共
に
そ
の
候
補
地
と
し
て
最
も
妥
当
な
日
向
の
中

部
の
妻
説
を
採
用
さ
れ
た
と
は
い
え
、
筑
後
の
山
門
郡
に
あ
っ
た
邪
罵
台
国

即
ち
女
王
国
よ
り
も
北
に
あ
る
は
ず
の
投
馬
国
が
女
王
国
即
ち
邪
馬
台
国
よ

り
も
南
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
こ
に
免
が
れ
が
た
い
矛
盾
を
生
ず
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
北
九
州
説
に
つ
い
て
は
考
古
学
の
方
か
ら
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注

意
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
甘
干
時
代
の
鏡
が
近
畿
地
方
の
古
墳

か
ら
は
出
て
い
る
が
、
北
九
州
の
古
墳
か
ら
は
出
て
い
な
い
と
い
う
反
論
で

あ
る
。
こ
れ
が
今
日
で
も
考
古
学
者
か
ら
は
近
畿
ヤ
マ
ト
説
が
広
く
支
持
さ

れ
る
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鏡
は
簡
単
に
携
行
さ
れ
て
移

動
し
う
る
か
ら
、
近
畿
に
魏
晋
の
鏡
が
あ
っ
て
北
九
州
に
そ
れ
が
な
い
か
ら

と
い
っ
て
、
邪
馬
台
国
が
近
畿
の
大
和
で
あ
っ
て
北
九
州
の
山
門
で
な
い
と

断
定
し
う
る
理
由
は
な
い
。
斎
藤
忠
氏
は
、
三
世
紀
の
申
頃
に
魏
の
鏡
が
畿

内
に
移
入
さ
れ
た
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
四
世
紀
以
降
の
大
和
の
統
一
国
家
の

胎
動
期
に
西
晋
の
鏡
が
多
く
畿
内
に
移
入
さ
れ
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い

う
意
見
で
あ
る
。
氏
は
鏡
よ
り
も
む
し
ろ
銅
鐸
の
分
布
区
域
を
問
題
に
す
る
。

畿
内
を
中
心
と
し
た
銅
鐸
の
分
布
区
域
は
政
治
的
関
連
を
伴
う
と
い
う
見
地

か
ら
、
少
な
く
と
も
三
世
紀
の
前
半
の
頃
ぱ
ま
だ
畿
内
の
力
が
実
際
に
九
州

を
も
統
治
す
る
よ
う
な
政
治
的
情
勢
は
見
ら
れ
ず
、
魏
と
正
式
な
交
渉
を
し

た
邪
馬
台
国
は
．
地
理
的
に
大
陸
に
近
い
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
も
、
墓
制
・

銅
製
品
そ
の
他
の
遺
物
か
ら
い
っ
て
も
、
北
九
州
の
地
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
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魏志倭入伝正解の条件（牧）

う
か
と
論
じ
、
た
と
い
卑
弥
呼
が
も
ら
っ
た
金
丹
が
畿
内
か
ら
発
見
さ
れ
た

と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
そ
れ
が
北
九
州
か
ら
畿
内
に
移
動
し
た
か

も
知
れ
ぬ
と
説
か
れ
て
い
る
。
私
は
『
日
本
の
原
始
國
家
』
の
第
八
童
・
で
、

及
ば
ず
な
が
ら
、
山
門
郡
の
考
古
学
的
適
格
性
の
問
題
を
考
え
て
み
た
。
考

古
学
の
裏
附
け
が
全
く
な
い
よ
う
で
は
、
邪
馬
台
国
説
の
成
立
は
お
ぼ
つ
か

な
い
が
、
倭
人
伝
の
文
献
的
解
読
を
考
古
学
で
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
そ
れ

よ
り
も
一
層
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。

　
倭
人
伝
の
解
読
は
あ
く
ま
で
も
忠
実
な
原
文
の
解
読
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

解
読
上
都
合
が
悪
い
か
ら
と
い
っ
て
原
文
を
変
更
し
て
は
な
ら
ぬ
。
伊
都
国

以
後
の
行
路
の
連
続
的
読
法
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
成
立
し
な
い
。
成
立
の

可
能
性
が
あ
る
の
は
、
伊
都
国
以
後
を
放
射
的
列
挙
的
に
読
む
榎
説
の
み
で

あ
る
。
た
だ
こ
の
説
の
難
点
は
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
の
同
視
で
あ
る
。
邪

馬
台
国
と
女
王
国
と
を
同
視
す
る
従
来
の
定
説
が
、
倭
人
伝
の
解
読
を
不
可

能
な
ら
し
め
て
い
る
根
本
原
因
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
は

第
二
節
で
説
く
が
如
き
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
原
文
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
解
消
す
る
。
然
る
に
近
蒔
古
田
武
彦
氏
は
、
邪
馬
台
国
の
台
即
ち
豪
と
い

う
漢
字
は
後
漢
書
に
は
見
え
る
が
宋
刊
本
三
国
志
で
は
壼
で
あ
っ
て
盗
で
は

な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
毫
と
萱
と
の
二
つ
の
漢
字
の
刊
本
三
国
志
に
お
け
る

使
用
例
を
厳
密
に
論
査
さ
れ
た
上
で
、
三
世
紀
の
三
国
志
原
本
に
お
い
て
、

「
邪
馬
鐸
国
」
と
い
う
国
名
は
決
し
て
存
在
し
得
な
い
と
い
う
重
要
な
断
定

を
提
出
さ
れ
て
い
る
α
こ
の
古
田
氏
の
断
定
が
果
し
て
そ
の
と
お
り
で
間
違

い
の
な
い
も
の
な
ら
ば
、
従
来
の
邪
馬
台
国
論
争
な
る
も
の
は
共
通
の
足
場

を
失
う
て
空
論
を
構
え
た
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
今
後
の
倭
人
伝
研
究

は
根
本
的
に
方
向
転
換
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
私
も
も
ち
ろ
ん
古
田
氏
の
新
説
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

関
し
て
は
『
龍
谷
法
学
』
の
本
年
（
一
九
七
〇
）
七
月
号
の
拙
稿
に
お
い
て

攻
究
し
た
よ
う
に
、
魏
志
倭
人
伝
を
か
い
た
陳
寿
が
準
拠
し
た
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
前
漢
書
の
書
例
に
よ
る
と
、
ヤ
マ
ト
の
音
を
表
出
す
る
た
め
に
、

彼
が
前
漢
書
と
同
様
に
豪
の
字
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
疑
の
な
い
証
拠

が
あ
る
の
で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
少
し
く
そ
の
こ
と
に
も
ふ
れ
よ
う
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
倭
人
伝
の
原
文
を
正
確
に
よ
む
方
法
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
読
み
方
に
ま
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
か
ど
う
か
を
考
え
て
み

る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
邪
馬
台
国
の
位
置
の
決
定
の

た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
正
確
に
捉
え
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
方
角
と
距
離
と

国
名
と
の
一
二
者
の
関
連
に
つ
い
て
、
対
馬
か
ら
伊
都
ま
で
の
四
国
に
関
し
て

は
、
各
国
間
の
行
路
が
連
続
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
す
べ
て
の

学
説
が
一
致
し
て
い
る
の
に
、
伊
都
国
か
ら
後
の
奴
・
不
弥
・
群
馬
・
邪
馬

台
の
四
国
に
つ
い
て
は
読
み
方
が
一
定
し
な
い
。
上
記
の
如
く
、
近
畿
ヤ
マ

ト
説
の
論
者
は
こ
の
部
分
を
も
伊
都
国
以
前
に
つ
づ
け
て
全
都
連
続
的
に
よ

む
。
里
数
と
田
数
と
を
加
え
た
距
離
が
長
く
、
と
て
も
九
州
で
は
収
ま
り
か

83　（665）



ね
る
か
ら
南
を
爽
に
変
蔵
す
る
の
が
正
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
北
九
州
説

で
は
南
と
い
う
方
角
を
守
る
点
で
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
お
い
て

も
、
伊
都
国
以
後
も
連
続
的
に
よ
む
学
説
と
伊
都
国
以
後
は
列
挙
的
に
よ
む

学
説
と
を
生
じ
、
前
者
に
は
山
門
郡
説
の
ほ
か
に
宇
佐
説
が
あ
る
。
な
お
こ

の
ほ
か
に
も
北
九
州
説
が
種
々
の
角
度
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
倭
人
伝
の

解
読
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
諸
説
が
分
立
群
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
お
か
し
な
こ
と
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
倭
人
伝

の
原
文
の
中
に
、
誰
も
が
同
じ
読
み
方
で
よ
む
こ
と
の
で
き
る
部
分
と
、
甚

だ
し
く
読
み
方
が
わ
か
れ
て
収
ま
り
が
っ
か
な
い
部
分
と
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
原
文
が
陳
寿
一
人
の
笠
で
あ
る
以
上
、
決
し
て
生
ず
る
は
ず
の
な
い

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
伊
都
国
か
ら
先
と
後
と
で
筆
が
ち
が
っ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
人
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
帯
下
の
郡
使
は
伊
都
国
で
滞

在
し
て
公
務
を
す
ま
せ
た
の
だ
か
ら
、
伊
都
か
ら
先
の
四
国
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
伊
都
国
で
倭
人
か
ら
闘
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
と
い
う
こ
と

は
い
え
る
。
だ
か
ら
そ
の
点
で
は
、
彼
等
が
実
地
に
旅
行
し
た
四
国
の
場
合

と
は
、
表
現
と
記
事
の
調
子
と
が
全
く
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え

る
・
。
現
地
で
見
た
こ
と
の
明
ら
か
な
直
写
的
筆
法
は
伊
都
国
ま
で
の
記
事
に

限
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
だ
が
伊
都
国
前
後
で
網
至
上
の
筆
が
ち
が
っ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
方

角
・
国
名
・
距
離
の
三
者
の
間
の
関
係
を
至
と
い
う
文
芸
で
結
び
つ
け
て
い

る
と
い
う
用
字
法
に
お
い
て
は
、
伊
都
国
の
前
後
に
お
い
て
変
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
だ
か
ら
伊
都
国
の
先
と
後
と
で
筆
法
が
か
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
共
に
陳
寿
の
同
一
の
筆
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
、

伊
都
國
以
前
に
つ
い
て
は
誰
も
同
一
の
読
み
方
を
す
る
が
、
同
国
以
後
の
文

に
つ
い
て
は
、
人
に
よ
っ
て
読
み
方
を
異
に
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

原
文
を
よ
む
者
の
側
に
お
い
て
読
み
ぞ
こ
な
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
且

そ
の
読
み
ぞ
こ
な
い
は
倭
人
伝
に
関
す
る
従
来
の
す
べ
て
の
学
説
に
共
通
す

る
読
み
ぞ
こ
な
い
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

　
こ
の
考
え
方
を
押
し
進
め
る
な
ら
ば
、
原
文
の
読
み
ぞ
こ
な
い
は
伊
都
国

以
後
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
伊
都
国
ま
で
の
四
国
に
つ
い
て
も
云
え

る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
我
々
は
対
馬
・
一
支
・
末

学
・
伊
都
の
四
国
は
、
九
州
の
地
理
に
関
す
る
常
識
上
連
続
し
た
行
路
の
上

の
四
国
で
あ
る
と
す
ぐ
気
が
附
く
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
三
寿
が
筆
を
と
っ

た
と
き
に
、
彼
に
は
そ
の
よ
う
な
知
識
が
な
か
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
陳
寿
の
知
識
に
従
っ
て
原
文
を
読
む
と
す
れ
ば
、

こ
の
四
國
の
行
路
を
当
然
に
連
続
し
た
四
国
と
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理

由
は
な
い
。
た
だ
陳
寿
の
倭
人
伝
に
お
け
る
文
章
の
表
現
を
見
る
と
、
現
地

の
描
写
を
交
え
つ
つ
、
明
ら
か
に
四
国
を
連
続
的
に
読
む
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
連
続
的
記
載
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

で
杖
只
言
は
な
ぜ
こ
の
四
辻
に
つ
い
て
轍
、
連
続
的
に
読
む
の
が
自
然
で
あ
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る
よ
う
な
衰
現
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
か
α
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
と
云
わ
ざ

る
を
え
な
い
と
思
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼
は
魚
拳
が
か
い
た
魏
略
の
倭

伝
を
種
本
に
使
っ
た
と
云
わ
れ
、
私
も
そ
れ
に
異
存
は
な
い
。
魏
略
以
前
に

他
の
本
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
重
要
な
問
題
で

は
な
い
。
そ
れ
で
は
魏
略
や
心
志
は
な
ぜ
対
馬
か
ら
伊
都
ま
で
の
四
国
の
行

路
に
関
す
る
記
事
を
連
続
的
に
読
ま
せ
る
よ
う
な
表
現
法
を
と
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
か
。
こ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
当
然
そ
れ
は

三
世
紀
の
前
半
に
二
度
に
わ
た
っ
て
倭
国
に
む
け
て
派
遣
さ
れ
た
帯
方
郡
の

郡
使
の
復
命
書
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
単
方
の
太
守
の
洛
陽
に
対
す
る
報
告

書
の
内
容
が
、
魏
略
の
倭
伝
作
成
の
材
料
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

は
撃
方
郡
か
ら
逐
次
諸
国
を
通
過
し
て
伊
都
国
に
到
着
し
た
こ
と
が
書
い
て

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
伊
都
国
ま
で
は
各
国
及
び
、

途
上
の
実
景
が
目
撃
し
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
疑
を

い
れ
る
余
地
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
魚
拳
は
浜
方
郡
の
太
守
の
報
告

書
を
材
料
に
し
て
魏
略
を
書
き
、
陳
寿
も
ま
た
、
間
接
的
に
そ
れ
を
材
料
に

し
て
魏
志
の
倭
人
伝
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
ぜ
ひ
共
留
意
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
陳
寿
は
、
恐
ら
く
魏
略
を
書

い
た
魚
拳
の
跡
を
う
け
て
、
否
、
襲
撃
一
般
に
行
な
わ
れ
た
衰
齢
法
に
従
う

て
、
倭
の
地
理
に
遇
す
る
事
実
を
書
い
た
の
に
相
違
な
か
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
陳
寿
が
倭
に
関
す
る
事
実
を
書
ぐ
と
き
に
彼
の
時
代
の
藻
潮
法
に
従
う
た

と
い
う
こ
と
が
、
な
ぜ
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
今
日
我
々

は
伊
都
国
以
後
の
原
文
を
色
々
に
読
み
、
倭
人
伝
は
不
可
解
だ
と
云
っ
た
り

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
倭
人
伝
を
書
い
た
当
人
で
あ
る
陳
寿
は
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
文
を
書
い
た
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
相
違
な

い
。
彼
は
彼
と
し
て
ば
無
理
の
な
い
自
然
な
表
現
法
で
倭
人
伝
を
書
い
た
の

に
相
違
な
い
の
だ
か
ら
、
・
倭
人
伝
を
正
し
く
読
む
が
た
め
に
は
、
ま
ず
筆
者

陳
寿
が
い
か
な
る
表
現
法
を
用
い
て
倭
人
伝
を
書
い
て
い
る
か
を
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
表
現
法
を
我
々
は
ま
だ
知
ら
な
い
の
で
、
伊
都
国
以

前
は
一
致
し
た
読
み
方
に
な
る
が
、
伊
都
国
以
後
に
な
る
と
種
々
の
読
み
方

が
続
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
陳
寿
の
表
現
法
に
従
う
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
の
筋
を
と
お
す
と
、
伊
都
国
以
前
を
連
続
的
に
よ
む
こ
と
に
お

い
て
我
々
は
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
陳
寿
の
表
現
法
そ
の
も

の
に
従
う
て
一
致
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
九
州
の
地
理
に
関
す
る
我
々
の

常
識
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
分
だ
け
は

倭
人
伝
の
正
し
い
読
み
方
に
従
う
た
一
致
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
も
の
を
含

ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
人
伝
の
行
路
記
事
に
関
す
る
従
来

の
読
み
方
は
、
伊
都
国
ま
で
の
読
み
方
に
お
い
て
も
筆
者
陳
寿
の
表
現
法
に

合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
、
伊
都
国
以
後
に
な
る
と
そ
れ
が
表
面
化

し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
違
っ
た
読
み
方
を
生
ず
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
と
云
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う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
か
ら
倭
人
伝
の
正
解
の
た
め
の
第
一
条
件
は
血
膿

の
表
現
法
を
確
か
め
そ
れ
に
従
う
て
倭
人
伝
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。

　
倭
人
伝
の
解
読
に
お
い
て
は
、
行
路
記
事
の
読
み
方
と
な
ら
ん
で
、
も
ひ

と
つ
厄
介
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
伊
都
国
以
後
の
行
路
に
お
い
て
行
程
の

日
数
や
里
数
が
余
り
に
も
長
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
原

文
の
文
字
を
変
更
し
な
い
伊
都
国
を
起
点
と
す
る
放
射
的
列
挙
的
読
み
方
の

み
が
正
し
い
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
読
み
方
に
し
て
も
、

水
行
十
日
は
伊
都
国
か
ら
九
州
の
西
岸
を
廻
っ
て
有
明
海
の
東
北
岸
に
近
い

山
門
郡
に
至
る
ま
で
の
所
要
の
日
数
の
成
数
化
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
も
、
陸
行
一
月
は
今
日
の
編
岡
市
西
郊
の
前
原
町
に
あ
っ
た
伊
都
圏
か
ら

同
じ
福
岡
県
の
南
端
に
近
い
山
門
郡
に
あ
っ
た
邪
馬
台
国
ま
で
の
歩
行
に
一

二
月
を
要
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
到
底
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
説
も
成
立
し
な
い
と
い
う
の
が
、
今
日
伊

都
国
以
後
の
行
路
列
挙
説
に
対
す
る
有
力
な
反
対
理
由
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
倭
人
伝
の
正
解
に
達
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
伊

都
・
邪
馬
台
国
間
の
陸
行
一
月
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
長
い
距
離
に

な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
然
る
に
こ
の
点
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
の
読
み
方
に
は
疑
問
．
が
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
邪
馬
台
国
論
争
は
伊
都
国
以
後
の
倭
人
伝
の
里
数

や
日
数
を
と
り
あ
げ
て
、
長
す
ぎ
る
か
ら
方
角
を
南
か
ら
東
に
か
え
允
り
、

陸
行
一
月
を
一
日
に
し
た
り
、
或
は
完
全
な
虚
数
だ
か
ら
籾
手
に
し
な
い
と

い
う
扱
い
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
大
に
ま
ち
が
っ
た
こ

と
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
帯
方
郡
か
ら
官
命
を
お
び
て

倭
国
に
使
し
た
縦
使
の
復
命
報
告
書
が
、
倭
人
伝
に
見
え
る
倭
人
と
倭
地
と

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
叙
述
の
根
本
資
料
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
自
レ
郡
至
＝
女
王
国
一
万
二
千
余
里
」
と
あ
る

よ
う
に
、
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
の
距
離
が
書
か
れ
て
い
る
。
春
方
郡
か

ら
一
万
二
千
余
里
の
南
方
に
女
王
国
が
あ
り
、
邪
馬
台
国
が
あ
る
と
い
う
の

は
、
　
「
其
の
道
里
を
計
る
に
、
当
に
会
稽
の
東
冶
の
東
に
在
る
べ
し
」
と
あ

る
の
で
判
る
よ
う
に
、
今
日
の
福
建
省
の
東
方
海
上
に
邪
馬
台
国
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
東
と
は
い
っ
て
も
大
ま
か
な
蓑
現
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
よ
り
も
南
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
後
漢
書
は
「
朱
崖
傭
耳
と
相
近
し
。

故
に
其
の
法
雨
多
く
は
同
じ
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
後
漢
書
の
記
事
は
、

倭
人
伝
の
記
事
に
基
づ
き
想
像
を
め
ぐ
ら
し
た
文
で
あ
る
か
ら
そ
の
ま
ま
採

用
で
き
な
い
に
し
て
も
、
邪
馬
台
国
の
位
置
が
今
日
の
台
湾
の
東
か
東
南
の

辺
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
て

も
、
近
畿
ヤ
マ
ト
説
が
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
又
、
倭
人

伝
に
は
伊
都
国
ま
で
に
帯
方
郡
か
ら
狗
邪
韓
国
・
対
馬
国
・
一
己
国
・
末
慮

国
を
経
て
伊
都
國
に
至
る
ま
で
の
、
各
国
の
間
の
方
角
や
里
数
も
書
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
従
来
の
学
説
が
そ
れ
ら
の
こ
と
を
全
然
問
題
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に
し
な
い
で
、
伊
都
国
か
ら
後
の
邪
馬
台
国
ま
で
の
距
離
の
長
さ
を
と
り
あ

げ
、
書
か
れ
た
日
数
や
里
数
が
日
本
の
地
理
の
実
地
に
照
ら
し
て
、
長
す
ぎ

る
と
か
、
方
角
が
怪
し
い
と
か
な
ど
と
云
い
争
っ
て
来
た
の
は
、
そ
も
そ
も

お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

倭
人
伝
に
書
か
れ
て
い
る
里
数
や
日
数
は
も
と
も
と
郡
使
の
報
告
に
基
づ
い

て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
報
告
を
材
料
に
し
て
帯
方
郡
の
太
守
は

洛
陽
の
中
央
政
府
に
対
し
て
倭
に
関
す
る
報
告
書
を
書
い
た
の
で
あ
っ
て
、

薄
志
の
種
本
で
あ
っ
た
下
略
の
筆
者
魚
拳
は
、
こ
の
太
守
の
報
告
書
を
材
料

に
し
て
罷
業
を
書
い
た
の
に
相
違
あ
る
ま
い
。
邪
馬
台
国
の
所
在
地
を
前
記

の
如
き
南
方
に
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
虚
構
で
あ
る
に
相

違
な
い
が
、
彼
等
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
報
告
を
作
っ
た
の
で
あ
る
か
。
何
か

理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
倭
人
伝
を
正
し
く
理
解
す
る
が

た
め
に
は
、
こ
の
虚
構
の
理
由
を
考
え
て
其
の
裏
面
の
真
実
に
迫
る
こ
と
を
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要
す
る
。
こ
れ
が
倭
人
伝
正
解
の
第
二
条
件
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
つ
は
倭
人
債
の
正
解
の
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
っ
て
、
両
者
の

結
合
に
よ
っ
て
倭
人
伝
の
疑
問
は
解
け
る
と
思
う
が
、
な
お
第
三
の
条
件
が

あ
る
。
そ
れ
は
後
漢
書
倭
伝
の
倭
国
観
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
を
も
つ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
を
第
三
の
条
件
に
す
る
か
と
い
う
と
、
古
来

倭
人
伝
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
後
漢
書
の
倭
伝
が
た
え
ず
参
考
に
さ
れ
、
そ

の
倭
国
観
が
従
来
の
倭
人
伝
解
釈
の
基
調
に
な
っ
て
い
る
と
云
い
う
る
も
の

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
曾
て
後
漢
書
は
前
漢
書
に
続
い
て
後
漢
時
代
の
倭
国

の
こ
と
を
俵
え
て
い
る
と
思
わ
れ
た
が
、
今
日
で
は
後
漢
書
は
三
国
志
が
で

き
て
か
ら
約
百
五
十
年
後
に
で
き
た
本
で
、
魏
志
の
倭
人
伝
を
材
料
に
し
て

書
か
れ
た
本
だ
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
後

漢
書
が
倭
人
伝
の
倭
を
倭
国
と
見
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
の
倭
人
伝
の
解
釈

に
基
本
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
私
の
見
る
と
こ
ろ

で
は
、
こ
の
こ
と
が
従
来
倭
人
伝
の
鯉
釈
を
不
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
主
要

な
原
因
に
す
ら
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
後
漢
書
は
な
ぜ

倭
人
伝
の
倭
を
倭
国
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
か
。
そ
う
し
て
倭
を
倭
国
と
よ
む

こ
と
が
な
ぜ
良
く
な
い
の
で
あ
る
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
、

倭
人
伝
は
正
し
く
は
よ
め
な
い
と
思
う
。
そ
れ
で
後
漢
書
の
著
者
近
影
は
な

ぜ
倭
人
伝
の
倭
を
倭
国
と
よ
ん
で
誤
伝
を
か
い
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
倭
人
伝
正
解
の
た

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

め
の
第
三
条
件
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
三
つ
の
点
、
即
ち
一
、
倭
人
伝
の
筆
者
陳
寿
が
倭
人

飯
を
書
く
時
に
用
い
た
表
現
法
に
つ
い
て
の
認
識
、
二
、
平
方
郡
の
石
鎚
及

び
太
守
の
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
認
識
、
三
、
後
漢
書
の
筆
者
萢
嘩
の

倭
国
観
に
つ
い
て
の
認
識
、
こ
れ
ら
三
つ
の
認
識
を
正
し
か
ら
し
め
る
と
い

う
こ
と
は
、
倭
人
伝
の
正
解
に
達
す
る
が
た
め
の
三
つ
の
条
件
で
あ
る
。
そ

し
て
第
一
の
陳
寿
の
表
現
法
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
の
所
有
は
、
倭
人
伝
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解
読
の
秘
訣
を
握
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ
て
、
従
来
の
論
争
に
対
し
て
は
そ

の
説
の
薄
薄
を
決
定
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
従
来

気
づ
か
れ
て
い
な
い
重
要
問
題
に
つ
い
て
正
し
い
判
断
に
到
達
す
る
途
を
見

出
だ
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

二
、

倭
人
伝
の
記
載
に
お
け
る
前
漢
三
三
に
そ

の
西
域
伝
の
書
例
に
関
す
る
認
識
の
必
要

及
び
倭
人
伝
の
解
読
に
お
け
る
そ
の
効
果
、

特
に
こ
の
解
読
法
に
よ
る
「
自
昌
女
王
国
一

以
北
」
の
地
域
の
確
定

　
次
に
は
ま
ず
陳
寿
の
表
現
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
倭
人
伝
は
強
弾
の
東
夷

伝
の
中
の
小
伝
で
あ
る
が
、
東
夷
伝
の
末
尾
に
次
の
文
が
あ
る
。

　
　
評
日
、
史
漢
著
昌
朝
鮮
両
墨
引
東
京
三
二
録
西
莞
司
魏
世
飼
奴
遂
褻
、
更

　
　
有
＝
鳥
丸
鮮
卑
司
下
表
昌
東
夷
↓
使
物
時
通
。
記
述
随
レ
額
、
豊
常
也
哉
。

　
こ
の
文
を
見
る
と
、
悪
酒
の
外
夷
伝
は
史
記
や
漢
書
や
悪
漢
時
代
の
逸
史

の
外
夷
伝
と
対
照
し
て
変
化
が
あ
り
、
独
自
の
も
の
と
し
て
鳥
丸
鮮
卑
東
夷

伝
を
立
て
た
こ
と
を
特
筆
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ゆ
る
七
氏
後
漢

書
の
中
の
思
懸
の
後
漢
書
の
逸
文
に
も
鳥
桓
・
鮮
卑
・
東
夷
の
諸
鐙
が
あ
っ

て
、
東
夷
伝
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
右
の
評
日
に
よ
っ
て
魏
志

は
こ
の
東
夷
伝
に
お
い
て
初
め
て
転
入
伝
を
設
け
た
こ
と
が
魏
志
の
特
色
で

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
は
こ
の
東
夷
伝
で
倭
人
の

小
伝
が
初
め
て
伝
と
し
て
現
わ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
　
「
愛
憎
二
東
夷
一
層
訳
時

通
」
と
い
う
文
の
「
使
訳
時
に
通
ず
」
は
東
夷
伝
の
中
で
最
も
よ
く
倭
人
伝

に
当
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
史
記
・
漢
書
・
束
漢
書
・
魏
志
に
お
け
る
外

夷
伝
を
通
覧
す
る
と
、
そ
れ
ら
が
漢
朝
と
外
夷
と
の
外
交
関
係
の
記
述
を
主

と
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
魏
に
至
っ
て
初
め
て
東
方
海
上

の
倭
の
女
王
卑
弥
呼
と
台
与
の
使
が
三
回
も
は
る
ば
る
来
朝
し
、
之
に
対
し

て
魏
か
ら
も
帯
方
郡
の
郡
使
を
二
度
ま
で
も
海
外
万
里
の
倭
国
に
派
遣
す
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
順
順
の
東
夷
伝
で
は
特
に
之
を
珍
重

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
倭
人
伝
で
は
郡
使
の
冤
聞
に
よ
り
、
主
と
し

て
倭
の
地
理
を
か
い
て
い
る
が
、
政
治
関
係
で
は
邪
馬
台
国
を
初
と
し
て
三

十
の
國
名
を
あ
げ
、
そ
の
中
の
九
三
に
つ
い
て
所
在
地
と
官
名
と
を
あ
げ
、

女
王
と
諸
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
簡
潔
で
要
領
を
え
た
叙
述
が
な
さ
れ

て
い
る
。
倭
人
伝
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
記
述
の
仕
方
を
、
史
記
及
び
前
漢

書
の
外
夷
伝
に
比
較
す
ろ
と
、
ま
ず
前
漢
書
西
域
伝
の
記
述
に
お
い
て
こ
れ

と
頗
る
類
似
し
た
裏
現
が
あ
る
こ
と
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
西
域
伝

に
は
約
五
十
国
の
各
国
ご
と
に
条
目
を
立
て
、
各
国
に
つ
い
て
は
ま
ず
そ
の

国
王
の
居
所
即
ち
そ
の
国
の
国
都
の
所
在
地
を
あ
げ
、
次
に
漢
の
国
都
長
安

か
ら
の
距
離
を
あ
げ
、
次
に
そ
の
国
か
ら
西
域
都
護
府
及
び
近
隣
の
諸
国
に

至
る
ま
で
の
方
角
と
距
離
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
次
に
そ
の
購
の
官
名
・
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闘志馬入伝正解の条件（牧）

ほ
サ
ド
だ

軍
隊
・
，
物
産
等
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
倭
人
伝
に

お
い
て
記
事
の
あ
る
各
国
の
部
分
と
表
現
の
仕
方
が
似
て
お
り
、
殊
に
伊
都

国
の
場
合
に
近
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
次
に
西
南
夷
国
は
史
記
に
も
前
漢

書
に
も
あ
っ
て
、
両
者
は
殆
ど
全
く
同
文
で
あ
り
、
そ
の
冒
頭
に
数
個
の
小

国
群
の
所
在
地
と
そ
の
間
の
地
理
的
関
係
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
は

倭
人
伝
の
「
自
＝
女
王
国
一
以
北
」
と
い
う
表
現
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

更
に
外
夷
伝
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
前
漢
書
地
理
志
の
喜
地
の
条
を
見
る
と
、

そ
こ
に
は
南
越
の
海
岸
か
ら
出
発
し
て
今
日
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
海
岸
を
航
し
、

マ
レ
イ
半
島
の
南
端
を
め
ぐ
り
、
マ
ラ
ヅ
カ
海
峡
を
へ
て
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
い

で
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
河
口
を
へ
て
、
イ
ン
ド
半
島
東
岸
の
黄
支
国
に
達
す
る

ま
で
の
進
路
が
か
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
表
現
は
倭
人
伝
に
お
け
る

対
馬
か
ら
伊
都
国
に
至
る
ま
で
の
各
国
間
の
行
路
の
記
載
の
表
現
に
類
似
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
人
伝
に
お
い
て
国
内
の
諸
事
の
記
載
が

あ
る
九
国
に
関
し
て
は
、
そ
の
地
理
的
記
事
に
類
似
し
た
表
現
法
が
、
前
漢

書
の
西
域
伝
、
西
南
夷
伝
及
び
そ
の
地
理
志
の
霊
地
の
条
に
お
い
て
見
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
倭
人
伝
の
解
読
の
た
め
に
甚
だ
参
考
に
資
す

べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
前
漢
書
中
の
表
現
に
お
い
て
意
志
倭
人
伝
の
中
に
存
在
す
る

国
と
国
と
の
間
の
行
程
や
行
路
に
関
係
あ
る
記
述
に
類
似
す
る
表
現
に
接
す

る
と
き
、
我
々
は
倭
人
伝
は
前
漢
書
に
お
け
る
書
例
を
踏
襲
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
い
う
推
考
に
誘
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
漢
書
も

ま
た
史
記
の
表
現
法
を
踏
襲
し
て
い
る
の
を
見
て
一
層
そ
の
感
を
深
う
す
る

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
漢
書
の
西
域
伝
の
前
身
は
史
記
の
大
宛
列
伝

で
あ
る
が
、
大
嘗
列
伝
に
は
漢
の
武
帝
の
下
の
郎
官
で
あ
っ
た
張
籍
の
西
域

遠
征
の
報
告
を
載
せ
て
い
る
。
大
宛
の
外
に
、
烏
孫
・
康
居
・
奄
藥
・
大
月

氏
・
安
息
・
条
枝
・
大
夏
の
豊
国
に
つ
い
て
、
国
別
に
条
を
立
て
、
そ
の
位

置
と
国
情
と
を
記
載
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
前
漢
書
西
域
伝
と
全
く
同
一

で
あ
る
。
各
国
の
断
在
地
を
面
罵
す
る
に
は
例
え
ば
「
大
塩
、
在
晶
陶
奴
西

南
一
嘗
晶
漢
正
写
一
芸
レ
瀧
可
二
万
里
一
」
と
あ
る
が
、
前
漢
書
西
域
伝
に
は

「
大
宛
国
、
重
石
昌
貴
由
城
嚇
去
昌
長
安
一
万
二
千
五
百
五
十
里
」
と
な
っ
て

い
る
。
両
者
は
全
く
同
一
の
筆
法
で
、
た
だ
前
漢
書
西
域
伝
に
は
国
都
の
所

在
地
を
あ
げ
、
漢
の
国
都
長
安
ま
で
の
里
数
を
詳
記
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

西
域
伝
に
お
い
て
「
去
二
長
安
一
」
上
し
て
い
る
の
が
、
す
べ
て
史
記
の
大
宛

列
伝
の
書
例
に
な
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ

大
書
列
伝
で
は
漢
都
長
安
を
起
点
と
し
て
距
離
を
次
第
に
遠
方
に
及
ぼ
す
と

い
う
様
式
に
し
て
い
た
か
ら
、
「
康
居
、
在
一
一
大
盗
西
北
繭
可
三
一
千
里
こ
と

か
、
　
「
大
月
属
、
在
一
大
宛
西
↓
可
三
一
三
千
里
一
」
と
か
と
い
う
よ
う
に
、

「
在
」
を
使
っ
て
そ
の
国
の
所
在
地
を
示
し
た
の
に
対
し
、
西
域
伝
の
各
国

で
は
長
安
だ
け
は
常
に
「
去
」
と
し
て
本
蟹
中
心
の
表
現
で
あ
る
が
、
各
国

か
ら
近
隣
の
諸
国
ま
で
の
距
離
を
表
現
す
る
に
は
、
其
国
の
国
都
か
ら
諸
国
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の
国
都
ま
で
の
距
離
を
、
方
魚
∵
国
名
・
距
離
の
順
で
か
く
こ
と
に
し
て
い

る
。
例
え
ば
「
皮
山
国
、
王
治
晶
皮
山
城
↓
去
昌
長
安
一
万
五
千
塁
、
戸
五
百
、

口
三
千
五
百
、
勝
兵
五
百
人
、
左
右
将
、
左
右
都
尉
、
騎
君
、
弓
長
各
一
人
、

東
北
至
＝
宝
器
手
淫
一
四
千
二
百
九
十
二
里
、
西
南
至
一
㎜
鳥
耗
国
国
千
三
百
四
十

里
、
南
与
昌
天
雷
一
接
、
北
至
昌
姑
墨
一
千
四
百
五
十
里
、
（
下
略
）
」
と
い
う
が

如
き
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　
前
漢
書
西
域
伝
の
各
国
に
関
す
る
か
く
の
如
き
表
現
法
は
、
倭
人
伝
の

「
郡
使
往
来
、
甲
所
レ
駐
」
と
あ
る
伊
都
国
、
即
ち
倭
國
に
使
す
る
こ
と
二
回

に
及
ん
だ
帯
方
の
縦
使
が
そ
こ
で
滞
在
し
て
倭
国
に
対
す
る
使
節
と
し
て
の

要
務
を
果
し
て
帰
っ
た
国
で
あ
っ
た
伊
都
国
か
ら
以
後
に
お
け
る
、
「
東
南

至
昌
奴
国
一
百
里
、
官
吏
昌
鞍
馬
風
脚
謝
日
当
沸
騰
茶
器
↓
有
三
一
万
余
田
⑩
東
行

至
昆
不
里
国
一
百
里
、
官
日
昌
多
模
両
徳
日
昌
卑
奴
母
離
｛
有
二
千
余
家
訓
。
南
至
昌

投
馬
国
哨
水
行
二
十
日
、
宮
日
扁
弥
弥
｛
副
日
直
弥
弥
那
利
嚇
可
晶
五
万
余
田
⑩

　
　
　
灘
の
誤

南
盃
昌
邪
馬
壷
国
土
女
王
之
所
レ
都
、
水
行
十
日
、
陸
行
一
月
。
官
有
二
業
出
馬
↓

次
田
二
律
詩
升
嶋
次
日
二
弥
馬
獲
支
二
次
日
昌
奴
佳
醍
↓
宇
戸
七
万
余
戸
一
」
と
書

い
て
い
る
表
現
と
一
致
す
る
。
方
角
・
国
名
・
距
離
の
順
で
書
か
れ
、
ど
の

方
角
に
何
國
が
あ
り
、
そ
こ
ま
で
は
ど
れ
だ
け
の
距
離
で
あ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
共
通
す
る
。
伊
都
国
を
は
じ
め
ど
の
国
に
も
伊
都
国
ま
で
と
同
様
に
、

国
都
の
名
は
見
え
な
い
が
、
距
離
は
国
都
か
ら
国
都
ま
で
の
距
離
で
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
四
国
の
う
ち
奴
国
ま
で
の
表
現
は
完
全
に
前
漢
書
と
同
一
で

あ
る
。
他
の
三
国
で
は
不
弥
国
は
東
行
、
投
属
国
は
水
行
、
邪
馬
台
国
で
は
・

水
行
陸
行
と
行
の
字
が
あ
る
の
で
、
行
の
字
が
あ
る
点
は
前
漢
書
と
異
な
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
行
程
は
甲
地
か
ら
乙
地
へ
行
く
こ
と
を
想
定
し

て
定
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
行
の
字
は
行
程
を
表
わ
す
た
め
に

使
わ
れ
た
行
の
．
字
で
あ
っ
て
、
末
盧
か
ら
伊
都
へ
の
進
行
を
東
南
陸
行
五
百

里
と
書
い
て
い
る
場
合
の
行
の
字
と
は
違
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
論
詰
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
伊
都
国
ま
で
は
方

角
・
距
離
・
国
名
の
順
だ
が
、
同
国
以
後
は
方
角
・
国
名
・
距
離
の
順
だ
か

ら
で
あ
る
。
表
現
法
の
根
幹
を
見
な
い
で
行
の
字
の
有
無
に
追
わ
れ
る
と
、

伊
都
國
以
後
も
連
続
的
に
読
み
た
く
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
み

こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
行
の
字
が
従
来
は
伊
都
国
以
後
ま
で
も
連
続
的
行
路
と

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

思
わ
せ
る
誘
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
伊
都
国
以
後
の
四
国
に
至
る
方
角
・
国
名
漕
距
離
の
記
載
は
、
前
漢
書
籍

諸
等
の
各
国
の
条
の
各
國
を
中
心
と
す
る
諸
圏
へ
の
行
程
表
と
同
一
の
表
現

法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
域
伝
で
は
初
に
国
都
の
所
在
地
を
あ

げ
て
、
國
と
国
と
の
間
の
距
離
は
両
国
の
国
都
の
問
の
距
離
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
が
、
倭
人
伝
で
は
邪
馬
台
国
に
つ
い
て
「
女
王
之
所
レ
都
」
と
書

い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
公
開
の
た
め
の
註
記
が
運
転
郡
の
治

所
に
対
応
す
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

　
伊
都
国
以
後
の
四
国
は
伊
都
国
を
超
点
と
し
て
、
各
国
に
至
る
方
角
と
距
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離
と
を
列
挙
し
た
も
の
で
、
伊
都
圏
以
前
の
如
く
に
連
続
的
に
読
ん
で
は
な

ら
ぬ
と
い
う
読
み
方
は
、
既
記
の
如
く
榎
一
雄
氏
の
新
読
法
で
あ
っ
て
筋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

通
っ
た
学
説
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
私
は
榎
説
を
採
る
者
で
あ
る
。
だ
が
私

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
読
み
方
が
榎
説
と
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
点
は
、
私
は
榎
氏
の
如
く
方
角

と
距
離
と
国
名
と
の
三
者
の
配
列
が
、
伊
都
国
の
前
と
後
と
で
違
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
こ
と
を
基
本
的
な
理
由
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
は
倭
人
伝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
け
る
行
路
の
記
載
が
前
漢
書
西
域
伝
に
現
わ
れ
た
行
路
記
載
の
書
例
に
従

う
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
基
本
的
な
理
由
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

云
い
か
え
る
と
、
伊
都
国
の
前
と
後
と
で
三
者
の
配
列
が
違
っ
て
い
る
の
は
、

倭
人
伝
が
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
一
般
的
原
期
の

現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
こ
の
場
合
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
差
違
で
は

な
い
と
す
る
点
に
お
い
て
、
私
は
榎
説
と
は
ち
が
っ
た
新
し
い
読
み
方
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
前
漢
書
の
表
現
と
倭
人
伝
の
表
現
と
の
間
に
類
似
の
あ
る
こ
と
は
先
に
述

べ
た
が
、
倭
人
伝
が
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
か
ら
立
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
私
は
倭
人
伝
の
記
載
と

前
漢
書
の
書
例
と
の
全
薗
的
な
対
照
の
結
果
こ
の
断
定
に
達
し
た
の
で
あ
る

が
、
差
し
当
り
私
は
前
漢
書
西
域
伝
の
書
例
に
照
ら
し
て
倭
人
伝
を
読
む
と
、

従
来
論
争
が
繰
り
返
え
さ
れ
な
が
ら
決
定
に
至
ら
な
い
読
み
方
の
当
否
を
西

域
伝
と
の
対
照
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
い
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
そ
れ
は
伊
都
以
後
の
列
挙
的
読
み
方
の
一
部
分
に
な
る
邪
馬
台
国
に
至

る
「
南
水
行
十
臼
陸
行
一
月
」
の
読
み
方
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
南
へ
水
行

十
日
の
上
に
陸
行
一
月
」
と
い
う
よ
う
に
連
続
的
に
よ
む
の
と
、
　
「
南
へ
水

行
な
ら
十
日
陸
行
な
ら
一
月
置
と
よ
む
の
と
で
、
邪
馬
台
国
の
位
置
の
決
定

に
差
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
こ
の
読
み
方
が
論
議
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
前
漢
書
西
域
伝
を
見
る
と
、
こ
れ
と
全
く
同
「
の
筆
法
で
書
か

れ
て
い
る
実
例
が
あ
る
。
西
域
伝
上
巻
の
最
後
の
黒
頭
国
の
条
に
、
「
西
至
昌

損
毒
一
千
三
百
一
十
四
里
蒲
江
馬
行
二
日
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、

千
三
百
一
十
四
里
と
馬
行
二
日
と
で
は
余
り
に
も
大
差
が
あ
る
の
で
、
誰
で

も
連
続
的
に
読
み
た
い
文
で
あ
る
。
然
る
に
清
朝
の
漢
書
の
註
釈
書
を
よ
む

と
、
博
学
・
王
先
買
・
墨
形
は
皆
こ
れ
を
、
普
通
の
歩
道
な
ら
千
三
百
十
四

里
だ
が
、
山
道
な
ら
馬
行
二
日
で
行
け
る
と
読
ん
で
い
る
。
従
っ
て
下
路
の

会
合
点
に
摘
毒
国
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
拙
著
、
頁
八
九
）
私
は
邪
馬
台
国
の

位
置
を
表
示
す
る
「
南
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
も
ま
た
、
こ
の
前
漢
書
の
書

例
に
従
っ
て
伊
都
国
の
南
で
「
水
行
な
ら
十
日
陸
行
な
ら
一
月
」
の
位
置
に
、

邪
馬
台
国
が
あ
る
こ
と
を
表
示
し
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ

の
場
所
が
筑
後
の
山
門
郡
の
地
で
あ
り
山
門
郡
が
邪
馬
台
国
の
故
地
で
あ
る
．

こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
・
地
理
的
・
考
古
学
的
に
条
件
が
整
の
う
て
い

る
と
い
三
と
が
で
き
る
・
（
拙
著
三
五
三
・
三
二
。
頁
）
な
お
両
地
問
に
二
醐

つ
の
通
路
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
こ
れ
と
同
断
の
表
現
法
は
唐
の
杜
佑
の
　
9
1



通
事
の
州
郡
志
の
中
に
散
見
す
る
が
、
恐
ら
く
前
漢
書
の
書
例
の
如
き
一
般

的
な
表
現
法
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
都
か
ら
南
方
で
陸
行
一
月
目
地

に
邪
馬
台
魑
が
あ
る
と
い
う
読
み
方
は
、
現
実
の
地
理
に
照
合
す
る
と
、
不
．

当
に
長
い
距
離
を
許
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
こ
の
説
は
成
立
し

な
い
と
い
う
批
判
が
依
然
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
次
節
で
述
べ
る
夕

方
の
郡
使
の
倭
国
往
訪
の
復
命
報
告
書
に
お
け
る
距
離
の
記
載
と
の
関
連
に

お
い
て
考
察
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
述
べ
よ
う
。
伊
都

国
か
ら
後
の
行
路
記
事
な
る
も
の
が
、
正
確
に
い
え
ば
伊
都
睡
か
ら
各
国
に

至
る
行
程
の
記
載
で
あ
る
こ
と
が
、
前
漢
醤
西
域
伝
の
書
例
に
照
ら
し
て
初

め
て
的
確
に
判
明
す
る
こ
と
は
上
記
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
伊
都
国

ま
で
の
四
国
の
行
路
が
連
続
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
も
疑
う
も
の

が
な
い
ほ
ど
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
我
々
が
日
本

の
地
理
の
常
識
に
基
づ
い
て
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
、

倭
人
伝
を
書
い
た
陳
書
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
知
識
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
倭
国
往
訪
の
豊
明
郡
使
の
報
告
が
原
史
料
と
な
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
我
々
が
倭
人
伝
を
正
確
に
読
む
方
法
と
し
て
は
、
こ
の
場
合
も

で
き
れ
ば
陳
寿
の
心
に
な
り
、
陳
寿
の
表
現
法
に
従
う
て
、
こ
の
部
分
を
読

む
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
然
る
に
幸
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
漢
書
地
理
志

響
（
越
）
地
の
条
に
は
、
前
に
述
べ
た
よ
ヶ
に
、
南
越
の
海
岸
か
ら
印
度
半

島
東
岸
中
部
の
黄
支
国
に
達
す
る
ま
で
の
行
路
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
が
次
第
に
各
地
を
経
過
し
て
進
む
連
続
的
行
路
の
記
載
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
が
、
こ
の
記
載
の
仕
方
を
倭
人
伝
の
対
馬
か
ら
伊
都
に
至
る
ま

で
の
行
路
記
事
に
比
較
対
照
す
る
と
、
拙
著
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
両
者
の

表
現
法
は
実
に
よ
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
拙
著
、
頁
八
一
）
そ
れ
で
私
は

こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
陳
寿
は
前
漢
書
の
書
例
を
踏
襲
し
て
倭
人
伝
に
お
け

る
行
路
記
事
の
表
現
法
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
倭
人
伝
が
前
漢

磐
西
域
伝
の
書
例
に
従
う
て
雲
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
伊
都
国
以
後
の
各
国

に
至
る
行
程
記
事
の
記
載
の
仕
方
に
お
い
て
明
白
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
如

く
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
女
王
国
の

所
在
地
と
領
域
と
の
決
定
の
た
め
に
は
機
密
と
も
い
う
べ
き
表
現
法
が
、
こ

の
西
域
伝
の
書
例
の
上
に
お
い
て
見
出
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

目
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
思
う
。
　
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
と
称
ば
れ

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
じ
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

て
い
る
地
方
が
倭
人
伝
の
中
の
ど
の
地
方
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
西
域
伝

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

の
書
例
の
参
照
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。
　
「
自
吊
女
王
国
一
以
北
」
の
地

方
が
九
州
の
ど
の
地
方
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
女
王
国
は
そ
の
地

方
の
南
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
　
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
と
い
う

う
ち
に
は
女
王
国
は
含
ま
れ
な
い
。
そ
れ
が
含
ま
れ
る
と
し
た
ら
倭
の
土
地

に
は
何
も
残
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
漢
書
の
書
例
を
見
て
も
、
洒
南
夷
伝

の
初
の
総
論
の
部
分
に
、
西
南
夷
の
諸
派
に
数
等
あ
る
こ
と
を
叙
述
し
た
中

に
、
　
「
自
晶
某
族
一
驚
東
北
」
と
い
う
表
現
法
を
と
っ
た
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
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る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
通
塞
の
地
方
を
含
ま
な
い
で
、
そ
れ
よ
り
も
東
北

に
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
倭
人
伝
の
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
も
同

一
の
表
現
で
あ
っ
た
の
に
相
違
な
い
。
　
「
自
品
女
王
国
一
以
北
、
其
戸
数
道
里

可
無
筆
載
一
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
倭
人
伝
に
見
え
る
九
州
の
諸
国
の

中
で
、
ど
の
国
々
が
「
戸
数
道
里
」
が
「
略
載
」
さ
れ
た
地
方
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
南
の
地
方
が
女
王
国
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
は
、
い
か
な
る
学
説
も
こ
の

点
を
究
明
し
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
従
来
は
邪
馬
台
国
と

女
王
国
と
を
同
視
す
る
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
邪
馬
台
国
の
所
在

地
さ
え
わ
か
れ
ば
、
女
王
国
の
所
在
地
を
探
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
伊
都
国
以
後
の
諸
国
を
連
続
的
に
よ
む
説
も
、
そ
れ
を
列
量
的
に
よ

む
説
も
、
　
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
は
「
自
昌
邪
馬
台
国
一
以
北
」
で
あ
る
と
し

て
お
り
、
　
「
戸
数
道
理
の
鼠
走
」
に
つ
い
て
は
深
く
考
え
な
か
っ
た
。
投
馬

国
を
女
王
国
膳
邪
馬
台
国
よ
り
北
に
あ
っ
た
国
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

管
見
で
は
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
の
同
視
が
従
来
の
学
説
の
根
本
的
欠
陥
で

あ
り
、
倭
人
伝
を
不
可
解
の
書
物
た
ら
し
め
た
根
本
原
因
で
あ
る
が
、
こ
の

謬
見
は
後
漢
書
の
倭
国
観
に
由
来
す
る
か
ら
、
そ
の
説
明
を
最
後
に
ま
わ
す

こ
と
に
し
て
、
ま
ず
「
戸
数
道
理
」
が
「
略
載
」
さ
れ
た
「
自
昌
女
王
国
一
以

北
」
が
ど
の
地
方
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
私
の
所
見
を
を
述
べ
る
。

　
倭
人
伝
に
お
い
て
「
戸
数
道
里
」
が
「
略
載
」
さ
れ
た
諸
国
と
は
ど
の
国

々
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
決
定
す
る
根
拠
も
ま
た
前
漢
書
西
域
伝
の
書
例
の
中

に
お
い
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
西
域
伝
の
初
の
総

説
の
最
後
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
自
二
宣
元
一
後
、
単
干
称
昌
藩
臣
↓
西
域
服
従
。
其
土
地
山
川
、
王
侯
戸
数
、

　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
道
里
遠
近
如
実
奨
。

と
い
う
文
が
あ
る
が
、
こ
の
中
の
「
其
戸
数
軽
薄
翔
実
夷
」
と
い
う
文
字
が

拾
え
る
部
分
は
、
ま
さ
し
く
倭
人
伝
の
「
自
酌
女
王
國
一
以
北
」
に
つ
い
て
、

　
「
其
戸
数
道
楽
可
昌
略
載
こ
と
あ
る
部
分
に
対
応
し
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」

を
決
定
す
る
た
め
の
指
針
と
な
る
文
句
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
（
拙
著
、
頁
一

〇
三
）
こ
の
西
域
伝
か
ら
の
引
用
の
最
後
の
翔
実
は
顔
師
固
の
註
に
よ
る
と
、

翔
は
詳
と
同
じ
で
あ
り
、
音
が
同
一
だ
か
ら
借
り
て
用
い
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
曲
管
の
金
石
文
に
そ
の
実
例
が
あ
る
か
ら
そ
れ
に
相
違
な

く
、
事
実
は
測
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
西
域
伝
に
書
か
れ
た
約
五
十
の

国
々
は
コ
P
数
道
里
」
が
「
事
実
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
が
、
西
域
伝
に
見
え
る
無
期
の
記
載
を
調
べ
る
と
、
戸
数
及
び
里
数
は
、

で
き
れ
ば
一
位
に
下
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
十
位
の
国
も
少
く
は
な
い
が
、

百
位
で
と
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
里
数
が
こ
の
と
お
り
だ
か

ら
道
即
ち
方
角
も
ま
た
正
確
な
わ
け
で
あ
る
。
西
域
伝
で
西
域
の
諸
国
に
つ

い
て
「
戸
教
道
里
」
が
「
詳
実
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

・
指
す
の
で
あ
る
。
安
息
国
だ
の
大
月
氏
だ
の
康
居
回
だ
の
長
安
か
ら
一
万
里
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以
上
の
遠
方
に
あ
っ
た
大
国
は
別
と
し
て
、
西
域
俵
に
見
え
る
諸
国
の
戸
数

三
里
の
記
載
は
か
く
の
如
く
で
あ
る
こ
と
を
原
則
に
し
て
い
る
。
長
安
か
ら

一
万
里
以
上
で
も
西
岳
国
に
つ
い
て
、
　
「
去
昌
長
安
一
万
二
百
五
十
里
、
戸
三

百
五
十
、
口
四
千
、
勝
兵
千
人
、
東
北
到
轟
潮
懸
治
所
一
五
千
四
十
六
里
」
と

い
う
よ
う
に
、
都
護
治
所
ま
で
の
里
数
は
一
位
ま
で
か
き
、
長
安
ま
で
の
里

数
と
酉
夜
国
の
戸
数
は
十
位
ま
で
か
い
て
い
る
。
西
域
地
方
は
西
域
都
費
府

の
支
配
が
及
び
、
西
は
羅
馬
に
通
ず
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
開
か
れ
て
い
た
関

係
上
、
諸
国
の
情
況
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
倭
に

つ
い
て
は
帯
方
郡
の
郡
使
が
僅
に
二
回
訪
れ
た
だ
け
だ
か
ら
、
西
域
伝
の
よ

う
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
漢
書
西
域
伝
の
書
例
を
本

に
し
て
、
伊
都
国
以
後
の
四
国
の
行
路
に
お
い
て
は
伊
都
国
を
起
点
と
し
て

四
国
に
至
る
方
角
と
距
離
と
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
水
行
十
日
陸
行
一

月
に
お
い
て
は
水
陸
匿
路
の
存
在
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う

る
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
　
「
戸
数
首
里
の
豊
実
」

の
実
例
を
示
し
て
い
る
前
漢
書
西
域
伝
の
各
国
に
お
け
る
戸
数
道
心
の
記
載

は
、
　
コ
戸
数
道
里
の
略
載
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
心
志
倭
人
伝
に
お
け

る
「
自
＝
女
王
国
一
以
北
」
の
地
方
が
果
し
て
ど
の
地
方
で
あ
っ
た
か
を
決
定

す
る
上
に
、
参
考
に
な
る
実
例
を
示
し
て
い
る
も
の
と
干
て
も
む
り
で
は
な

か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
倭
人
伝
に
つ
い
て
戸
数
道
塁
の
記
載
と
そ
の
あ
り
方
と
を
調
べ
て

見
る
と
、
対
馬
国
は
狗
邪
韓
国
か
ら
千
余
里
で
千
余
戸
、
　
大
（
支
）
国
は

対
馬
国
か
ら
爾
千
余
里
で
三
千
許
家
、
宋
上
国
は
一
大
國
か
ら
千
余
里
で
四

千
余
戸
、
伊
都
国
は
末
溜
塗
か
ら
東
南
陸
行
五
百
里
で
千
上
戸
、
伊
都
国
の

東
南
百
里
の
王
国
は
二
万
余
戸
、
伊
都
国
か
ら
東
行
百
工
の
不
三
国
は
千
丁

家
、
伊
都
国
か
ら
水
行
二
十
日
の
鮎
苗
国
は
推
定
五
万
余
戸
、
伊
都
国
か
ら

水
行
十
日
又
は
陸
行
一
月
の
邪
馬
台
国
は
推
定
七
万
余
戸
と
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
戸
数
は
対
馬
・
一
支
・
末
慮
・
伊
都
・
不
弥
の
四
国
は
千
位
、
奴
・

投
了
・
邪
馬
台
は
万
位
で
、
玄
馬
・
邪
馬
台
の
二
国
は
推
定
の
数
字
で
あ
る
。

次
に
里
数
は
対
馬
・
一
支
・
末
額
の
三
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
の
国
か
ら
千
余

9
里
、
伊
都
国
は
末
端
國
か
ら
五
百
里
、
島
国
・
不
適
国
は
そ
れ
ぞ
れ
伊
都
国

か
ら
百
里
、
以
上
は
里
数
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
投
餅
と
邪
山
台
の
二
国
に

な
る
と
、
日
数
は
か
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
里
数
が
な
い
。
ま
た
数
字
は
百

位
で
表
示
し
た
も
の
が
最
低
位
で
あ
り
、
他
は
千
位
・
万
位
で
あ
る
。
だ
か

ら
戸
数
と
里
数
の
両
者
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
不
要
国
ま
で
の
六
国
の
地
方

で
あ
っ
て
、
竜
馬
と
邪
広
台
の
二
国
は
戸
数
は
あ
っ
て
も
万
位
以
上
で
推
定

の
数
字
で
あ
る
。
道
即
ち
方
角
は
遠
方
ほ
ど
正
確
を
保
し
が
た
い
か
ら
、
こ

の
二
国
の
よ
う
な
遠
方
で
は
方
角
も
確
か
だ
と
は
い
え
な
い
。
西
域
伝
の
場

合
の
よ
う
に
陵
上
ば
か
り
で
は
な
く
、
道
に
は
陸
上
の
外
に
海
上
の
航
行
も

あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
両
者
と
も
正
確
を
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
こ
の
よ

う
に
調
べ
て
く
る
と
倭
人
伝
の
う
ち
に
は
、
前
漢
書
西
域
伝
と
同
様
に
、
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「
戸
数
道
理
の
詳
実
」
を
保
証
し
う
る
国
は
｛
つ
も
な
い
。
僅
に
戸
数
と
里

数
と
を
千
位
と
百
位
と
で
書
く
こ
と
が
で
き
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
、
西
域

伝
の
標
準
で
「
戸
数
道
開
の
略
載
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
す
ぎ
な

い
。
里
数
が
な
く
、
戸
数
は
推
定
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
調
馬
・
邪
馬

台
の
二
国
は
戸
数
里
数
の
標
準
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
国
で
あ
る
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
前
漢
書
西
域
伝
の
書
例
に
照
ら
し
て
魏
志
倭
人
伝
を
よ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

む
と
、
　
「
戸
数
道
士
の
詳
実
」
に
相
当
す
る
国
は
存
在
し
な
い
。
と
い
っ
て
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

対
馬
か
ら
不
弥
国
ま
で
の
戸
数
・
里
数
が
百
位
ま
で
は
書
か
れ
た
国
が
あ
る

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
セ
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

地
方
は
、
明
ら
か
に
里
数
が
な
く
て
日
数
の
み
あ
り
戸
数
は
推
定
に
止
め
て

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
る
投
馬
・
邪
馬
蝉
の
二
国
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

六
国
の
地
方
こ
そ
は
「
戸
数
道
里
の
略
載
」
に
相
当
す
る
記
載
が
あ
る
諸
国

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
地
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
毛
馬
・
邪
馬
台
の
二
国
は
こ
の
標

準
か
ら
い
え
ば
「
自
烹
女
至
国
一
以
北
」
の
う
ち
に
は
属
し
な
か
っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
　
（
拙
著
、
頁
～
〇
五
）
従
っ
て
こ
の
二
国
は
「
其
余
労
国
遠
絶
、

不
レ
可
一
得
詳
こ
の
列
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
対
馬
か
ら
不
弥
ま
で
の
穴
国
の
地
方
こ

そ
は
「
自
己
女
王
国
一
以
北
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
伊
都
国
ま

で
は
単
方
の
腰
使
が
実
地
を
進
ん
だ
四
国
で
あ
り
、
奴
・
不
弥
の
二
国
は
伊

都
国
か
ら
僅
に
首
里
の
地
で
あ
る
。
こ
の
六
国
に
つ
い
て
は
戸
数
道
里
を
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

賎
し
う
る
と
、
郡
使
が
復
命
報
告
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
自
晶

ぢ
　
へ
　
う
　
ヤ
　
で
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
へ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
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ヤ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヘ
　
モ
　
ツ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
も
　
モ
　
ヘ
　
モ

女
王
国
一
以
北
」
が
こ
れ
ら
六
國
の
地
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
開
ら
か

み
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
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ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
な
る
と
、
女
王
国
は
そ
の
南
の
地
方
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
九

州
本
土
に
お
い
て
、
末
亡
国
即
ち
松
浦
郡
よ
り
南
の
肥
前
と
伊
都
・
奴
・
不

弥
の
三
国
が
あ
っ
た
地
方
よ
り
南
の
筑
後
が
女
王
国
の
領
土
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
既
に
邪
馬
台
国
は
有
明
海
の
東
北
岸
の
筑
後
山
習
郡
を

そ
の
故
地
と
し
た
こ
と
が
開
白
で
あ
る
か
ら
、
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
が
同

一
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
は
「
女
王
之
所
レ
都
」
と
あ
る
と

お
り
、
女
王
の
国
都
の
所
在
地
で
あ
る
。
そ
し
て
倭
国
が
多
年
に
わ
た
っ
て

内
乱
を
続
け
た
後
に
お
い
て
、
諸
国
は
一
女
子
卑
弥
呼
を
立
て
て
倭
国
の
王

に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
倭
国
の
こ
と
を
女
王
国
と
称
ん
だ
の
で
あ
る
こ
と

も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
邪
馬
台
国
は
倭
国
即
ち
女
王
国
の
国
王
で

あ
る
女
王
の
国
都
の
所
在
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
倭
国
と
い
う
名
称
は
も

ち
ろ
ん
魏
の
政
府
が
便
宜
上
つ
け
た
仮
称
で
あ
る
。
そ
れ
は
倭
の
三
十
国
の

中
か
ら
上
記
の
六
国
と
女
王
の
南
に
あ
っ
た
敵
国
狗
奴
国
と
伊
都
国
か
ら
南

水
行
二
十
日
の
地
に
あ
っ
た
羽
黒
国
と
の
八
筋
に
邪
馬
台
国
を
加
え
た
九
国

を
除
い
た
と
こ
ろ
の
、
所
在
地
不
詳
の
二
十
一
国
の
恐
ら
く
大
部
分
の
国
々

を
含
ん
だ
国
家
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
国
々
が
邪
馬
台
国
を
盟
主

と
仰
い
で
そ
の
下
に
団
結
し
て
作
っ
て
い
た
連
合
国
家
が
倭
国
且
女
王
国
で

あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
連
合
国
家
の
領
域
は
ど
の
地
方
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
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北
は
上
記
六
国
の
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
の
地
方
に
接
し
、
南
は
女
王
国
の

南
で
そ
の
敵
国
で
あ
っ
た
狗
奴
国
即
ち
古
代
に
は
熊
県
が
お
か
れ
た
肥
後
の

球
磨
郡
の
地
方
と
界
を
接
し
、
東
は
「
女
王
國
東
レ
度
海
千
余
土
、
復
有
レ
国
、

皆
忙
種
」
と
あ
る
の
は
四
国
の
西
岸
地
方
と
思
わ
れ
る
か
ら
周
防
灘
に
至
る

地
域
を
占
め
、
邪
馬
台
国
ま
で
の
水
行
十
日
は
九
州
西
海
岸
を
め
ぐ
っ
て
有

明
海
に
入
る
航
行
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
肥
前
の
彼
杵
郡
は
女
王
国
の

中
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
女
王
国
の
領
域
は
筑
後

全
土
を
申
心
と
し
、
東
は
考
古
学
的
考
慮
な
ど
に
よ
り
言
前
の
南
半
と
豊
後

全
部
、
西
は
松
浦
郡
を
除
く
肥
前
の
大
部
分
、
南
は
球
磨
郡
を
除
く
肥
後
の

大
部
分
を
占
め
て
い
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
九
州
山
脈
を
こ
え
た
日

向
の
中
部
に
治
所
が
あ
っ
た
歯
黒
国
は
女
王
国
の
植
民
地
で
あ
っ
た
と
思
う

の
で
あ
る
。
私
は
．
「
自
篇
女
王
国
一
以
北
」
と
女
王
国
と
狗
奴
園
と
の
芒
つ
の

地
方
は
、
九
州
地
方
の
倭
人
の
三
都
族
を
成
し
て
い
た
と
見
る
。
三
十
國
は

い
ず
れ
も
小
部
族
国
家
で
あ
り
、
女
王
國
は
多
数
の
小
部
族
国
家
が
連
合
し

て
作
っ
た
中
部
の
部
族
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
女
王
国
は
「
自
昌
女

王
國
一
嘗
北
」
の
地
方
を
征
服
し
て
こ
れ
を
属
領
と
し
、
伊
都
国
に
一
大
率

を
お
い
て
そ
の
地
方
の
諸
国
を
検
察
せ
し
め
た
。
　
「
自
晶
女
王
国
一
以
北
」
は

女
王
が
任
命
し
た
一
大
率
が
総
督
と
し
て
厳
重
に
取
締
っ
て
い
た
女
王
国
の

属
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
検
察
は
盲
評
で
あ
り
、
諸
国
は
こ
れ
を
畏

製
し
た
。
郡
使
は
実
地
に
こ
れ
を
目
撃
し
た
の
で
あ
る
。
女
王
国
に
と
っ
て

は
北
方
の
警
備
を
厳
重
に
行
な
う
と
こ
が
特
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
⑯

（
拙
著
、
買
五
二
八
）
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以
上
に
よ
っ
て
魏
志
の
倭
人
伝
は
前
漢
書
の
欝
例
証
に
西
域
伝
の
書
例
に

剛
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
と
思
う
。
実
に
前
漢

書
西
域
伝
の
表
堤
法
に
従
う
て
倭
人
伝
を
解
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
昌

女
王
国
｝
以
北
」
の
地
域
が
明
白
化
し
、
ま
た
こ
れ
に
基
づ
い
て
女
王
国
の

領
域
が
判
明
し
、
女
王
国
と
「
自
知
女
王
国
一
以
北
」
と
の
支
配
関
係
及
び
倭

人
伝
に
見
え
る
三
世
紀
前
半
の
九
州
に
お
け
る
三
部
族
の
存
在
と
そ
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
う
る
端
緒
を
に
ぎ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
上
記
の
書
例
と
は
別
に
魏
志
望
人
伝
が
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
た
こ

と
を
立
証
し
う
る
根
拠
と
し
て
、
邪
馬
台
国
の
台
字
の
即
ち
肇
の
字
が
前
漢

書
に
由
来
す
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
古
田
武
彦
馬
は
昭
和
四

十
四
年
（
一
九
六
九
）
の
『
史
学
雑
誌
』
九
月
号
に
「
邪
馬
壱
国
」
と
題
す
る

論
文
を
発
表
し
、
宋
刊
本
三
国
志
を
本
に
し
て
、
魏
志
の
原
本
は
邪
馬
萱
国

で
あ
っ
た
が
、
後
漢
書
が
壷
を
豪
に
改
訂
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
新
説
を
立

て
、
邪
馬
蟹
国
の
存
在
を
前
提
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
邪
馬
台
国
論
争
を

以
て
、
根
拠
の
な
い
無
用
の
論
争
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
そ
れ
が
本

当
に
そ
う
な
ら
ば
、
我
々
の
多
年
の
研
究
は
的
な
き
に
矢
を
放
っ
て
き
た
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
、
私
は
古

田
氏
の
論
文
を
精
読
し
、
前
漢
書
の
用
語
例
を
調
べ
、
果
た
し
て
こ
の
新
説



魏志倭人伝正解の条件（牧）

に
従
う
べ
き
か
否
か
を
考
え
た
。
そ
し
て
私
は
既
述
の
如
く
そ
の
結
果
を
本

年
（
一
九
七
〇
）
七
月
の
『
龍
谷
法
学
』
で
発
表
し
た
が
、
今
そ
の
要
点
を

述
べ
る
と
、
史
記
の
大
憲
列
伝
に
、
弐
師
将
軍
（
李
広
利
）
が
西
域
の
宛
を

討
っ
て
下
す
こ
と
能
わ
ず
、
鳥
孫
・
命
頭
の
二
国
が
漢
使
を
苦
し
め
た
こ
と

が
書
い
て
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
前
漢
書
李
広
利
列
伝
に
は
全
く
同
一
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　

章
を
史
記
か
ら
踏
襲
し
な
が
ら
、
倉
頭
を
面
謝
と
か
き
改
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
前
漢
書
で
は
壷
と
頭
と
を
同
一
又
は
近
似
の
音
を
有
す

る
文
字
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
化
す
る
の
で
あ
る
。
頭
の
音
が

ト
ウ
で
あ
る
の
に
対
し
、
盗
の
音
は
タ
イ
に
基
づ
く
ト
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
差
は
あ
っ
て
も
、
壷
の
音
が
ダ
イ
に
も
と
つ
く
ド
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
武
事
が
臨
本
の
屯
田
法
を
や
め
輸
墓
を
す
て
た

と
き
の
哀
痛
の
詔
は
今
日
リ
ン
ダ
イ
の
詔
と
読
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
前

漢
書
の
本
来
の
読
み
方
に
従
え
ば
リ
ソ
タ
イ
又
は
リ
ン
ト
の
詔
と
読
ま
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
も
之
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
邪
馬
台
国
の
故
地
は
前
記
の
如

く
筑
後
の
山
門
郡
で
あ
り
、
両
者
は
ヤ
マ
ト
と
い
う
音
に
お
い
て
一
致
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
前
漢
書
が
李
広
利
伝
に
お
い
て
壷
（
台
）
の
字

を
以
て
ト
の
音
を
蓑
出
し
た
よ
う
に
、
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
書
か
れ
た

魏
志
倭
人
伝
が
、
邪
馬
台
国
の
場
合
に
墓
の
字
を
使
用
し
て
ヤ
マ
ト
の
ト
と

い
う
音
を
表
出
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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雷
例
に
従
う
て
読
む
と
い
う
こ
と
弦
、
読
み
方
に
一
定
の
ル
ー
ル
を
認
め

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
に
従
う
て
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
倭
人
伝
の
解
読
に
お
け
る
流
弊

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
も
い
う
べ
き
こ
と
は
、
原
文
を
読
む
各
人
が
各
人
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に

む
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

勝
手
な
読
み
方
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
駕
疋
し
た
解
読
に
達
す
る
は
ず
は
な
い
。
な
ぜ
各
人
各
様
の
読
み
方
に
な

っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
倭
人
伝
に
書
か
れ
た
距
離

や
戸
数
を
示
す
数
字
が
実
数
の
何
倍
に
も
誇
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
後
漢

書
倭
伝
が
倭
人
伝
の
倭
の
字
の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
誤

に
気
づ
か
な
か
た
た
め
、
女
王
国
と
邪
馬
台
国
と
を
同
視
す
る
よ
う
な
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
理
由
が
妨
害
し
て
各
様
の
読
み
方
を
招
く
よ
う
な

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
文
字
の
使
用
に
お
い
て

厳
格
な
漢
籍
殊
に
そ
の
古
代
の
文
献
に
お
い
て
、
読
者
の
意
に
よ
っ
て
ど
う

に
で
も
読
め
る
と
い
う
よ
う
な
文
章
字
句
に
な
っ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
魏

志
倭
人
伝
を
そ
の
よ
う
に
安
っ
ぽ
い
本
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
は
絶
討
に
で

き
な
い
。
必
ら
ず
一
定
し
た
書
き
方
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

う
す
る
と
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
前
漢
書
の
書
例
が
魏

志
倭
人
伝
の
表
現
に
お
い
て
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
え

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
前
漢
書
の
地
理
志
・
西
域
伝
・
西
南
夷
伝
の

書
例
に
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
人
伝
に
お
け
る
従
来
の
解
読
上
の
争

点
に
対
し
、
一
・
定
の
解
読
法
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
殊
に
　
「
自
昌
女

王
国
｝
以
北
」
の
地
域
が
対
馬
か
ら
不
弥
ま
で
の
六
国
の
地
方
で
あ
る
こ
と
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を
、
　
「
戸
数
道
里
の
略
載
」
と
い
う
条
件
に
照
ら
し
て
考
定
す
る
に
盗
り
、

西
域
伝
の
コ
戸
数
道
里
の
詳
実
」
と
の
対
照
が
効
果
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
軽

視
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
実
に
こ
れ
に
よ
っ
て
、
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
を

同
視
し
来
っ
た
従
来
の
定
説
の
誤
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
女
王
国
は
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
と
よ
ば
れ
た
六
国
の
地
方
の
南
に
あ
っ

た
連
合
国
家
で
あ
っ
て
倭
国
と
同
一
で
あ
る
。
倭
国
大
乱
の
時
倭
国
を
構
成

し
た
諸
国
の
共
立
を
う
け
て
倭
国
の
女
王
に
な
っ
た
卑
弥
呼
に
ち
な
ん
で
、

倭
国
は
異
称
し
て
女
王
国
と
も
称
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
邪
馬

台
国
は
倭
国
即
ち
女
王
国
の
「
女
王
之
所
レ
都
」
で
あ
っ
た
。
「
女
王
の
寄
す

　
りる

所
」
と
い
う
の
は
、
女
王
国
琵
倭
国
の
国
都
の
所
在
地
と
い
う
意
味
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

る
。
こ
の
所
と
い
う
文
字
は
伊
都
国
を
「
郡
珂
往
来
番
所
レ
駐
」
と
い
っ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

所
在
地
不
詳
の
二
十
一
国
の
最
後
の
真
布
を
「
此
女
王
境
界
所
レ
尽
」
と
書

い
て
あ
る
場
合
の
所
の
字
と
同
一
の
用
法
で
あ
っ
て
、
女
王
の
都
の
あ
る
場

所
即
ち
国
都
の
所
在
地
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
を
女
王
国
と
混
同
し
て

い
て
は
、
倭
人
伝
が
永
久
に
読
め
な
い
文
献
に
な
る
こ
と
は
、
本
年
（
一
九

七
〇
）
の
『
日
本
歴
史
』
二
月
号
の
拙
稿
「
書
例
に
よ
る
魏
志
倭
人
伝
の
解

釈
」
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
　
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
の
地
域
が

ど
こ
で
あ
る
か
は
、
前
漢
書
西
域
伝
に
お
け
ろ
書
例
と
の
対
照
に
よ
っ
て
の

み
、
そ
れ
が
対
馬
か
ら
不
識
ま
で
の
六
簡
の
地
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
断
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
り
初
め
て
八
国
の
行
路
に
関

す
る
記
述
に
つ
い
て
矛
盾
な
き
解
釈
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
殊
に
注

意
す
べ
き
こ
と
は
、
邪
馬
台
国
と
共
に
、
た
え
ず
そ
の
所
在
地
が
問
題
に
な

っ
て
き
た
投
馬
屋
の
所
在
地
が
こ
れ
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
投
馬
国
の
駈
在
地

と
し
て
は
、
私
は
早
く
か
ら
本
居
宣
長
の
説
に
従
い
、
日
向
中
部
の
妻
町
を

宛
て
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
伊
都
国
以
後
の
行
路
の
列
挙
的
読
み
方

と
調
和
せ
し
め
る
原
文
の
解
読
は
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
が
対
馬
か
ら
不
弥

ま
で
の
六
國
の
地
方
で
あ
る
こ
と
を
考
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で

あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
の
考
定
に
よ
っ
て
女
王
国
と
邪
馬
台
国
と
を
同
視
す

る
従
来
の
定
説
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
断
定
し
え
た
こ
と
は
既
述
の
如
く
で

あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
断
定
が
な
さ
れ
る
と
繋
馬
国
を
女
王
国
1
1
邪
馬
台
圏

よ
り
も
北
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
困
難
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
伊
都
国
か
ら
南
水
行
十
日
の
邪
馬
台
国
よ
り
も
南
に
、
即
ち

爾
水
行
二
十
日
の
地
に
投
南
国
が
あ
っ
て
も
構
わ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

（
拙
著
、
頁
二
八
六
）
榎
・
井
上
の
両
氏
と
私
と
の
解
読
上
の
違
い
は
こ
の
点

に
存
す
る
。

　
な
お
私
は
魏
志
の
本
紀
の
至
の
字
と
到
の
字
と
を
使
い
分
け
て
い
る
の
と

同
一
の
使
い
分
け
が
、
倭
人
伝
の
行
路
記
菓
の
段
落
の
表
現
に
作
用
し
、
最

後
の
邪
馬
台
国
で
至
を
用
い
到
に
し
て
い
な
い
こ
と
を
以
て
、
伊
都
国
以
後

の
列
挙
的
読
法
成
立
の
一
つ
の
理
由
た
ら
し
め
た
。
こ
れ
は
志
和
の
書
例
の

重
視
で
あ
る
。
（
拙
著
、
頁
四
八
－
五
〇
）
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魏志倭人伝正解の条件（牧）

三
、
帯
方
郡
の
郡
使
の
復
命
書
と
帯
方
郡
の

　
　
太
守
の
報
告
書
と
に
見
え
る
帯
方
郡
か

　
　
ら
女
王
国
ま
で
の
里
数
に
つ
い
て
の
判

　
　
断
の
必
要
と
倭
人
伝
の
解
読
に
お
け
る

　
　
そ
の
効
果
、
殊
に
帯
方
郡
か
ら
女
王
国

　
　
ま
で
の
幹
線
距
離
を
一
万
二
千
余
事
と

　
　
し
た
虚
構
の
里
数
に
基
づ
く
原
爆
数
の

　
　
復
原
に
よ
る
倭
地
の
地
理
の
解
明

　
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
倭
人
伝
を
読
む
こ
と
は
、
倭
人
伝
を
正
し
く
読

む
が
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
こ

れ
に
配
す
る
に
、
魏
の
国
命
に
よ
っ
て
倭
国
へ
派
遣
さ
れ
た
写
方
の
郡
使
が
、

そ
の
復
命
書
に
お
い
て
報
告
し
た
と
思
わ
れ
る
写
方
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
の

一
万
二
千
豊
里
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
数
字
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、

正
し
い
判
断
を
以
て
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
倭
人
伝
正
読
の
た

め
に
必
要
な
第
二
条
件
で
あ
り
、
書
例
式
鰹
読
と
稲
ま
っ
て
倭
人
伝
の
正
解

を
可
能
な
ら
し
め
る
。

　
倭
人
伝
は
初
に
帯
方
郡
か
ら
女
王
國
ま
で
の
行
路
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後

に
「
自
γ
夏
至
工
女
王
．
国
一
万
二
千
余
齢
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
と

も
と
郡
使
の
復
命
報
告
書
を
材
料
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
出

所
を
そ
れ
以
外
に
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
レ
郡
至
昌
女
王
国
一
」

と
い
う
の
が
、
帯
方
郡
の
手
鑑
か
ら
女
王
国
の
治
駈
邪
馬
台
国
に
至
る
ま
で

の
距
離
で
あ
る
こ
と
は
、
既
述
の
如
く
前
漢
書
西
域
伝
の
表
現
法
に
照
ら
し

て
疑
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
距
離
を
な
ぜ
里
数
で
示
し
た
か
と
い
う
と
、

里
数
は
距
離
の
正
確
な
表
示
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
数
は
車
馬
や

歩
行
者
や
船
舶
な
ど
進
行
方
法
の
相
違
に
よ
っ
て
差
を
生
ず
る
か
ら
、
距
離

の
正
確
な
表
示
に
適
し
な
い
。
選
数
は
そ
の
よ
う
な
心
配
の
な
い
正
確
な
客

観
的
表
示
で
あ
る
。
行
程
を
示
す
に
は
そ
れ
故
に
で
き
る
か
ぎ
り
里
数
を
以

て
し
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
っ
て
日
数
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で

法
定
の
行
程
表
は
里
数
に
な
っ
て
い
て
、
車
馬
・
歩
行
・
船
舶
に
よ
り
行
程

表
の
里
言
が
定
ま
っ
て
い
た
。
従
っ
て
臼
数
を
里
数
に
換
算
す
る
こ
と
も
で

き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
正
確
な
方
法
は
初
か
ら
諸
賢
で
表
翼
す
る
に
越
し
た

こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
の
圏
都
邪
馬

台
国
ま
で
の
距
離
が
一
万
二
千
隠
里
だ
と
い
う
こ
と
は
正
確
な
里
数
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
た
。
然
る
に
こ
の
距
離
の
う
ち
帯
方
郡
か
ら
末
筆
国
誕
で
は

海
上
で
あ
り
、
末
慮
か
ら
伊
都
を
経
て
邪
馬
盗
国
ま
で
は
陸
上
で
あ
り
、
陸

上
の
う
ち
末
慮
か
ら
伊
都
ま
で
は
郡
使
が
進
行
し
た
部
分
で
あ
り
、
伊
都
か

ら
邪
馬
台
国
ま
で
は
郡
使
が
進
行
せ
ず
伊
都
に
お
い
て
そ
の
距
離
を
き
い
た

都
分
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
帯
方
郡
か
ら
邪
馬
追
同
ま
で
の
　
万
二
千
厨
川

に
お
い
て
、
初
か
ら
里
数
で
あ
る
の
は
伊
都
国
ま
で
の
一
万
五
百
余
里
で
あ
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る
。
残
り
の
千
五
百
墨
は
伊
都
邪
馬
台
両
国
間
の
陸
行
一
月
を
里
数
に
換
算

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
程
表
か
そ
れ
に
相
補
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、

日
数
を
里
数
に
書
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
相
違
な
い
。
だ
と
す
る
と
、

陸
行
一
日
程
五
十
里
な
ら
ば
、
一
月
即
ち
三
十
日
の
行
程
は
千
五
百
里
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
魏
の
時
代
の
歩
行
一
日
の
行
程
が
五
十
里
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
と
、
陸
行
一
月
を
千
五
百
里
に
な
お
し
た
こ
と
は
理
由
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
魏
の
時
代
の
歩
行
一
日
の
行
程
は
な
に
ほ
ど
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
今
こ
の
こ
と
を
晦
接
に
立
証
し
う
る
材
料
を
も
た
な
い
が
、
間

接
的
に
は
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
漢
雷
南
蛮
伝
に
よ
れ
ば
、
後
漢
の

順
帝
の
時
将
軍
李
固
視
が
上
尽
し
て
南
蛮
遠
征
の
企
を
阻
止
し
た
時
、
彼
は
・

「
軍
行
三
十
里
為
レ
程
、
而
表
昌
日
南
一
九
千
余
里
、
三
百
日
乃
到
」
と
云
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
ヶ
し
て
魏
は
後
漢
の
後
継
者
を
以
て
自
任
し
て
い

た
か
ら
、
か
く
の
如
き
行
程
の
制
度
も
受
け
つ
い
で
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

然
る
に
大
唐
六
典
戸
部
の
条
に
は
「
凡
陸
行
之
程
、
節
日
七
十
垂
、
歩
歯
骨

五
十
里
、
車
三
十
垂
」
と
な
っ
て
い
る
。
車
三
十
里
の
う
ち
に
は
直
行
の
車

を
含
む
と
思
う
。
軍
行
に
は
必
ず
武
器
・
食
料
・
宿
営
の
器
材
な
ど
を
運
搬

す
る
た
め
の
車
を
伴
う
こ
と
を
要
し
た
。
軍
と
い
う
文
字
は
戦
闘
に
は
必
ず

兵
車
を
出
だ
し
、
軍
隊
は
兵
車
の
周
囲
を
多
く
の
兵
士
が
包
与
す
る
か
ら
、

包
と
車
と
を
合
し
て
軍
の
字
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
砥
ど
で
あ
る
。
そ
れ
だ

か
ら
唐
の
行
程
表
に
お
い
て
、
後
漢
の
軍
行
の
車
が
三
十
里
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
と
、
後
漢
の
車
の
一
巳
程
三
十
璽
に
准
じ
て
後
漢
の
市
有
は
一
日

の
程
が
五
十
里
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
考
せ
し
め
る
。
後
漢
と
唐
と
で
は
六
百

年
以
上
の
開
き
が
あ
る
か
ら
、
一
里
の
長
さ
に
お
い
て
変
化
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
行
程
表
に
お
け
る
数
字
に
は
歩
行

一
日
程
五
十
里
と
い
う
点
に
お
い
て
、
後
漢
と
唐
と
の
闘
に
一
致
が
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
後
漢
の
制
を
受
け
つ
い
だ
魏
に

お
い
て
も
一
日
の
歩
行
は
五
十
里
で
あ
っ
た
と
考
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
拙
著
、
頁
五
四
）
。
そ
れ
で
倭
人
伝
に
お
い
て
伊
都
・
邪
馬
台
両
国
問
の
行
程

を
陸
行
一
月
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
里
数
に
な
お
し
て
千
五
百
里
に
相
当
す

る
と
し
た
の
は
、
計
数
上
か
ら
い
え
ば
正
し
い
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
検
討
し
来
る
と
、
一
万
二
千
余
里
の
う
ち
で
確
率
が
最
も
多
く
保

証
さ
れ
て
い
る
の
は
、
帯
方
郡
か
ら
末
盧
国
ま
で
の
海
上
一
万
余
里
で
あ
る
。

そ
の
次
は
末
盧
闘
か
ら
伊
都
国
ま
で
の
五
百
余
里
で
あ
り
、
保
証
の
程
度
が

最
も
低
い
の
は
伊
都
国
か
ら
邪
簾
台
國
ま
で
の
千
五
百
里
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
帯
方
郡
か
ら
遠
く
な
る
に
従
う
て
距
離
の
正
確
さ
の
度
合
が
減
じ
て
い

る
の
だ
か
ら
嶺
然
そ
う
な
る
べ
き
だ
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
右
の
里
数
は
果
し
て
里
数
に
ふ
さ
わ
し
い
正
確
さ
を
お
び
た
数

宇
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
く
そ
れ
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
立
方
郡
か
ら
宋

盧
国
ま
で
の
一
万
余
里
で
あ
る
。
こ
の
中
に
郡
か
ら
狗
邪
韓
国
ま
で
の
七
千
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魏
志
の
明
帝
本
紀
で
は
洛
陽
遼
東
問
が
四
千
里
、
然
る
に
そ
の
爽
夷
伝
で
は
遼
東
丸
都
問
が
千
里
、
高
句
麗
が
方
凡
そ

　
　
　
　
　
り

二
千
里
、
三
韓
が
方
凡
そ
四
千
毘
で
あ
る
。
三
韓
古
型
の
里
数
が
笑
壷
の
約
三
倍
強
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
田
方
郡
末
盧
国
間
を
一
万
七
里
と
し
、
帯
方
郡
の
馬
所
か
ら
女
王
国
（
倭
錦
）
の
女
王
が
都
し
た
邪
丁
台
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国
ま
で
の
幹
線
の
里
数
を
万
二
千
余
里
と
す
る
た
め
の
工
作
で
あ
っ
た
。
伊
都
国
以
後
の
里
数
と
日
数
を
す
べ
て
実
数

諒
す
る
学
説
と
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
を
同
視
す
る
定
説
と
の
誤
謬
は
上
記
の
幹
線
の
里
数
と
の
関
連
上
生
じ
て
い
る
。
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余
寒
と
狗
邪
韓
対
馬
両
国
闘
並
び
に
対
馬
一
支
両
国
閲
の
各
千
余
里
と
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
初
の
帯
方
郡
か
ら
常
総
韓
国
ま
で
は
「
乍
南

乍
東
」
と
な
っ
て
い
て
、
朝
鮮
半
島
の
西
海
岸
を
南
下
す
る
部
分
と
そ
の
南

端
か
ら
東
行
す
る
部
分
と
の
二
つ
に
分
か
ち
う
る
。
然
る
に
魏
志
の
韓
伝
で

は
韓
は
「
可
昌
方
四
千
里
一
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
帯
方
郡
か
ら
半
島
の
西
岸

を
南
下
し
て
そ
の
南
端
に
達
す
る
ま
で
を
四
千
璽
と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
四
千
璽
と
は
ど
れ
ほ
ど
の
里
数
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
魏
志

の
闘
帝
紀
景
初
二
年
六
月
置
条
に
は
遼
東
の
叛
将
公
孫
淵
を
討
つ
た
め
に
、

明
帝
の
決
断
に
よ
り
司
馬
宜
公
に
附
し
て
四
万
の
兵
を
洛
陽
か
ら
四
千
里
の

か
な
た
に
あ
る
遼
東
に
送
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
右
の
朝

鮮
半
島
の
西
岸
四
千
里
は
洛
陽
か
ら
遼
東
ま
で
の
四
千
里
に
～
致
す
る
わ
け

で
あ
る
。
然
る
に
実
際
の
距
離
を
対
比
す
る
な
ら
ば
、
正
確
な
こ
と
は
云
え

な
い
け
れ
ど
も
、
前
者
が
実
数
の
三
倍
以
上
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

一
見
し
て
明
白
で
あ
る
。
距
離
の
誇
張
は
既
に
こ
こ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
同
断
の
誇
張
は
三
韓
全
体
の
面
積
の
誇
張
に
な
っ
て
い
る
。
三
韓

合
わ
せ
て
凡
そ
方
四
千
里
で
あ
る
の
に
対
し
、
魏
志
の
東
夷
伝
に
高
旬
麗
は

凡
そ
方
二
千
里
と
あ
る
か
ら
、
前
者
の
面
積
は
後
者
の
そ
れ
の
四
倍
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
歴
史
地
図
に
よ
っ
て
両
者
を
比
較
す
る
と
、
後
者
は
明
ら

か
に
前
者
よ
り
も
広
い
か
ら
、
四
倍
以
上
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
（
拙
著
、
六
六
〇
七
）
前
著
の
鮒
図
を
参
無
さ
れ
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
半
島
の
南
半
に
お
い
て
水
行
の
里
数
に
四
倍
ほ
ど
の
誇

張
が
あ
る
が
、
次
に
狗
邪
韓
圓
か
ら
対
馬
国
ま
で
が
千
余
墨
、
対
馬
國
か
ら

（
支
）一

大
繊
ま
で
が
千
余
里
、
一
大
国
か
ら
還
魂
国
ま
で
が
千
余
憤
、
合
わ
せ
て

三
千
余
毘
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
海
峡
の
長
さ
は
三
者
不
同
で
し
か

も
そ
の
差
は
相
当
大
き
い
の
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
嗣
一
の
千
差
里
で
あ
る

と
こ
ろ
に
、
里
数
が
不
正
確
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
表
現
が
文
学
的
で
あ

る
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
こ
と
は
次
の
事
実
に
よ
っ
て
一
層
そ
の
感
を
深
か

ら
し
め
る
。
即
ち
帯
方
郡
か
ら
狗
邪
韓
圏
ま
で
の
七
千
二
王
に
こ
の
海
峡
地

帯
の
三
千
三
里
を
加
え
た
一
万
三
里
と
い
ふ
数
字
が
、
実
に
一
方
郡
か
ら
宋

磁
国
ま
で
の
水
行
の
距
離
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
倭
人
伝
に
お
け
る
里
数
を

考
え
る
上
に
お
い
て
、
否
、
ひ
ろ
く
倭
人
伝
の
中
に
見
え
る
日
数
や
戸
数
の

数
字
に
つ
い
て
考
え
る
上
に
お
い
て
、
十
分
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
だ

と
思
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
一
国
は
九
州
の
本
土
に
お
い
て
一
方
の
郡

使
が
初
め
て
到
達
し
た
國
で
あ
っ
た
。
倭
人
伝
に
見
え
る
対
馬
国
以
下
の
三

十
国
の
中
か
ら
対
馬
と
．
一
支
と
の
二
国
を
除
い
た
二
十
八
国
か
ら
成
る
倭
人

の
住
む
大
陸
に
着
く
ま
で
の
長
い
航
海
は
、
実
に
一
万
璽
を
越
え
て
い
た
と

郡
使
た
ち
は
．
郡
の
太
守
に
報
告
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
万
余
里
と
い

う
数
字
は
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
里
数
が
、
三
倍
又
は
そ
れ
を
越
え
る

ほ
ど
に
誇
張
さ
れ
た
里
数
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
拙
署
、
頁
二
五
一
）
、

虚
構
の
数
字
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
数
字
が
一
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万
里
と
い
う
、
数
字
と
し
て
は
一
つ
の
極
限
を
あ
ら
わ
す
数
字
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
直
に
清
取
さ
れ
う
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ

の
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
云
う
な
ら
ば
、
倭
国
に
派
遣
さ
れ
た
土
方
の
郡
使

は
、
そ
の
復
命
書
を
か
く
に
あ
り
、
ま
ず
末
治
国
ま
で
～
万
里
と
き
め
て
お

い
て
、
次
に
半
島
の
西
海
岸
と
南
海
茶
匙
海
峡
地
帯
と
に
順
次
四
千
余
罪
・

三
千
七
里
・
三
千
余
里
と
い
う
虚
構
の
里
数
を
割
り
あ
て
た
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
二
回
に
わ
た
っ
て
倭
国
に
歯
し
た
塗
方
郡
の
宮
吏
は
、
そ

の
よ
う
な
虚
構
の
里
数
を
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
問
題
だ
と
思

う
。
万
里
の
鵬
程
や
万
里
の
長
城
を
始
と
し
て
万
里
と
い
う
数
宇
は
里
数
の

極
限
を
示
す
用
語
で
あ
る
か
ら
、
倭
国
は
帯
方
郡
か
ら
は
と
て
も
遠
く
遙
か

な
る
海
上
に
あ
る
と
い
う
文
学
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
云
え
る
ど
思

う
。
し
か
し
唯
そ
れ
だ
け
の
意
味
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
倭
国

に
諾
し
た
の
は
魏
と
倭
国
と
の
問
の
冊
封
関
係
の
た
め
で
あ
っ
た
。
第
一
回

は
倭
国
の
女
王
卑
弥
呼
に
慰
書
を
送
る
の
を
主
た
る
目
的
と
し
、
第
二
回
は

倭
国
と
熱
奴
国
と
の
交
戦
に
対
し
て
魏
の
皇
帝
の
指
令
を
授
け
る
の
が
目
的

で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
魏
は
南
方
の
呉
と
対
立
抗
争
を
続
け
て
い
た
か
ら
、

倭
国
に
逸
し
た
郡
使
の
任
務
は
軽
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
万
里
と
い
う

里
数
は
単
な
る
文
学
的
表
現
で
は
な
く
、
何
か
の
目
的
が
あ
っ
て
復
命
書
に

書
か
れ
た
数
字
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
白
鳥
庫
吉
氏
の
説
が
あ
る
。
白
鳥
氏
は
右
の
一
万
里
を

問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
氏
は
魏
の
景
初
二
年
に
明
帝
が
四

万
の
兵
卒
を
遼
東
の
公
孫
氏
討
伐
の
た
め
に
出
そ
う
と
し
た
時
に
反
対
意
見

が
あ
っ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
し
て
、
倭
国
の
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
魏
の

政
府
部
内
に
は
倭
国
討
伐
論
者
も
出
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
ど
が
で
き
る

が
、
倭
国
の
事
情
に
精
通
し
た
翼
翼
郡
の
役
人
達
は
之
に
反
対
だ
っ
た
だ
ろ

う
か
ら
、
帯
方
郡
か
ら
倭
国
に
派
遣
し
た
郡
使
が
帰
費
し
て
か
ら
、
郡
か
ら

報
告
書
を
魏
の
朝
廷
に
提
出
す
る
際
、
故
意
に
里
数
を
延
長
し
倭
国
征
討
論

を
封
じ
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
虚

構
は
郡
の
太
守
が
し
た
こ
と
に
な
る
。
私
は
拙
著
『
臼
本
の
原
始
国
家
』
に

お
い
て
、
帯
出
の
郡
使
は
伊
都
ま
で
き
て
そ
こ
で
滞
在
し
、
倭
国
と
郡
と
の

間
の
交
渉
は
す
べ
て
こ
こ
で
行
う
て
帰
黙
し
た
。
彼
等
は
伊
都
国
憲
在
中
に

邪
馬
台
国
ま
で
赴
い
て
使
命
を
は
た
す
こ
と
を
欲
し
、
そ
れ
を
倭
国
の
役
人

に
交
渉
し
て
み
た
が
、
倭
国
は
一
大
率
を
伊
都
国
に
お
い
て
厳
重
に
北
方
の

守
備
を
固
め
て
い
た
程
だ
か
ら
、
彼
等
の
希
望
は
認
め
ら
れ
ず
、
伊
都
国
か
ら

先
へ
は
ど
う
し
て
も
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
使
命
完
遂
の
失
敗

の
責
任
を
免
が
れ
る
た
め
に
、
伊
都
国
か
ら
邪
馬
国
ま
で
の
距
離
を
実
数
の

五
倍
も
六
倍
も
あ
る
陸
行
一
月
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
本
に
な
っ
て
、

倭
人
伝
の
里
数
は
故
意
に
誇
張
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
（
拙
著
、
警
固

五
二
）
こ
れ
も
一
説
。
　
し
か
し
こ
れ
よ
り
も
一
層
可
能
性
が
あ
り
そ
う
な
説
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と
し
て
、
国
使
は
題
離
を
誇
張
し
て
、
一
万
里
以
上
の
遠
方
に
赴
い
た
と
報

告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
苦
に
対
す
る
重
賞
の
獲
得
を
期
待
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
も
立
て
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
私
は
今
こ
れ
ら
の
こ
と
は
一
万
二
千
余
里
と
い
う
里
数
に
お
け
る

誇
張
又
は
虚
構
の
も
つ
意
味
を
考
え
る
と
き
、
さ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
が
ら
で

は
な
い
と
思
う
。
私
は
こ
の
数
字
の
中
に
三
批
紀
の
魏
の
官
人
が
い
だ
い
た

魏
を
中
心
と
す
る
漫
心
観
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
私
は
倭
国

は
母
方
郡
か
ら
水
行
一
万
里
以
上
の
南
方
に
あ
る
大
園
で
あ
る
と
し
た
と
こ

ろ
に
、
郡
使
に
も
郡
の
太
守
に
も
共
通
し
た
倭
国
観
が
あ
り
、
そ
の
根
抵
に

は
中
国
的
世
界
観
が
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。
ま
ず
そ
の
倭
国
観
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
前
漢
書
の
西
域
伝
に
醤
か
れ
た
西
域

の
地
方
に
対
応
す
る
よ
う
な
黒
地
の
存
在
を
夢
想
せ
し
め
る
意
図
を
お
び
た

倭
国
観
で
あ
っ
て
、
倭
國
へ
善
し
た
郡
使
は
復
命
書
に
お
い
て
、
既
に
そ
の

よ
う
な
倭
燭
観
に
基
づ
く
報
告
を
行
な
い
、
こ
の
復
命
書
を
受
け
た
帯
方
郡

の
太
守
は
、
更
に
こ
の
復
命
書
の
内
容
に
潤
色
を
加
え
た
報
告
書
を
作
成
し

て
、
そ
れ
を
洛
陽
の
政
府
に
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
私
は
以
上
の
推

考
を
決
し
て
理
由
な
く
し
て
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
郡
使
が
最
初
正

始
元
年
（
二
四
〇
）
に
倭
国
に
向
っ
て
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
女
王
卑
弥
呼
に
対

し
て
親
類
倭
王
の
印
綬
を
授
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
印
綬
は
先

に
西
域
の
大
月
氏
王
に
授
け
た
の
と
同
一
の
段
階
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
か
ら
復
命
書
に
邪
群
青
国
の
こ
と
を
大
月
属
国
類
似
の
国
の
如
く
に

書
い
て
も
全
然
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
当
時
の
中
国
人

の
世
界
観
に
よ
る
と
、
西
域
地
方
に
多
く
の
大
国
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
倭
人

伝
で
は
倭
地
と
称
ば
れ
て
い
る
広
大
な
地
域
に
多
く
の
国
々
が
あ
り
、
そ
の

中
に
は
何
万
戸
と
い
う
戸
数
を
有
す
る
諸
国
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
中
央
政

府
に
報
告
す
る
の
が
、
そ
の
当
時
の
中
国
人
の
宮
人
の
空
想
に
最
も
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
想
定
を
以
て
倭
人
伝
を
読
む
時
に
お
い
て
、
我
々
は
最
も
よ
く
倭
人

伝
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
園
地
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
質
地

と
い
う
の
は
、
倭
人
伝
の
冒
頭
に
「
従
レ
訳
者
レ
倭
」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合

の
倭
で
あ
る
。
こ
の
倭
を
倭
国
と
読
む
こ
と
は
次
々
で
説
く
が
如
く
に
後
漢

書
の
倭
伝
に
始
ま
る
が
、
そ
れ
が
鞄
曄
に
よ
る
倭
人
伝
の
読
み
ぞ
こ
な
い
で

あ
っ
て
、
倭
人
伝
を
不
可
解
の
書
た
ら
し
め
て
い
る
根
源
で
あ
る
。
錨
地
と

い
う
の
は
、
倭
国
即
ち
女
王
國
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
て
、
そ
れ
よ
り
も
広

い
地
方
で
あ
る
。
そ
の
中
に
倭
人
の
三
十
国
が
あ
っ
た
状
態
は
、
前
漢
の
西

域
伝
が
伝
え
て
い
る
西
域
地
方
に
五
十
余
国
が
あ
っ
た
の
を
連
想
せ
し
め
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
魏
志
の
倭
人
伝
が
前
漢
書
の
書
例
に
拠
っ
て
書
か

れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
云
っ
て
も
理
由
が
な
い
と
は
い
え
な

い
と
思
う
。
前
漢
書
西
域
伝
に
書
か
れ
て
い
る
西
域
の
諸
国
と
魏
志
倭
人
伝

に
書
か
れ
て
い
る
意
地
の
諸
国
と
を
対
照
す
る
と
、
土
地
の
諸
国
が
西
域
の

104　（686＞



「

魏志倭人伝正解の条件（牧）

諸
国
と
対
応
さ
せ
る
よ
う
な
虚
構
の
数
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
興
味
を

感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
西
域
伝
の
大
月
氏
国
は
「
虫
二
長
安
一
万
一
千
六

百
里
、
不
レ
属
昌
都
護
嶋
、
戸
越
万
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
似
た
こ
と
と
し
て
は
、

倭
国
の
女
王
が
署
し
て
い
た
邪
馬
台
国
が
、
帯
方
郡
を
去
る
こ
と
一
万
二
千

三
塁
で
、
戸
数
は
七
万
戸
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
月
氏
国
で

は
「
王
治
ユ
監
氏
城
塁
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
邪
馬
台
国
に
つ
い
て
は

国
王
の
治
要
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
邪
馬
台
国
は
女
王
国
（
倭
国
）
連
邦
の

国
都
所
在
地
で
あ
っ
た
が
、
西
域
に
は
大
月
氏
国
を
盟
主
と
す
る
よ
う
な
連

邦
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
で
は
倭
地
と
西
域
と
は
、
も
ち
ろ
ん
全
然

ち
が
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
倭
地
の
三
十
国
は
郡
か
ら
最
も
近
い
対
馬
国
で

も
八
千
着
換
の
遠
方
に
あ
り
、
殆
ん
ど
全
部
の
国
が
一
万
里
以
上
の
遠
方
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
域
の
諸
国
が
長
安
か
ら
六
千
里
以
上
の
遠
隔
の
地

に
あ
っ
て
、
東
西
六
千
二
塁
だ
と
い
う
西
域
伝
の
記
述
は
、
耳
管
は
南
北
五

千
余
里
と
い
う
倭
人
伝
の
叙
述
と
よ
く
似
て
い
る
と
思
う
。
だ
か
ら
帯
方
郡

か
ら
末
盧
国
ま
で
が
一
万
余
里
、
邪
馬
台
国
ま
で
が
一
万
二
千
余
響
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
前
漢
書
西
域
伝
の
西
域
地
方
に
東
薦
相
対
照
せ
し
め
る
た
め

に
、
敢
え
て
誇
張
し
て
虚
購
の
倭
の
世
界
を
描
い
て
い
る
と
想
定
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
倭
人
伝
の
倭
愚
な
る
も
の
は
前
漢
書
西
域
地
方
を
連
想
せ
し

め
る
よ
う
な
東
南
の
大
陸
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
虚
構
が
あ
る
と
い

え
る
が
、
こ
れ
は
魏
の
皇
帝
が
君
臨
す
る
世
界
は
曾
て
前
漢
の
時
代
に
西
方

に
お
い
て
延
び
て
い
た
の
と
似
た
こ
と
が
、
東
南
の
倭
地
に
お
い
て
も
生
じ

て
い
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
構
想
に
お
い
て
描
出
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
云

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
魏
の
皇
帝
の
い
わ
ば
一
種
の
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
よ

と
う
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
の
が
倭
人
伝
の
倭
地
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

帯
方
の
郡
使
の
復
命
書
に
お
い
て
既
に
倭
地
に
関
す
る
虚
構
が
あ
っ
た
と
こ

ろ
へ
、
帯
方
の
太
守
が
更
に
そ
れ
を
潤
色
し
た
報
告
書
を
作
っ
て
洛
陽
の
中

央
政
府
に
送
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
頗
る
可
能
性
の
多
い
こ
と
で
あ
る
と
云

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
魏
略
を
書
い
た
魚
拳
は
太
守
の
報

告
書
が
政
府
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
を
、
材
料
に
し
て
倭
伝
を
書
き
、
魏
志

を
書
い
た
陳
書
は
魏
略
を
材
料
に
し
て
倭
人
伝
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
邪
馬
台
圏
の
所
在
地
で
あ
る
が
、
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
倭
人

伝
を
読
む
と
、
そ
の
所
在
地
は
伊
都
国
の
南
で
「
水
行
な
ら
ば
十
臼
を
要
し
、

陸
行
な
ら
ば
一
月
を
要
す
る
」
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
今
日
は
筑
後
の
山
門
郡
に
あ
た
る
こ
と
を
前
節
で
述
べ
、
そ
の
説
明
を
こ

の
節
に
譲
っ
た
か
ら
次
に
は
そ
れ
を
述
べ
る
が
、
ま
ず
気
の
つ
く
こ
と
は
福

岡
市
の
西
隣
り
の
前
原
町
は
伊
都
国
の
故
地
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
福
岡
県

の
西
南
端
の
山
門
郡
に
至
る
ま
で
の
水
陸
寒
路
の
う
ち
水
路
は
九
州
の
西
海

岸
を
ま
わ
っ
て
有
明
海
に
は
い
る
。
陸
路
は
そ
こ
か
ら
奴
国
が
あ
っ
た
博
多

を
経
て
爾
下
し
筑
後
平
野
を
進
ん
で
有
明
海
に
達
す
る
。
こ
の
両
路
の
落
ち

合
う
所
が
邪
馬
台
国
の
山
門
郡
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
両
路
を
比
較
す
る
と
、
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水
行
の
方
は
成
数
十
日
と
し
て
も
ま
ず
よ
い
と
し
て
陸
行
の
一
月
は
余
り
に

も
長
い
。
両
者
の
日
数
は
余
り
に
も
比
例
を
失
し
て
い
る
。
そ
れ
で
邪
馬
台

国
の
位
置
を
こ
の
読
み
方
で
決
定
す
る
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
説
を
生
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
た
か
と
い

う
理
由
を
語
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
陸
行
一
月
の
方
は

帯
方
郡
か
ら
女
王
国
の
国
都
の
所
在
地
で
あ
っ
た
邪
馬
台
国
に
至
る
ま
で
の

幹
線
の
距
離
一
万
二
千
夢
心
の
中
に
含
ま
れ
る
行
程
と
し
て
の
一
月
で
あ
る
。

こ
れ
が
一
万
二
千
余
興
の
中
か
ら
末
慮
国
ま
で
の
一
万
五
百
余
里
を
引
い
た

残
り
の
千
五
百
里
に
相
当
し
、
前
記
の
如
く
距
離
と
し
て
の
正
確
さ
の
最
も

弱
い
都
分
に
あ
た
る
。
だ
が
こ
れ
だ
っ
て
全
く
の
虚
構
で
は
な
く
、
元
の
実

数
が
あ
っ
て
の
こ
と
に
相
違
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
末
盧
と
伊
都
と
の
間
が
陸

行
五
百
毘
と
あ
る
か
ら
、
伊
都
・
邪
馬
台
問
の
陸
行
千
五
百
塁
は
そ
の
三
倍

で
あ
り
、
実
地
と
の
釣
合
が
と
れ
る
の
で
あ
る
。
誇
張
は
末
慮
・
伊
都
闘
の

五
百
里
に
あ
る
。
こ
れ
は
十
日
を
要
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
数
の

五
倍
か
六
倍
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
っ
た
と
す
る
と
、
伊

都
・
邪
馬
身
間
の
陸
行
一
月
は
実
数
に
お
い
て
五
日
か
六
日
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
な
ら
三
世
紀
の
九
州
の
交
通
で
は
あ
り
う
べ
き
こ
と
だ
と
思
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
水
行
の
方
は
延
喜
主
計
式
上
に
見
え
る
輸
調
使

の
上
京
に
要
す
る
行
程
表
を
参
考
す
る
と
、
成
数
化
さ
れ
た
十
日
の
原
数
は

十
二
日
で
も
十
五
日
で
も
よ
い
の
だ
か
ら
不
可
は
な
い
。
従
っ
て
倭
人
伝
の

記
事
に
基
づ
い
て
、
邪
馬
台
国
の
故
地
が
水
陸
両
路
が
会
合
す
る
山
門
郡
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
定
的
で
あ
る
。
（
拙
地
、
頁
二
七
、
六
〇
五
）

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
陸
行
と
水
行
と
で
か
く
の
如
き
差
を
生
じ
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
明
白
で
あ
る
。
陸
行
一
月
の
方
は
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
の
国
都
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

在
地
で
あ
っ
た
邪
馬
台
国
ま
で
の
、
い
わ
ば
両
地
間
の
幹
線
の
距
離
の
末
端

の
部
分
で
あ
っ
た
の
で
、
最
初
か
ら
故
意
に
誇
張
さ
れ
た
距
離
で
あ
っ
た
の

に
対
し
水
行
十
日
の
方
は
そ
れ
と
は
無
関
係
だ
っ
た
の
で
、
伊
都
に
お
い
て

倭
人
か
ら
聞
い
た
水
行
の
日
数
を
そ
の
ま
ま
と
り
成
苗
化
し
て
十
日
と
し
た

の
で
あ
る
。
実
は
こ
れ
も
五
倍
か
六
倍
に
原
数
を
拡
大
し
て
水
行
六
十
日
と

か
八
十
日
と
か
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
正
確
と
称
し
な
が
ら
本
来
正
確
に

書
く
意
志
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
も
よ
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
伊

都
か
ら
投
馬
面
ま
で
の
水
行
二
十
日
も
同
断
で
あ
る
。
倭
人
伝
に
お
い
て
重

要
な
数
字
は
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
の
距
離
が
一
万
二
千
余
話
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
里
数
は
形
式
的
に
は
里
数
だ
か
ら
正
確
な
わ
け
で

あ
る
が
、
実
質
的
に
は
原
数
を
故
意
に
四
倍
以
上
に
誇
張
し
た
里
数
で
あ
る
。

な
ぜ
誇
張
し
た
か
と
い
う
と
、
漢
代
の
西
域
に
対
抗
し
う
る
よ
う
な
広
大
な

土
地
が
帯
方
郡
の
南
方
に
あ
る
。
そ
れ
が
倭
地
（
倭
）
で
あ
る
。
そ
の
倭
地

の
中
に
倭
国
が
あ
る
。
倭
国
は
女
子
を
以
て
国
王
と
す
る
珍
ら
し
い
国
で
あ

る
が
、
こ
の
女
王
国
の
女
王
が
都
す
る
所
が
邪
馬
台
国
で
あ
っ
て
、
こ
の
国

の
位
置
は
会
稽
の
東
冶
の
東
に
あ
り
、
帯
方
郡
か
ら
南
方
一
万
二
千
余
里
の
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所
に
あ
る
。
然
る
に
こ
の
遠
方
か
ら
女
王
卑
弥
呼
が
魏
の
徳
を
敬
し
て
使
を

よ
こ
し
た
か
ら
、
明
帝
は
こ
れ
に
対
し
て
親
電
倭
王
の
印
綬
を
与
え
た
と
い

う
の
が
、
倭
人
伝
の
記
事
に
お
い
て
最
も
力
を
い
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
魏
を
中
心
と
し
た
中
国
的
な
世
界
観
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
我
々
は
倭
人
伝
を
読
む
に
当
っ
て
、
こ
の
中
国
的
な
世
界
観
に

よ
っ
て
生
じ
た
虚
構
の
数
字
に
振
り
廻
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
邪
馬
台
国
の
所
在
地
が
会
稽
の
東
冶
の
東
方
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
今
日
の
台
湾
の
東
方
か
東
南
の
辺
に
邪
馬
台
国
が
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
近
畿
ヤ
マ
ト
説
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
伊
都

か
ら
後
の
里
数
や
日
数
の
長
さ
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
、
一
万
二
千
余
塁
と
い

う
帯
方
郡
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
虚
構
さ
れ
た
全
里
数
を
軽
視
し
た
従
来
の

読
み
方
が
、
当
を
え
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
白
だ
と
考
え
る
。

四
、

倭
の
五
王
時
代
に
倭
人
伝
を
利
用
し
て

書
か
れ
た
後
漢
書
倭
伝
の
倭
国
観
に
つ

い
て
の
理
解
の
必
要
と
倭
人
伝
の
解
読

に
お
け
る
そ
の
効
果
、
殊
に
邪
馬
台
国

と
女
王
国
と
を
同
視
す
る
従
来
の
誤
っ

た
定
説
の
発
生
原
因
の
究
明

謡

近
代
の
我
が
国
の
史
学
界
に
お
い
て
魏
志
倭
人
伝
の
解
読
が
間
題
に
な
り

だ
し
た
は
の
、
明
治
四
十
五
（
　
九
一
二
）
年
に
内
藤
虎
次
郎
と
白
鳥
庫
吉
の

両
氏
の
間
で
卑
弥
呼
論
争
が
行
な
わ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
大
和
を
後

者
は
筑
後
山
門
郡
を
邪
臣
台
国
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
共
に
対
馬
か
ら
邪
馬

台
ま
で
の
八
国
の
行
路
を
連
続
的
に
読
ん
で
い
る
。
そ
の
後
約
六
十
年
の
今

日
で
は
北
九
州
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
榎
一
雄
と
井
上
光
貞
の
両
氏
は
共
に

筑
後
山
門
郡
説
を
採
り
、
且
共
に
伊
都
国
以
後
を
列
挙
的
に
読
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
変
遷
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
従
来
行
な
わ
れ
た
北
九
州
説
は
内
藤

氏
を
除
く
と
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
を
同
一
視
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
一

致
し
て
い
る
。
私
は
こ
れ
が
倭
人
伝
不
可
解
の
根
本
原
因
だ
と
思
う
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
倭
人
伝
の
倭
を
倭
国
な
り
と
す
る
後
漢
書
の
倭
国
観
が
諸
氏

に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

　
ま
ず
内
藤
氏
は
何
を
根
拠
に
し
て
倭
を
倭
国
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

か
と
い
え
ば
、
氏
は
「
卑
弥
呼
考
」
の
「
到
ユ
其
北
岸
狗
邪
韓
国
こ
の
条
に

「
こ
こ
に
其
の
北
岸
と
い
え
る
は
倭
国
の
北
岸
を
い
え
る
な
り
。
後
漢
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

楽
浪
郡
微
虫
昌
其
国
一
万
二
千
里
、
去
晶
其
西
北
界
狗
邪
韓
国
｝
七
千
余
里
と
い

え
る
も
、
こ
の
其
字
は
皆
倭
国
を
指
せ
り
。
然
る
に
菅
政
友
氏
は
誤
り
て
之

を
韓
国
を
指
せ
る
も
の
と
し
て
北
岸
と
い
え
る
を
疑
え
り
。
此
誤
は
蓋
し
当

時
狗
邪
韓
国
が
已
に
倭
国
に
版
属
せ
る
こ
と
を
思
は
ざ
る
に
出
づ
」
（
傍
点

牧
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
内
藤
氏
が
倭
人
伝
の
解
釈
に
お
い
て

後
漢
書
の
解
釈
を
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
右
の
引
用
中
の
「
到
篇
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む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

其
北
岸
狗
難
詰
国
一
」
は
、
倭
人
伝
の
習
頭
に
、
「
従
レ
郡
至
レ
倭
、
循
一
一
海
岸
一

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

水
行
、
歴
晶
韓
国
↓
乍
南
乍
東
、
到
ユ
其
北
岸
狗
邪
韓
国
こ
（
傍
点
牧
）
と
あ

る
文
の
最
後
の
部
分
で
あ
っ
て
、
「
輝
北
鐸
」
の
其
の
字
は
「
至
γ
倭
」
の
倭

の
宇
に
か
け
る
の
が
よ
い
か
、
　
「
高
幡
韓
国
昌
」
の
韓
国
の
字
に
か
け
る
の
が

よ
い
か
、
ど
ち
ら
が
よ
い
か
と
い
え
ば
、
後
漢
書
の
「
其
許
」
と
同
様
に
倭

の
字
に
か
け
て
倭
国
と
よ
む
の
が
正
し
い
と
い
う
の
が
内
藤
氏
の
解
釈
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
内
藤
氏
は
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
倭
を
後
漢
書
と
同

じ
く
倭
国
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
縦
覧
韓
国
を
倭
國
の
中
に

入
れ
、
二
十
一
国
の
最
後
の
思
量
を
伊
都
国
の
次
の
奴
国
の
重
出
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
読
み
方
に
す
る
と
、
後
漢
書
倭
伝
に
「
楽
浪
郡

微
去
昌
其
国
一
万
二
千
里
」
と
し
て
い
る
場
合
の
万
二
千
里
は
、
倭
人
伝
で
は

帯
方
郡
を
起
点
に
し
た
「
自
レ
箕
島
吊
女
王
国
扁
万
二
千
余
里
」
と
い
う
揚
言

の
万
二
千
加
里
に
当
る
の
だ
か
ら
、
　
「
遠
国
」
は
倭
国
で
は
な
く
し
て
女
王

国
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
後
毒
筆
が
後
漢
の
光
武
帝
に
朝
貢
し
た

奴
国
を
倭
国
の
極
南
島
の
国
だ
と
し
て
い
る
の
は
、
倭
人
伝
の
所
在
地
不
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む

の
二
十
一
国
の
最
後
の
奴
圏
に
つ
い
て
、
「
此
女
王
境
界
所
レ
尽
、
其
南
有
昌
狗

奴
国
｝
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
後

漢
書
は
倭
国
と
女
王
国
と
を
同
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、

内
藤
氏
も
後
漢
書
と
同
様
に
、
九
州
北
海
岸
の
奴
国
と
二
十
一
團
の
最
後
の

奴
国
と
を
重
出
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
倭
国
と
女
王
国
と
を
同
視
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
狗
奴
国
の
故
地
を
肥
後
の
菊
地
職
域
野
郷

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
私
は
奴
国
重
出
説
は
後
述
の
如
く
後
漢
書
が
「
従

レ
郡
至
レ
倭
」
の
倭
を
倭
麟
と
混
同
し
た
結
果
生
じ
た
誤
だ
と
思
う
。
ま
た
狗

奴
の
語
源
は
ク
マ
（
熊
）
で
あ
り
、
難
論
は
二
つ
あ
り
、
狗
奴
国
の
故
地
は

熊
県
が
あ
っ
た
肥
後
の
球
磨
郡
だ
と
考
え
る
。
（
拙
著
、
頁
三
七
七
上
二
八
二
）

　
然
る
に
北
九
州
の
山
門
ヤ
マ
ト
説
を
採
ら
れ
て
い
る
井
上
光
貞
氏
も
『
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬
台
国
』
中
の
氏
の
論
文
「
邪
馬
台
国
の
政
治
構
造
」
の
頁

一
一
に
「
其
北
岸
は
文
脈
上
あ
い
ま
い
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
智
歯
の
北
岸

と
と
っ
て
は
不
自
然
で
あ
り
、
や
は
り
倭
國
の
北
岸
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」

と
し
且
狗
邪
韓
国
に
倭
国
の
支
配
権
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
井
上
氏
も
内
藤
氏
と
類
似
し
た
読
み
方
を
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
筑
後
山
門
郡
を
邪
馬
台
国
の
故
地
と
さ
れ
た
井
上
氏
は
榎
氏
と
同
様

に
白
鳥
氏
の
学
説
の
流
を
う
け
て
女
王
国
と
邪
馬
台
国
と
を
同
視
し
、
右
の

論
文
に
お
い
て
私
が
『
史
林
』
で
発
表
し
た
二
つ
の
旧
稿
に
言
及
さ
れ
、
氏

の
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
の
同
視
説
を
主
張
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
氏
と

私
と
の
見
解
の
基
本
的
な
差
違
は
、
私
が
本
稿
の
第
二
節
で
述
べ
た
と
お
り
、

不
弥
国
ま
で
の
六
国
の
地
方
を
前
漢
書
の
西
域
伝
の
書
例
に
則
っ
て
、
「
自
昌

女
王
国
一
以
北
」
の
地
方
で
あ
る
と
解
釈
し
、
こ
の
六
国
の
地
方
の
南
に
女
王

圏
が
あ
り
女
王
國
は
連
合
国
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
女
王
国
は
倭
国
と
同
一

で
あ
っ
て
、
倭
国
が
大
乱
に
陥
っ
た
時
そ
れ
を
構
成
し
た
諸
國
の
共
立
に
よ
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魏志倭入伝正解の条件（牧）

っ
て
倭
国
王
に
な
っ
た
者
が
女
王
卑
弥
呼
で
あ
り
、
こ
の
女
王
の
都
の
所
在

地
が
邪
馬
台
国
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
説
く
こ
と
に
よ
り
、
「
自
昌
女
王
国
一

以
北
」
の
地
方
と
女
王
国
と
を
区
別
し
、
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
も
区
別
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
井
上
庚
と
全
く
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
私
は
『
史
林
』
の
一
九
六
六
年
（
昭
和
照
十
こ

十
一
月
に
「
井
上
光
貞
氏
の
『
邪
馬
台
国
の
政
治
構
造
』
に
対
す
る
批
判
」

を
発
表
し
た
。
白
鳥
庫
吉
氏
は
女
王
国
に
は
邪
馬
台
国
そ
の
も
の
を
指
し
た

場
合
と
卑
弥
呼
の
勢
力
範
囲
を
示
し
た
場
合
と
の
一
一
つ
の
場
合
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
（
拙
著
、
頁
二
五
六
）

　
だ
が
こ
の
よ
ヶ
に
女
王
国
と
邪
馬
台
国
と
を
同
視
し
な
が
ら
、
女
王
国
に

広
狭
二
義
を
立
て
る
と
す
る
と
、
狭
義
の
女
王
国
が
邪
馬
台
国
だ
と
い
う
の

が
既
に
異
様
で
、
白
鳥
氏
の
よ
う
に
邪
馬
台
国
を
筑
後
の
山
門
郡
の
地
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
氏
は
連
続
説
で
あ
る
か
ら
、
帰
馬
国
は
氏
も
云
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
筑
後
平
野
の
下
流
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な

所
に
女
王
国
と
一
大
率
が
検
察
し
た
「
自
＝
女
王
国
一
以
北
」
の
地
方
と
を
分

つ
境
界
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
既
に
へ
ん
だ
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
上
に
、

広
義
の
女
王
国
が
対
馬
国
以
南
の
諸
国
だ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
の

「
自
晶
女
王
国
一
以
北
」
は
、
対
馬
国
よ
り
北
の
三
韓
地
方
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

伊
都
国
に
お
か
れ
た
一
大
率
は
そ
の
地
方
を
も
支
配
し
た
の
で
あ
る
か
と
い

う
疑
問
が
当
然
生
ず
る
。
そ
れ
で
女
王
国
に
広
狭
二
義
が
あ
る
と
い
う
説
は

矛
盾
を
生
じ
て
成
立
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
然
る
に
邪
馬
台
国
を

女
王
騒
だ
と
す
る
と
、
井
上
氏
の
如
く
邪
馬
台
国
の
支
配
の
下
に
立
つ
邪
馬

台
国
連
合
と
い
う
べ
き
も
の
を
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
女
王
国

と
同
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
自
＝
女
王
国
一
以
北
」
と
の
関
係
に
お
い
て
白
鳥
説
同
様
の
困
難
に
陥
ら
ざ

る
を
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
女
王
麟
と
邪
馬
台
国
と
の
同
視
は
ど
う
し

て
も
む
り
だ
と
思
う
。
（
拙
著
、
外
因
八
五
）

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
む
り
な
結
果
を
生
ず
る
読
み
方
が

後
漢
書
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
後
漢
書
が
書
か
れ
た
時

代
に
お
け
る
倭
と
か
倭
国
と
か
よ
ば
れ
た
日
本
の
国
情
を
考
え
る
と
す
ぐ
判

明
す
る
。
後
漢
書
は
宋
の
萢
曄
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
彼
が
四
十
八
歳
で

残
し
た
の
は
四
四
五
年
で
あ
っ
た
。
正
に
倭
の
尊
王
時
代
の
中
の
倭
王
済
の

時
代
即
ち
五
橋
天
皇
の
時
代
に
あ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
に
仁
徳
天
皇
に

擬
せ
ら
れ
る
倭
玉
讃
が
あ
り
、
履
中
天
皇
に
擬
せ
ら
れ
る
倭
王
珍
が
あ
っ
た
。

倭
歌
済
の
時
代
の
次
に
は
安
康
天
皇
に
擬
せ
ら
れ
る
十
王
興
及
び
雄
略
天
皇

に
擬
せ
ら
れ
る
倭
王
者
が
あ
る
。
こ
の
倭
王
気
が
宋
の
皇
帝
に
送
っ
た
国
内

無
給
の
上
蓑
が
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
日
本
の
民
族
的
統
一
事
業
の
顕
著
な

る
発
展
を
物
語
る
史
料
で
あ
る
こ
と
は
人
々
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
日
本
の
国
王
が
宋
帝
に
送
っ
た
上
表
と

來
帝
か
ら
素
本
の
国
王
に
送
っ
た
詔
書
と
が
、
書
手
倭
国
伝
に
収
め
ら
れ
て

le9 （691）



い
る
の
を
見
る
と
、
五
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
、
倭
の
勢
力
範
囲
が
朝
鮮
半

島
の
南
半
に
及
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
と
、
宋
の
皇
帝
が
そ
の
事
実
を
認
め

て
倭
国
王
に
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
慕
韓
六
国
諸
軍
事
安
東
将
軍
と
い
う
が

如
き
栄
称
を
与
え
る
に
至
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
が
、
萢
嘩
は
ま
さ
し
く
宋
と
倭
と
の
問
に
そ
の
よ
う
な
外
交
上
の

交
渉
が
行
な
わ
れ
て
い
た
時
代
に
、
宋
の
政
府
に
仕
官
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
宋
書
倭
国
伝
に
よ
る
と
、
倭
と
倭
国
と
は
同
義
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
仁
王
と
い
っ
た
り
倭
国
王
と
い
っ
た
り
、
そ
の
間
に
区

別
を
お
い
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
定
心
が
魏
志
の
倭
人
伝
を
利
用
し
て
、

後
漢
書
の
倭
伝
を
霧
い
た
時
に
も
倭
と
倭
国
と
の
間
に
区
別
を
立
て
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
倭
と
倭
国
と
を
同
視
し
た
鞄
曄
の
倭
国
観
の
中
に
は
、
五
世
紀
前
半
の
日

本
国
の
国
情
を
そ
の
内
に
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
朝
鮮

半
島
南
半
の
五
圏
に
対
し
て
支
配
力
を
有
す
る
よ
う
な
強
国
と
し
て
の
倭
国

の
観
念
が
そ
れ
に
つ
き
ま
と
う
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
彼
は
魏
志

倭
人
伝
の
冒
頭
に
見
ら
れ
る
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
倭
を
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な

倭
国
と
し
て
受
け
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
漢
書
倭
伝
に
お
い
て
は
、

そ
の
初
が
「
自
八
難
帝
減
晶
朝
鮮
嚇
使
駅
通
一
算
漢
一
者
、
三
十
許
圏
、
国
皆
称

レ
王
、
世
世
伝
レ
統
、
其
大
倭
王
居
昌
邪
嬉
野
圏
魂
楽
浪
翠
微
虫
二
其
国
一
万
二
千

里
」
と
な
っ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
彼
が
倭
人
伝
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
倭
と
倭
国
を
同
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
倭

は
三
十
許
国
か
ら
成
立
す
る
が
、
そ
の
大
倭
王
は
邪
馬
台
国
に
お
る
と
し
た

こ
と
の
理
由
も
よ
く
わ
か
る
。
倭
国
が
三
十
許
国
か
ら
成
る
と
い
う
の
は
、

倭
人
伝
の
魏
に
通
ず
る
三
十
国
か
ら
取
材
し
た
の
で
あ
る
。
漢
の
武
帝
が
朝

鮮
を
滅
ぼ
し
て
か
ら
使
訳
し
て
漢
に
通
じ
た
倭
人
な
ら
ば
、
前
漢
書
の
と
お

り
百
余
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
苑
嘩
は
そ
こ
を
ご
ま
か
し
て
三
十
許

国
に
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
先
人
の
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
　
「
国

皆
称
レ
王
、
世
世
伝
レ
統
」
は
倭
人
伝
が
伊
都
国
王
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
文

に
よ
っ
て
い
る
こ
と
も
亦
、
こ
れ
ま
で
か
ら
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
「
其
大
倭
王
屠
昌
邪
馬
台
国
一
偏
と
い
う
部
分
は
、
鼻
血
・
が
倭
と
倭
国
と

を
同
視
し
て
い
た
が
た
め
に
生
じ
た
作
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
次
の
「
楽

浪
郡
微
玄
晶
其
国
一
万
二
千
里
」
と
い
う
文
が
、
倭
人
伝
の
「
自
レ
腎
虚
一
女
王

国
一
万
二
千
余
里
」
か
ら
来
て
い
る
こ
と
に
疑
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
萢
曄
・

は
倭
人
伝
下
国
の
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
倭
を
倭
国
と
よ
ん
だ
の
で
、
「
到
昌
其

北
岸
狗
邪
韓
隅
こ
の
「
其
」
を
倭
国
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
そ
の
次
の
「
楽
浪
郡
徽
去
＝
其
国
一
万
二
千
毘
」
と
あ
る
の
が
、
倭
人
伝
に

お
い
て
は
「
自
レ
郡
至
晶
女
王
国
一
万
二
千
余
里
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
徽
は
境
で
あ
る
。
帯
鋼
郡
は
後
漢
の
引
航
年
代
に
楽

浪
郡
の
屯
有
県
以
南
を
割
い
て
設
け
た
郡
で
あ
っ
た
か
ら
、
鞄
嘩
の
後
漢
書

で
は
楽
浪
郡
の
名
に
し
て
お
く
必
要
上
か
ら
、
倭
人
伝
に
は
万
二
千
余
里
と
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あ
る
と
こ
ろ
の
余
の
字
を
削
っ
て
万
二
千
里
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は

ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
女
王
国
が
倭
国
の
異
称
で
あ
っ
て
同
一
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
お
り
、
郡
か
ら
女
王
国
1
1
倭
国
ま
で
の
距
離
が
両
者
の
治
所
の

間
の
距
離
で
あ
る
と
い
う
距
離
表
示
上
の
原
則
に
従
う
て
倭
人
伝
を
読
ん
だ

か
ら
、
煮
方
郡
の
治
所
か
ら
「
女
王
之
所
レ
都
」
と
い
う
註
記
の
あ
る
邪
馬

台
国
ま
で
の
距
離
を
以
て
、
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
の
踵
離
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
萢
嘩
が
彼
の
宋
の
時
代
、
日
本
で
は
倭

の
五
三
の
時
代
の
倭
と
倭
困
と
を
同
視
す
る
観
念
に
基
づ
い
て
倭
人
伝
を
よ

み
、
三
国
時
代
の
魏
の
時
代
に
お
け
る
倭
と
倭
国
と
に
関
す
る
史
料
か
ら
、

三
国
以
前
の
後
漢
時
代
の
歴
史
を
逆
推
し
て
倭
伝
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
が

判
然
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
拙
著
、
頁
一
八
五
i
八
）

　
鞄
嘩
は
そ
の
結
果
倭
人
伝
で
は
生
じ
え
な
い
こ
と
を
倭
伝
に
書
い
て
い
る
。

邪
馬
台
国
王
を
大
倭
王
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
倭
人
伝
に
つ
い
て
の
読
み

方
で
は
倭
国
王
匠
女
王
国
王
は
邪
馬
台
国
に
居
る
女
王
卑
弥
呼
に
他
な
ら
な

か
っ
た
か
ら
、
　
「
そ
の
大
倭
王
は
邪
馬
台
国
に
居
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
大
倭
王
と
し
た
か
と
い
え
ば
、
彼
は
伊
都
国
王
が
樵
工
女
王
国
に
統
属

し
て
い
る
よ
う
に
三
十
許
国
の
王
も
女
王
国
に
統
羅
し
て
い
る
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
彼
は
魏
の
時
代
に
お
け
る
倭
国
の
国
王
は
女
王
で
あ
っ
た
が
、

卑
弥
呼
以
前
の
倭
国
王
は
男
王
で
あ
っ
か
こ
と
を
倭
人
伝
に
よ
っ
て
知
っ
て

い
た
か
ら
、
後
漢
の
先
王
時
代
に
お
い
て
三
十
許
国
を
統
一
し
て
い
た
倭
国

王
を
大
倭
王
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
倭
国
と
女
王
国
と
を
同
視
し

た
こ
と
は
、
倭
人
伝
の
解
釈
と
し
て
は
正
し
い
が
、
彼
が
念
頭
に
お
い
て
い

た
倭
国
は
五
世
紀
の
宋
の
時
代
の
倭
国
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
世
紀
の
倭
人
伝

の
倭
国
で
は
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
を
あ
り
う
る
こ
と
の
如
く
に
考
え
て
い

た
。
　
「
三
軍
女
王
国
一
以
北
」
を
例
に
と
る
と
、
倭
人
伝
で
は
既
述
の
如
く
に

対
馬
か
ら
不
妊
ま
で
の
六
国
の
地
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
る
に
後
漢
書
書
伝

の
流
儀
で
「
自
呂
女
遭
難
昌
以
北
」
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
対
馬
国
以
下
の
諸

国
か
ら
成
る
倭
国
1
1
女
王
国
よ
り
北
に
な
る
か
ら
、
三
韓
に
な
ら
ざ
る
を
え

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
い
。
倭
人
伝
に
見
え
る
三
世
紀
の
前
半
に
は
そ
の
よ
う
な
「
自
晶
女
王
国
一

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

以
北
」
は
あ
り
え
な
い
。
勿
論
そ
こ
に
一
大
率
を
お
く
と
い
う
が
如
き
こ
と

は
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
だ
が
、
五
世
紀
前
半
の
倭
國
な
ら
ば
半
島
南

部
に
進
出
し
て
い
た
か
ら
そ
れ
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
後
漢
書
は
狗
奴
国
を
女
王
国
の
東
方
海
上
千
七
里
に
あ
る
国
と
し
て
い
る

が
、
倭
人
伝
に
女
王
国
の
南
と
明
記
さ
れ
て
い
る
狗
奴
国
を
女
王
国
の
東
に

お
き
か
え
た
の
は
、
女
王
国
と
倭
国
と
を
同
視
し
、
且
倭
の
三
十
亡
国
は
凡

て
邪
馬
台
国
王
1
1
大
倭
王
に
統
属
し
て
い
た
と
考
え
て
い
た
萢
曄
に
と
っ
て

は
、
女
王
国
よ
り
も
南
に
狗
国
国
が
あ
っ
て
は
っ
こ
う
が
わ
る
い
の
で
、

「
女
王
国
東
千
余
白
葉
蘭
レ
国
、
誉
者
種
」
と
あ
る
倭
人
伝
の
文
を
変
更
し

て
「
女
王
国
東
有
晶
忍
辱
国
一
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
倭
匿
倭
国
H
女
王
国
及

び
奴
国
の
重
出
を
後
漢
書
的
に
考
え
た
内
藤
氏
は
、
前
記
の
如
く
狗
立
国
を
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女
王
国
の
南
に
求
め
菊
地
郡
城
野
郷
を
そ
の
故
地
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も

同
様
に
む
り
で
あ
る
。
な
お
後
漢
書
は
言
忌
韓
国
の
所
在
地
に
つ
い
て
、
倭

人
伝
の
「
到
一
塁
北
岸
狗
邪
韓
国
一
」
の
北
岸
を
西
北
界
に
な
お
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
恐
ら
く
は
彼
が
彼
の
時
代
の
倭
国
が
倭
人
伝
の
倭
国
よ
り
も
東
寄
り

で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
、
五
世
紀
の
倭
国
観
の
な
ご
り
を

止
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
後
漢
書
の
面
懸
が
倭
人
伝
の
倭
を
倭
国
と
見
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な

来
歴
を
有
す
る
萢
曄
の
倭
国
観
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
つ

も
り
で
後
漢
書
に
あ
ら
わ
れ
た
倭
人
伝
に
つ
い
て
の
解
釈
を
考
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
う
し
て
日
本
書
紀
が
神
三
皇
盾
紀
に
お
い
て
、
三
十
九
年
・
四
十

年
・
四
十
三
年
の
三
か
所
の
註
記
に
、
雨
落
の
倭
人
伝
か
ら
女
王
卑
弥
呼
と

魏
と
の
国
交
に
関
す
る
部
分
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
後
漢
書
倭
伝
と
の
関

係
に
お
い
て
適
切
で
あ
っ
た
と
云
い
う
る
。
な
ぜ
な
ら
五
世
紀
前
半
の
倭
の

五
王
時
代
の
日
本
の
国
清
に
基
づ
く
倭
国
観
が
後
漢
書
の
倭
国
観
を
支
配
し

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
半
島
へ
の
遠
征
を
行
な
っ
た
と
い
う
神
功
皇
后
を
、

倭
人
伝
の
女
王
卑
弥
呼
に
当
た
る
と
見
立
て
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
邪
馬
台
国
は
大
和
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
女
王
国
が

倭
国
で
あ
り
倭
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
対
馬
国
に
至
る
ま
で
を
ヤ
マ
ト
で
あ
る

と
云
っ
て
も
よ
い
。
日
本
は
半
島
の
南
部
を
占
有
し
て
そ
こ
に
総
督
を
お
い

た
の
だ
か
ら
「
自
　
女
王
国
一
以
北
」
に
一
大
率
を
お
い
た
と
も
云
い
う
る
。

仮
に
書
紀
の
記
述
を
年
代
的
に
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
後
漢
書
南
俵
の
倭

人
伝
に
対
す
る
解
釈
を
ま
ん
ざ
ら
不
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
書
紀
の
紀
年
が
正
確
で
は
な
く
、
神
功
紀
の

辺
で
は
干
支
自
運
ほ
ど
の
繰
上
が
あ
る
こ
と
が
考
定
さ
れ
る
と
、
近
代
史
学

に
よ
る
倭
人
伝
の
研
究
に
後
漢
書
の
倭
圏
観
を
と
り
い
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
三
世
紀
前
半
の
倭
人
に
関

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
記
事
と
五
世
紀
前
半
の
倭
圏
に
関
す
る
記
事
と
を
混
同
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
内
藤
氏
は

前
記
の
如
く
後
漢
書
倭
伝
に
従
う
て
倭
人
伝
の
冒
頭
に
お
け
る
「
従
レ
郡
至

レ
倭
」
の
倭
を
三
二
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
井
上
氏
も
同
一
の
見
解

で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
そ
う
し
て
倭
を
倭
國
で
あ
っ
た
と
す

る
と
、
魏
に
通
じ
た
三
十
国
は
す
べ
て
倭
国
の
中
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
後
漢
書
の
よ
う
に
狗
奴
国
を
女
王
国
臆
倭
国
の

南
に
お
か
ず
、
倭
人
伝
の
原
文
を
変
更
し
て
女
王
国
の
東
に
移
さ
な
い
以
上
、

女
王
国
と
同
一
の
倭
国
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
女
王
国
を
重
視

す
る
と
、
こ
こ
に
初
め
て
倭
国
が
学
説
の
対
象
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
女
王
国
と
な
ら
ん
で
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
邪
馬
台
国
で
あ

る
。
そ
う
し
て
乙
案
郡
か
ら
万
二
千
余
里
の
女
王
国
と
同
一
の
距
離
の
邪
馬

台
国
と
が
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
「
女
王
之
所
レ
都
」
と
い

う
邪
馬
台
国
に
関
す
る
註
記
が
、
　
「
女
王
国
」
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
い
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う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
「
自
晶
女
王
国
一
以
北
」
は
邪
馬
台
国
よ
り
以

北
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
内
藤
・
白
島
両
氏
の
論
争
は
実
に
か
く
の
如

き
意
味
に
お
け
る
邪
馬
台
国
論
争
で
あ
る
と
共
に
女
王
国
論
争
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
は
投
馬
国
の
所
在
地
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の

時
以
来
邪
馬
台
国
の
所
在
地
論
は
必
ず
投
馬
事
の
位
置
論
を
伴
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
氏
の
論
争
を
見
て
感
ず
る
こ
と
は
、
両
氏
が

共
に
国
と
国
と
の
間
の
距
離
は
両
国
の
国
都
の
所
在
地
の
問
の
距
離
で
計
算

す
る
と
い
う
わ
か
り
き
っ
た
原
期
を
全
然
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
自
レ
郡
至
二
女
王
国
一
万
二
千
余
里
」
と
い
う
の
は
帯
方
郡
の
一
所
の
所
在
地

か
ら
女
王
国
の
治
断
即
ち
国
都
の
在
地
ま
で
の
距
離
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

然
る
に
両
氏
は
共
に
伊
都
国
以
後
も
連
続
的
に
読
ま
れ
た
の
で
、
帯
方
郡
か

ら
女
王
国
及
び
邪
馬
台
国
ま
で
の
里
数
の
計
箪
に
な
や
ま
れ
た
。
内
藤
氏
は

女
王
国
と
邪
馬
台
国
と
を
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
原
文
の
南
を
東
に
変
更
し

後
漢
書
的
な
倭
国
二
女
王
国
の
見
方
で
よ
ま
れ
て
い
る
点
で
誤
っ
て
い
る
。

こ
の
部
分
私
が
拙
著
頁
二
五
六
に
お
い
て
内
藤
氏
も
邪
馬
台
国
女
王
国
同
視

説
だ
と
し
た
の
は
誤
っ
て
い
る
か
ら
訂
正
す
る
。
こ
れ
に
対
し
白
鳥
氏
は
女

王
国
は
邪
馬
台
国
を
指
す
と
断
定
し
、
狭
義
で
は
邪
馬
台
国
、
広
義
で
は
卑

弥
呼
の
勢
力
範
囲
と
さ
れ
て
い
る
。
（
拙
掌
、
頁
二
五
六
－
七
）
然
る
に
邪
馬
台

国
女
王
国
同
視
説
は
伊
都
国
以
後
を
列
挙
的
に
読
ま
れ
る
榎
・
井
上
両
茂
に

お
い
て
も
持
続
せ
ら
れ
、
自
今
目
ま
で
の
定
説
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
倭
人
伝
の
冒
頭
の
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
倭
は
、
果
し
て
後
漢
書

の
見
解
の
如
く
に
倭
国
と
見
る
の
が
正
し
い
か
と
い
う
に
、
、
そ
う
で
は
な
い
。

倭
人
伝
の
中
に
は
倭
を
倭
人
の
意
味
で
も
倭
地
の
意
味
で
も
使
用
し
て
い
る

が
、
・
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
倭
の
字
の
意
味
の
説
明
は
、
倭
人
の
政
治
風
俗
習
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

や
園
地
の
物
産
風
土
な
ど
を
説
き
終
っ
た
と
こ
ろ
に
「
参
晶
問
倭
地
一
再
在
昌

海
中
洲
島
之
上
↓
或
絶
或
連
、
周
旋
晶
晶
五
千
余
里
こ
と
見
え
る
。
こ
の
文

に
収
め
ら
れ
た
「
倭
地
」
こ
そ
は
、
　
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
と
前
後
相
対
慈
す
る

位
置
に
お
い
て
倭
が
何
を
意
味
し
た
か
を
物
語
る
と
こ
ろ
の
「
古
地
」
で
あ

る
。
（
拙
署
、
頁
四
一
一
二
）
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
倭
人
伝
の
倭
が
倭
国
で
は
な

く
し
て
倭
地
で
あ
る
と
い
う
衷
現
法
は
、
ひ
と
り
倭
人
伝
に
限
っ
た
こ
と
で
．

は
な
い
。
魏
志
の
東
夷
伝
の
書
例
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
東
夷
伝
は
三

余
や
高
句
麗
の
よ
う
に
国
を
形
成
し
て
い
た
場
合
で
も
、
国
名
に
よ
っ
て
記

述
す
る
こ
と
に
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
は
前
漢
書
の
西
域
伝
と
異
な
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
民
族
本
位
か
種
族
本
位
に
書
い
て
い
る
が
、
必
ず
最
初
に
そ

の
民
族
な
り
種
族
な
り
の
住
所
を
あ
げ
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
た
国
を
そ
の

族
名
で
称
ぶ
と
い
う
表
現
法
を
と
っ
て
い
る
。
倭
国
と
い
う
名
称
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
（
拙
著
、
頁
四
五
－
七
）
倭
人
伝
の
中
で
は
前
漢
書
西
域
伝

の
書
例
が
諸
国
の
こ
と
を
書
く
表
現
法
に
な
っ
て
い
る
が
、
東
夷
伝
で
は
民

族
・
種
族
を
地
理
に
結
び
つ
け
て
書
く
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
る
の
は
、

国
を
成
さ
な
い
種
族
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。
魏
細
身
人
伝
の
種
本
で
あ
る
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詳
略
で
は
倭
伝
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
方
が
夫
余
・
高
句
麗
・
韓
な
ど
の

伝
名
と
の
対
照
上
適
当
な
名
称
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
魏
略
の
倭
伝

で
も
尊
志
の
倭
人
伝
で
も
倭
国
本
位
で
は
な
く
織
地
本
位
に
書
か
れ
て
い
た

点
で
は
同
一
で
あ
っ
た
と
思
う
。
倭
人
伝
に
書
か
れ
た
倭
人
で
も
倭
国
で
も

九
州
地
方
に
限
ら
れ
、
本
州
や
四
国
に
及
ぶ
倭
人
全
体
を
含
ん
だ
倭
国
と
い

う
が
如
き
も
の
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
後
漢
書
言
伝
は
倭
伝
と
は

い
う
け
れ
ど
も
内
容
が
倭
国
伝
に
な
っ
て
い
る
。
倭
人
伝
の
解
釈
と
の
関
係

に
お
い
て
い
う
な
ら
ば
、
倭
を
倭
国
と
同
視
し
た
こ
と
は
後
漢
書
の
本
質
的

な
誤
謬
が
あ
る
。
魏
志
倭
人
俵
を
正
し
く
読
も
う
と
思
え
ば
、
後
漢
書
が
五

世
紀
前
半
の
史
家
萢
嘩
の
倭
国
観
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
五
世

紀
の
感
覚
を
以
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
た
だ
す
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
後
漢
書
を
お
も
ん
じ
て
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
倭
人
伝
は
倭
人
の
叙
述
を
臼
的
に
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
倭
地
に
お
け
る
倭
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
女
王
国
の
東
方
（
四
国
）

に
も
倭
種
の
国
が
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
倭
人
伝
が
書
い
て
い
る
野
地
（
九

州
）
の
倭
人
で
は
な
か
っ
た
。
且
つ
こ
の
忌
地
の
中
に
倭
国
が
あ
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
倭
学
全
体
が
倭
国
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
雪
雲
国
の
如
き

は
倭
地
の
中
の
倭
人
の
国
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
女
王
国
と
は
敵
対
関
係

に
あ
っ
た
か
ら
、
両
者
が
共
に
倭
田
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に

．
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
倭
を
倭
国
な
り
と
し
、
倭
国
と
女
王

国
と
を
同
視
し
た
墨
壷
は
投
馬
国
を
女
董
国
の
南
に
お
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
こ
れ
を
女
正
国
の
東
で
海
を
渡
る
千
余
熱
の
地
に
あ
る
二
種
の

国
で
あ
る
と
書
い
て
、
倭
人
伝
の
原
文
を
完
全
に
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
後
漢
書
的
読
法
を
採
ら
れ
た
内
藤
虎
次
郎
氏
も
前
記
の
如
く
狗
奴
国
を

肥
後
の
菊
地
郡
に
求
め
ら
れ
た
点
で
誤
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

五
、
結

論

　
魏
志
倭
人
伝
正
解
の
途
に
つ
い
て
、
私
は
倭
人
伝
は
前
漢
書
の
霧
例
に
よ

っ
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ル
；
ル
を
守
っ
て
読
む
こ
と
が
肝
要
だ
と

考
え
る
。
本
稿
第
二
節
で
は
こ
の
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
読
み
方
に
よ
る
と
、

伊
都
國
以
前
は
連
続
的
読
み
方
が
正
し
く
、
同
国
以
後
は
伊
都
國
を
起
点
と

し
て
放
射
的
列
挙
的
に
読
む
の
が
正
し
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
「
水
行

十
日
陸
行
一
月
」
は
「
水
行
な
ら
ば
十
日
陸
行
な
ら
ば
一
月
」
と
読
む
の
が

正
し
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
う
し
て
特
に
重
要
な
こ
と
は
。
「
自
昌
女
王
国
一

以
北
」
に
つ
い
て
は
「
其
戸
数
道
里
可
昌
略
載
一
」
と
あ
る
の
を
、
前
漢
書
西

域
伝
に
西
域
の
諸
国
の
記
述
に
つ
い
て
「
其
戸
数
道
里
翔
実
爽
」
と
あ
る
の

に
対
照
し
て
考
え
る
と
、
対
馬
国
か
ら
不
恩
讐
ま
で
の
六
国
の
地
方
が
倭
人

伝
に
い
う
「
二
二
女
王
國
一
以
北
」
の
地
方
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ

る
。
又
、
倭
人
伝
を
注
意
し
て
読
む
と
、
そ
の
冒
頭
の
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の

倭
は
、
原
文
が
倭
の
説
明
を
終
え
た
と
こ
ろ
に
、
「
参
昌
問
下
地
↓
寒
寒
昌
海
中
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日出倭人伝正解の条件（牧）

都
島
之
上
下
或
絶
秀
連
、
周
旋
可
昌
五
千
玉
里
こ
と
あ
る
文
の
中
の
分
地
に

相
当
す
る
。
そ
し
て
こ
の
倭
地
に
つ
い
て
の
読
み
方
は
魏
志
の
東
夷
伝
の
書

例
に
一
致
す
る
。
そ
れ
で
倭
地
の
中
に
「
誤
脱
女
王
国
一
以
北
」
の
地
方
で
あ

る
上
記
六
国
の
地
方
と
、
そ
の
南
の
女
王
国
の
地
方
と
、
更
に
女
王
国
の
南

の
狗
奴
国
と
の
三
つ
の
地
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
こ
れ
を
本

に
し
て
、
倭
国
と
女
王
国
と
は
同
一
で
あ
り
、
邪
馬
台
国
は
女
王
悶
阻
倭
国

の
国
都
の
所
在
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
邪
馬
台
国
が
女
王
国
の
国
都

の
所
在
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
国
と
国
と
の
問
の
距
離
は
両
者
の
国
王
の
都

の
所
在
地
の
間
の
距
離
で
表
示
す
る
と
い
う
前
漢
書
西
域
伝
の
書
例
に
照
し

て
明
白
で
あ
る
。
思
う
に
こ
れ
は
独
り
前
漢
書
に
限
ら
ず
、
中
國
文
献
の
一

般
的
書
例
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
「
自
レ
郡
至
昌
女
王
鯉
口
万
二
千
余
里
」
と
は
、

致
方
郡
の
治
国
か
ら
女
王
国
富
倭
国
の
国
都
の
所
在
地
ま
で
は
、
一
万
二
千

余
里
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
を
「
女
王
白
話
レ
都
」
と
註

記
し
て
い
る
の
は
、
女
王
国
の
女
王
の
都
の
所
在
地
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
断
定
を
綜
合
す
る
と
、
邪
馬
営
為
と
女
王
国
と
を
同
視
し
来
っ
た

従
来
の
定
説
は
謬
見
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
に
こ
の
謬
見

が
存
続
す
る
か
ぎ
り
倭
人
伝
は
永
久
に
不
可
解
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
が
上
記
六
国
の
地
方
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
ろ
と
、

「
自
昌
女
王
国
一
以
北
、
特
置
昌
一
大
率
↓
検
察
一
一
諸
国
↓
諸
国
畏
一
…
澤
之
一
」
と

あ
る
文
に
よ
り
、
こ
の
地
方
は
女
王
国
の
属
領
で
あ
っ
て
、
女
王
国
が
伊
都

蟹
に
お
い
た
総
督
が
厳
重
に
諸
園
を
検
察
し
て
い
た
地
方
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
手
懸
り
に
し
て
女
王
国
の
国
家
体
制
な
る
も
の
が

判
明
す
る
。
ま
た
倭
人
が
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
と
女
王
国
と
そ
の
南
の
狗

奴
国
と
の
～
二
つ
の
地
の
三
つ
の
部
族
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

藪
に
お
い
て
初
め
て
倭
地
と
よ
ば
れ
て
い
る
九
州
地
方
の
政
治
地
図
を
書
く

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
が
で
き
る
。
（
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬
台
国
』
、
頁
六
五
、
拙
著
『
日
本
の
原
始
國

家
』
頁
二
八
九
）
「
激
烈
女
王
国
一
以
北
」
の
地
理
的
決
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
他

の
効
果
は
投
出
国
の
所
在
地
の
決
定
で
あ
る
。
こ
の
決
定
に
よ
っ
て
前
記
の

如
く
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
が
完
全
に
分
離
す
る
と
、
伊
都
国
か
ら
南
水
行

二
十
日
で
達
す
る
野
馬
国
は
邪
馬
台
国
1
1
女
王
国
の
北
に
位
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
に
、
伊
都
国
か
ら
水
行
十
日
で
達
す
る
邪
馬
台
国
（
筑
後
山
門
郡
）

よ
り
も
南
の
日
向
の
妻
（
今
日
は
西
都
帯
の
内
）
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
矛
盾

で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
1
1
女
王
国
の
拘
束
を
除
か
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
邪
馬
台
国
と
投
書
園
と
は
距
離
が
臼
数
で
示
さ
れ
戸
数
が
推
定
で

あ
る
点
で
岡
一
で
あ
る
の
に
、
前
者
を
女
王
国
と
し
後
者
を
「
宙
＝
女
王
国
一

以
北
」
に
入
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
既
に
誤
読
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
。

投
馬
国
が
日
向
の
妻
を
治
所
と
し
た
国
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
に

も
考
古
学
的
に
も
理
由
の
あ
る
こ
と
で
、
日
本
の
民
族
国
家
の
起
源
史
の
研

究
上
に
も
深
い
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
か
ら
、
上
記
の
如
き
安
全
な
地
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理
的
決
定
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
の
意
義
は
軽
く
な
い
と
考
え
る
。

　
倭
人
伝
の
正
解
の
た
め
に
は
、
右
の
如
く
前
漢
書
殊
に
そ
の
爾
域
伝
の
需

例
に
従
う
て
原
文
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
倭
人
俵
正
解
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

第
一
条
件
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
読
み
方
は
、
「
自
レ
郡
至
　
女
王
国
一
万
二
千
離

塁
」
と
い
う
帯
方
郡
と
女
王
国
と
の
間
の
距
離
の
記
事
と
の
関
係
に
お
い
て
、

躯
馬
台
国
は
伊
都
国
の
「
南
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
の
地
に
あ
る
と
い
う
記

載
を
理
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
原
文
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
エ

含
ま
れ
た
虚
構
の
室
数
や
日
数
の
偽
装
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
虚
数

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
裏
に
ひ
そ
む
実
数
を
捉
え
る
に
は
そ
の
途
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
倭
人
俵
の

旧
地
や
倭
國
や
邪
馬
台
国
な
ど
に
関
す
る
地
理
的
叙
述
の
中
に
混
入
し
た
三

世
紀
の
中
国
官
人
の
世
界
観
に
基
づ
く
虚
構
の
実
体
を
捉
え
る
こ
と
を
要
す

る
。
こ
の
部
分
は
拙
著
『
日
本
の
原
始
国
家
』
の
叙
述
で
は
不
備
な
と
こ
ろ

が
あ
り
、
今
回
そ
れ
を
充
実
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
倭
人
伝
の

－
甲
に
含
ま
れ
た
虚
構
の
距
離
の
実
体
を
見
て
、
邪
馬
台
国
の
所
在
地
を
確
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
ロ

す
る
こ
と
は
、
倭
人
伝
正
解
の
第
二
条
件
で
あ
る
。
倭
人
伝
の
正
解
の
た
め

に
は
な
お
こ
の
上
に
、
後
漢
書
倭
伝
の
倭
国
観
が
倭
人
伝
の
正
解
を
妨
害
し

て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
漢
書
は
倭
人
伝
に
見
え
る
三

世
紀
前
半
の
九
州
の
部
族
國
家
を
五
世
紀
前
半
の
倭
の
三
王
時
代
の
民
族
国

家
と
混
同
し
、
倭
人
伝
の
冒
頭
の
「
従
レ
郡
レ
至
倭
」
の
倭
を
倭
国
と
見
て
い

る
。
だ
か
ら
後
漢
書
の
倭
国
観
に
従
い
な
が
ら
倭
人
伝
を
原
文
ど
お
り
読
む

こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
む
り
に
や
ろ
う
と
す
る
と
、
狗
奴
国

の
認
識
を
誤
る
か
又
は
邪
潟
台
国
と
女
王
国
と
を
同
視
す
る
と
い
う
謬
見
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
倭
人
伝
正
解
の
第
三
，

ヘ
　
　
　
へ

条
件
で
あ
る
。
私
は
こ
の
三
条
件
を
み
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
魏
志
倭
人
伝
の

正
解
に
達
し
う
る
と
考
え
る
。

　
〔
附
記
〕
　
邪
馬
台
国
1
1
女
王
國
説
を
と
り
、
邪
馬
台
国
の
故
地
を
筑
後
山
門
郡
に

　
お
く
な
ら
ば
、
狗
親
藩
の
所
在
地
は
肥
後
菊
地
郡
の
辺
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、

　
そ
の
説
が
上
馬
園
の
故
地
を
日
向
の
妻
に
と
る
な
ら
ば
、
女
王
国
か
ら
投
函
国
へ
の

　
陸
路
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
狗
奴
国
は
女
王
国
の
敵
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ

　
が
山
門
郡
説
を
と
り
つ
つ
、
女
王
園
”
邪
馬
台
国
説
を
否
定
す
る
私
は
、
拙
署
の
頁

　
二
八
九
所
載
の
附
図
の
示
す
が
如
く
、
狗
奴
国
の
所
准
地
を
景
行
紀
の
熊
県
が
あ
っ

　
た
肥
後
の
球
磨
郡
に
求
め
た
か
ら
、
菊
地
郡
を
通
過
す
る
投
三
国
へ
の
陸
路
が
存
在

　
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
九
州
北
岸
に
「
自
女
王
国
以
北
」
と
よ
ば
れ
た
女
王
国
貼

　
倭
国
の
属
領
が
あ
り
、
伊
都
国
が
穴
門
（
長
門
）
の
海
峡
で
瀬
戸
内
海
か
ら
楽
浪
・

　
覆
没
二
郡
へ
の
通
路
を
抑
え
て
い
た
と
す
る
と
（
拙
著
、
頁
五
　
七
）
、
倭
人
に
よ
る

　
陸
陸
文
化
の
吸
収
は
辰
韓
と
出
雲
と
の
間
の
通
路
に
よ
る
他
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な

　
る
が
、
記
紀
の
神
代
史
と
倭
人
伝
と
を
対
照
す
る
と
、
女
王
卑
弥
呼
の
時
代
に
お
け

　
る
有
力
な
出
雲
の
部
族
大
王
皇
家
の
存
蕉
と
国
譲
り
神
話
の
史
実
性
と
を
推
定
せ
し

　
め
る
も
の
が
あ
る
。
一
九
六
九
・
～
二
、
　
『
龍
谷
法
学
』
二
一
一
所
載
拙
論
「
女
王

　
卑
弥
呼
と
日
本
の
民
族
国
家
の
起
源
史
と
の
関
係
」
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
龍
谷
大
学
教
授
．
京
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Conditions　for　the　Correct　lnterpretation　of

Wei－ch’ih－Z〃6｝・ブ2η一ch’Ztαn　委鬼志倭人伝

by

Kenji　Maki

　　About　the　interpretation．　of　Wei－ch’ih－w2V’e”n－ch’uan魏志倭人伝，　the

writer　previously　published　“　IVippon　no　Genshi－kofeka，”　or　The　Primitive

State　in　fapan，　explaining　the　effect　that麗％η一〇〃％伽倭人．伝was

written　after　the　writing　style　of　Ts’ien－han－shu前漢書，　expressed　my

new　opinion　that‘‘The　northern　district　beyond　the　Queen　State”　「賢

女王国．ﾈ北」means　the　region　of　the　six　countries　from　Tsushima対馬to

Fumi不漁，　and　that　in　the　south　of　which　there　was　the　Queen　State

女…E国，Federation　of　Wa－kofea倭、国，　and“the　Capital　of　the‘ pueen”
in　Vaa－leoleu　is　Yamatai－feokzc邪馬台国；and　according　to　the　above　wr三ting

style】勉翅認α勲。勧originated　from　y伽α≠o＝g吻山門臓卜in　C痂勧go筑後

and　Tδma一々。た％投：馬面from　Tsuma妻．　in　Hytiga．日向．　And　also　the

writer　insisted　that　the　established　theory　of　coinsidating　“the　Queen

State”女王国with　y魏磁α魏。舳should　be　a　wrong　interpretation　origi．

nated　from　Hoas－han－shM・w2－ch’uan後漢書倭伝．　Sti11，　this　wrong　interpre－

tation　has　been　prevalent　and　among　archaeologi’sts　is　still　predominant

the】ramato大和theory；the　statement　in　W2一ノ『2n－ch’asan　of　a　month’s

walk　by　land　from　Ito－leoku伊都国to　Yamatai－feobu　has　still　be6n　collsi－

dered　un－reiiable，　and　even　the　new　theory　appears　that　Yamatai－leoleu

邪馬台国is　wrong　and　Yamaichi一々。たzf邪馬下国is　right．　Accordingly，

this　artic1e　expiains　the　conditions　for　the　correct　interpretation　of

罪2ヴ伽一ch’uan　with乞he　writer’s　opinion　strengthened　by　some　recent

knowledge　after　the　publication　of　my　book．

States　General　of　the　Netherlands

in　tke　15th　and　16th　Centuries

by

Hiroshi　Kawaguchi

This　paper，　making　critical　reference　to　the　views　of　J．　Gilissen　and

（73”6）




