
ノ
ー
・
ト

邪
馬
壼
国
の
諸
問
題

（
下
）

尾
崎
・
牧
氏
に
答
う

古

田

武

彦

邪馬壼国の諸問題（下）　（古田）

十
一

　
以
上
に
よ
っ
て
、
尾
騎
氏
の
各
論
点
（
わ
た
し
の
論
文
へ
の
反
論
）
に
つ
い
て

の
反
証
を
終
っ
た
。

　
け
れ
ど
も
、
な
お
、
つ
ぎ
の
問
題
を
追
記
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
尾
崎
氏
が
み
ず
か
ら
そ
の
論
文
の
最
後
を
飾
ら
れ
た
、
一
種
「
神

秘
」
な
印
象
の
説
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
丁
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
ω
　

「
伊
都
国
の
国
王
は
、
畿
内
大
和
の
朝
廷
を
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
南

九
州
に
在
る
か
の
如
く
魏
使
に
語
っ
た
と
す
る
の
は
そ
の
一
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
本
居
宣
長
の
能
…
襲
野
幌
説
の
よ
う
に
、
伊
都
國
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

偽
伝
説
で
あ
る
。
邪
馬
富
国
研
究
史
上
著
名
な
「
倭
人
か
ら
の
伝
聞
」
説
を
、

伊
都
國
王
に
転
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
②

　
②
　
　
「
前
稿
に
書
い
た
よ
う
に
そ
れ
（
倭
人
伝
の
邪
馬
豪
）
は
伊
都
の
国
王
の

信
仰
の
中
に
の
み
あ
る
空
想
の
国
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、

し
か
し
い
ま
右
の
一
に
述
べ
る
よ
う
に
、
倭
人
伝
の
旅
程
記
事
は
、
畿
内
大

和
に
つ
い
て
可
能
な
こ
と
は
、
南
九
州
日
向
に
つ
い
て
も
同
様
に
可
能
な
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
伊
都
の
国
王
の
精
神
上
の
支
え
に
な
る
な
ん
ら
か
の

も
の
が
、
た
だ
し
現
実
は
戸
七
万
余
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
く
て
、

た
だ
信
仰
の
対
象
と
し
て
日
向
の
圏
に
実
在
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
」

　
つ
ま
り
、
三
世
紀
現
実
の
日
向
に
、
　
〃
さ
さ
や
か
な
る
邪
馬
面
”
が
信
仰

上
の
聖
地
と
し
て
実
在
し
た
。
伊
都
国
王
は
、
そ
の
芥
子
種
を
ふ
く
ら
ま
し

て
、
　
〃
巨
大
な
中
心
園
家
、
邪
馬
豪
国
”
が
日
向
に
実
在
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
偽
唱
し
、
魏
使
は
そ
れ
を
盲
信
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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，
こ
こ
で
は
、
伊
都
国
王
は
誇
大
型
通
的
な
〃
狂
信
の
語
り
手
”
に
仕
立
て

ら
れ
、
魏
使
や
魏
晋
朝
の
記
録
官
や
史
官
（
聖
寿
）
は
、
そ
の
誇
妄
に
だ
ま
さ

れ
て
、
．
無
批
判
に
記
録
し
た
者
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
倭
人
を
侮
り
偏
　
「
古
代
中
国
人
を
軽
視
す
る
」
発
想
が
い

か
に
邪
馬
毫
岡
研
究
史
上
の
宿
痢
と
な
っ
て
き
た
か
、
こ
の
点
も
、
前
掲
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
縷
々
の
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
中
国
語
研
究
の
「
専
家
山
た
る
尾
崎
氏
に

し
て
ま
た
、
こ
の
宿
痢
を
ま
ぬ
が
れ
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
す
が
佐
伯
有
清
氏
も
、
こ
の
尾
崎
氏
の
神
秘
主
義
的
構
想
に
対
し
て
は
、

「
異
論
も
多
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
」
と
し
て
、
疑
惑
の
意
を
表
明
せ
ら
れ

た
上
で
、
そ
れ
と
は
別
に
尾
崎
氏
の
「
古
田
説
批
判
」
都
分
が
正
誤
を
得
て

い
る
旨
、
強
調
せ
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
実
は
尾
崎
論
文
の
前
後
二
編
を
通
し
て
検
証
す
れ
ば
判
明
す
る

　
　
④

よ
う
に
、
尾
碕
氏
の
〃
中
岡
語
音
韻
の
立
場
か
ら
す
る
専
家
的
発
言
”
も
、

実
は
右
の
よ
う
な
特
異
な
構
想
と
相
呼
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
爾
者
と
も
、
厳
正
な
史
料
批
判
を
経
過
し
て
い
な
い
、
と
い
う
共
通
の
脆

弱
性
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
以
上
の
再
批
判
に
よ
っ
て
、
判
明
す
る
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
古
田
著
前
掲
書
一
六
五
～
八
ベ
ー
ジ
、
三
八
○
～
六
ぺ
：
ジ

　
②
十
の
註
⑩
論
文

　
③
　
右
［
の
①
部
分
参
照

　
④
　
尾
綺
氏
は
前
の
論
文
に
お
い
て
「
卑
・
弥
呼
・
鯵
日
向
、
台
与
月
豊
ナ
ラ
ズ
ヤ
ト
ノ

　
着
想
」
か
ら
、
　
「
或
ル
種
ノ
園
生
ミ
神
話
ノ
断
片
二
所
謂
地
名
説
話
ノ
加
島
セ
ラ

　
レ
タ
ル
モ
ノ
し
と
い
う
「
想
ヒ
」
に
立
っ
て
魏
志
倭
人
伝
を
理
解
す
る
、
と
い
う

　
特
異
の
説
を
展
開
せ
ら
れ
た
。
　
（
ま
た
一
方
で
は
、
「
壱
与
を
伊
予
に
結
び
つ
け
扁

　
ろ
見
解
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
）

〈
補
注
〉

　
　
「
一
字
一
音
主
義
」
的
理
解
に
つ
い
て

　
尾
崎
氏
は
、
　
〃
倭
人
伝
の
倭
語
漢
字
表
記
に
お
い
て
は
、
「
一
字
～
音
主
義
」
が
守

ら
れ
て
い
る
。
”
と
い
う
「
仮
説
」
を
立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
は
氏
に
と
っ
て
、
“
倭
人

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

伝
の
倭
語
表
記
漢
字
は
純
音
韻
主
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
”
と
い
う
命
題
の
、

具
体
的
・
技
術
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
け
れ
ど
も
そ
の
際
、
先
ず
氏
に
と
っ
て
「
障
償
同
」
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
の
は

つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。

　
「
単
字
表
」
（
第
二
節
参
照
）
六
十
六
字
を
純
粋
な
血
一
4
韻
主
義
的
表
記
と
見
な
す
た

め
に
、
氏
に
と
つ
ズ
は
、
こ
れ
ら
の
字
は
す
べ
て
「
異
音
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
酉
組
八
字
の
同
音
字
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
。

　
①
一
と
壷
（
｝
大
、
邪
馬
壼
、
萱
与
）

　
②
躬
と
弓
　
（
躬
臣
、
卑
弥
弓
呼
）

　
③
鱗
と
宵
（
泄
誤
触
、
柄
渠
鱗
、
兜
馬
刀
、
好
古
都
、
狗
古
智
卑
狗
）

　
④
談
と
模
（
泄
謹
瓢
、
多
感
）

　
こ
の
四
組
に
対
し
て
．
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
論
証
」
を
展
開
さ
れ
ろ
。

　
右
の
①
②
に
つ
い
て
。

　
氏
は
倭
人
伝
を
三
段
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　
　
第
一
段
　
倭
の
政
治
地
理
　
　
（
「
万
二
千
浮
言
」
ま
で
）

・｛

　
　
　
〃
二
〃
　
倭
人
の
習
俗
　
　
　
（
「
周
旋
五
千
余
里
」
ま
で
）

　
B
一
〃
三
〃
　
倭
人
の
魏
朝
と
の
交
渉
5
記
録
（
宋
尾
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
右
に
つ
い
て
、
氏
は
第
一
・
二
段
（
A
）
と
第
三
段
（
B
）
と
は
溺
時
異
人
の
記
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録
で
あ
る
と
見
な
し
、
B
は
A
と
は
「
異
質
の
材
料
に
も
と
つ
く
記
述
だ
と
考
え
る

方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
右
の
①
②
中
の
「
一
、
躬
」
が
A
（
第
｝
段
）
に
表
わ
れ
、
　
「
堂
、
褐
扁

が
B
（
第
三
段
）
に
表
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
　
〃
こ
れ
は
異
格
別
人
の
記
録
だ
か
ら
、

「
同
者
」
で
も
、
　
コ
字
コ
冨
主
義
」
理
解
に
矛
盾
し
な
い
。
”
と
言
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
こ
の
場
奮
、
肝
心
の
「
邪
馬
田
し
は
、
A
（
第
一
段
）
に
掛
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
氏
の
分
類
に
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
氏
は
「
邪
馬
壱
に
つ
い
て
は
、
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
問
題
に
し
な
い
。
私
は
な
お
翠
蔓
峯
の
あ
り
得
べ
き
こ
と
を
、
信
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
邪
馬
蓋
が
正
し
い
と
儒
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
そ
れ
が
あ
っ
て
も

ぎ
し
つ
か
え
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
扁
と
記
し
て
、
　
こ
の
分
析
か

ら
除
外
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
〃
邪
馬
璽
で
あ
っ
て
も
「
さ
し
つ
か
え
な
い
」
”
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
邪
馬
壼
」

の
字
面
を
無
視
し
、
A
（
第
一
段
）
に
は
「
壼
」
と
い
う
漢
字
表
記
は
存
在
し
な
い

こ
と
と
し
て
分
類
し
て
ゆ
く
一
こ
こ
に
氏
の
史
料
操
作
の
〃
無
造
作
さ
”
が
端
的

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
上
、
右
の
A
と
B
が
茶
時
鋼
人
の
記
録
だ
と
い
う
論
証
、
こ
の
肝
心
の
論
証

を
一
切
し
め
し
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
。
そ
し
て
逆
に
、
冶
の
①
②
の
「
問
音
」

が
A
と
B
の
各
々
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
　
「
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
文

字
（
じ
つ
は
音
）
を
含
む
倭
語
が
、
異
字
別
人
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
言
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
ま
さ
に
論
理
上
無
訊
芯
義
な
同
語
反
復
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
氏
の
立
論
に

不
都
下
な
「
同
音
宇
」
の
存
在
と
い
う
矛
盾
に
対
し
て
、
　
「
異
学
別
人
の
記
録
」
に

よ
る
、
と
い
う
理
由
を
付
さ
れ
な
が
ら
、
逆
に
そ
の
「
二
時
鴉
人
の
記
録
」
で
あ
る

と
い
う
根
拠
を
「
同
音
字
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
す
る
こ
と
に
求
め
て
お
ら
れ
る
か

　
ヨ
　
　
　
　
　
　
む

ら
で
あ
る

　
こ
れ
は
〃
右
手
の
潔
白
を
証
闘
す
る
に
左
手
を
も
っ
て
し
、
左
手
の
潔
白
を
証
明

す
る
に
右
手
を
も
っ
て
す
る
”
絹
那
の
循
環
論
法
で
あ
る
。

　
（
倭
人
伝
が
い
か
な
る
原
資
料
を
根
拠
に
し
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
は
、
好
箇

の
研
究
諜
題
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
に
同
時
代
の
第
一
次
資
料
が
現
存
し
な
い

だ
け
に
、
そ
の
方
法
は
き
わ
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
然
必
要
に
し
て
十

分
な
史
料
批
判
を
経
過
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
）

　
つ
ぎ
に
「
瓢
と
古
」
に
つ
い
て
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
氏
は
「
無
」
が
「
平
声
」
、
「
古
」
が
「
上
声
」
で
あ
る
こ
と
を

も
っ
て
、
「
心
音
し
な
が
ら
「
斑
声
」
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
先
記
（
第

十
節
①
参
照
）
の
よ
う
に
、
水
谷
氏
の
論
文
を
引
い
て
「
平
声
（
こ
の
場
禽
に
は
瓠
）

字
は
梵
語
の
長
母
音
に
対
応
し
易
く
、
上
声
（
こ
の
場
含
に
は
古
）
字
は
梵
語
の
短

鍔
音
に
対
応
し
易
い
」
と
言
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う

　
し
か
し
、
三
世
紀
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
「
甑
」
や
「
古
」
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た

倭
音
が
は
た
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
長
母
音
」
　
「
短
母
音
漏
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
の
立
証
を
欠
い
て
い
る
。
　
（
さ
ら
に
、
倭
語
の
長
母
音
と
血
斑
音
が
漢
字
表
記

に
お
け
る
「
平
声
偏
と
「
上
声
」
と
い
う
「
岡
音
異
声
」
に
反
映
し
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
六
十
六
字
中
、
わ
ず
か
こ
の
［
組
し
か
「
岡
音
話
声
」
例
が
な
い
と
い
う

の
は
、
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
り
、
さ
ら
に
慎
重
な
分
析
が
望
ま
れ
よ
う
。
）

　
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
音
韻
学
者
と
し
て
こ
の
よ
う
な
立
言
を
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、

“
倭
人
伝
に
お
い
て
は
、
一
般
に
倭
語
の
「
長
轟
音
」
　
「
短
母
音
」
が
、
中
照
照
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
平
声
」
「
上
声
」
之
し
て
「
異
動
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
”

　
　
　
ヘ
　
　
ヵ
　
　
ぬ

と
い
う
法
則
性
を
、
必
要
に
し
て
十
分
な
検
証
に
よ
っ
て
抽
潤
し
、
そ
の
上
に
立
っ

て
こ
そ
立
言
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
氏
は
そ
の
よ
う
な
藁
葺
作
業
を
～

切
行
わ
ず
、
先
の
循
環
論
法
を
も
っ
て
こ
れ
に
換
え
て
お
ら
れ
る
の
は
、
中
醗
語
学

の
「
豪
家
」
と
し
て
い
さ
ざ
か
不
絹
意
た
る
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
つ
ぎ
に
謹
と
模
に
つ
い
て
。

　
「
護
」
を
翰
苑
所
噌
引
の
魏
略
に
お
い
て
、
　
「
漢
」
と
記
し
て
あ
る
点
よ
り
、
「
言
」

は
「
隔
γ
」
に
あ
や
ま
り
や
す
か
っ
た
と
し
、
原
文
の
「
談
」
は
「
漠
」
の
ま
ち
が
い
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で
は
な
い
か
、
と
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
誠
↓
漠
」
と
い
う
「
改
定
」
を
行
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
漠
」
な
ら
「
模
」
と
は
「
異
音
」
だ
、
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

　
従
来
の
邪
馬
台
［
瞳
研
究
者
の
「
通
弊
」
た
る
〃
自
己
の
立
論
の
た
め
の
難
点
に
遇

　
　
　
　
ヤ
　
　
ド
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
ぬ
　
　
ヤ

聞
す
れ
ば
原
文
を
改
定
し
て
切
り
抜
け
る
”
と
い
う
手
法
が
こ
こ
で
も
溺
い
ら
れ
て

い
る
。
　
（
古
騰
晶
罰
掲
書
一
山
ハ
四
～
甲
血
ペ
ー
ジ
、
　
一
工
六
八
、
（
癌
ハ
ペ
ー
ジ
参
昭
㎜
）
　
こ
の
よ

う
な
手
法
で
「
岡
音
字
」
を
「
異
音
字
」
に
切
り
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、

こ
れ
ま
た
、
　
い
か
な
る
「
嗣
音
字
」
も
後
代
学
者
の
〃
手
か
げ
ん
”
に
よ
る
「
改

定
」
に
よ
っ
て
、
速
座
に
「
異
音
」
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
氏
に
と
っ
て
、
翰
苑
魏

略
は
い
わ
ば
「
改
定
」
の
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
氏
は
み
ず
か
ら
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
史
料
に
も
存
在
せ
ぬ
「
漠
」
字
を
創
案
し
、
も
っ
て
自
己
立
論
の
難
点
に
対
処
し

よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
氏
が
「
一
字
叢
日
虫
義
」
的
理
解
の

た
め
に
行
わ
れ
た
、
各
種
の
“
同
音
字
の
異
音
化
”
作
業
は
、
い
ず
れ
も
史
料
批
判

の
厳
格
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
遺
憾
な
が
ら
き
わ
め
て
〃
恣
意
的
な
手
法
”
に
陥
っ

て
い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

十
二

　
尾
崎
論
文
に
対
す
る
再
批
判
を
終
え
た
今
、
牧
論
文
を
検
証
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
牧
氏
は
先
に
あ
げ
た
龍
谷
法
学
の
論
文
に
加
え
、
さ
ら
に
粗
次
い
で
繊
さ

れ
た
論
文

　
「
魏
志
倭
人
伝
正
癬
の
条
件
」
（
史
林
第
5
3
巻
第
5
号
）

の
中
で
も
、
璽
ね
て
わ
た
し
の
第
一
論
文
「
邪
馬
壼
国
」
へ
の
批
判
を
行
わ

れ
た
。

　
そ
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
の
前
掲
潜
に
お
け
る
倭
人
伝
郷
読
が
お

の
ず
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
回
答
に
当
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
故
、
今
は
龍
谷
法
学
、
史
林
の
両
論
文
に
共
通
し
て
牧
氏
の
擾
示
せ

ら
れ
た
〃
「
毫
」
の
漢
字
表
記
”
問
題
に
限
定
し
て
再
検
証
を
加
え
る
こ
と

と
す
る
。

　
e
　
「
リ
ン
ト
」
の
地
名
衷
記
に
つ
い
て

　
牧
氏
の
提
示
せ
ら
れ
た
史
料
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
②

　
A
宛
善
馬
絶
不
レ
來
。
鳥
孫
剃
頭
易
苦
昌
漢
使
一
覧
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
史
記
第
六
十
三
、
大
変
列
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
B
宛
善
意
絶
不
レ
來
。
鳥
孫
輪
回
宝
刀
昌
強
弓
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
漢
書
第
三
十
｝
、
張
篤
李
広
利
伝
）

　
こ
の
二
文
の
相
似
か
ら
、
漢
雷
が
史
記
の
文
を
襲
う
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
史
記
の
場
合
「
倫
頭
」
と
あ
っ
た
地
名
が
、
漢
書

で
は
「
輪
毫
」
と
変
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
点
か
ら
、
牧
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
論
さ
れ
る
。

　
「
史
詑
の
『
謬
言
』
が
前
漢
書
で
は
『
墨
譜
』
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
両

者
が
共
一
7
』
『
リ
ン
ト
』
と
い
う
同
一
の
地
名
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
③

と
思
う
の
で
あ
る
。
」
〔
龍
谷
法
学
所
駁
論
文
6
2
ぺ
…
ジ
）

　
つ
ま
り
牧
氏
の
考
え
で
は
、
原
地
音
「
リ
ン
ト
」
が
、
一
方
で
は
「
倉

頭
扁
、
他
方
で
は
「
輪
墓
」
と
漢
字
表
記
せ
ら
れ
た
、
と
し
、
こ
こ
に
「
毫
」
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邪馬自国の諸問題（下）　（古N）

が
「
ト
」
の
漢
謡
言
と
し
て
用
い
ら
れ
た
疑
の
な
い
証
跡
」
が
あ
る
・

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
年
輩
の
推
論
に
対
す
る
反
証
を
あ
げ
よ
う
。

　
漢
書
は
、
西
域
伝
等
に
お
い
て
、
果
し
て
〃
「
ト
」
の
音
を
「
峯
」
で
表

記
す
る
4
と
い
う
衷
記
方
式
を
と
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
左
の
漢
書
内
の
事
例
を
見
よ
う
，

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
○
尉
頭
国
王
治
一
尉
頭
昼
鳶
（
漢
書
西
域
駆
上
、
話
頭
国
）

　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
○
其
王
烏
頭
労
数
劇
昌
殺
漢
使
而
烏
頭
労
死
、
子
代
立
。
　
（
漢
書
西
域
伝
心
、

　
　
濁
男
惚
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
○
何
奴
輩
干
日
晶
頭
憂
司
頭
曼
不
レ
勝
レ
秦
、
北
徒
十
余
年
。
（
漢
書
旬
奴
後
上
）

　
　
　
　
　
　
　
へ

　
○
少
子
姑
雪
上
頭
為
二
右
谷
姦
王
の
（
漢
書
何
奴
伝
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
右
に
お
い
て
「
学
頭
国
」
　
「
弾
頭
谷
」
　
「
鳥
頭
労
」
　
「
頭
曼
」
　
「
姑
瞥
縷

へ頭
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
夷
蛮
の
国
名
・
地
名
・
輩
嘉
名
・
属
名

等
を
表
記
す
る
場
合
、
　
「
頭
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
「
尉
頭

国
」
　
「
扇
頭
谷
」
の
場
合
、
例
の
「
命
頭
」
と
同
じ
手
鑓
の
地
名
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
一
箇
所
を
指
す
地
名
を
「
髪
頭
」
か
ら
「
輪
毫
」
へ
と
漢

書
の
著
者
が
書
き
変
え
た
の
は
、
　
「
表
音
」
上
の
理
由
か
ら
で
は
な
い
こ
と

が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
〃
史
記
の
著
者
は
「
ト
」
を
「
頭
」
で
表
記
し

て
い
た
の
に
、
漢
書
の
著
者
は
「
ト
」
を
「
盗
」
で
表
記
す
る
こ
と
と
し

た
。
”
と
い
う
よ
う
な
、
〃
原
地
組
の
衷
記
漢
字
の
変
化
”
と
い
う
、
単
純

な
音
韻
上
の
理
由
で
は
な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
れ
が
〃
「
ト
」
音
表
記
が
単
に
「
頭
（
史
記
）
…
↓
盗

（
漢
書
）
」
と
移
っ
た
こ
と
”
の
反
映
な
ら
ば
、
同
じ
漢
書
内
に
存
在
す
る
、
右

の
「
尉
譲
国
」
「
尉
頭
谷
」
「
烏
頭
労
」
「
頭
曼
」
「
姑
瞥
扇
頭
」
は
当
然
、

そ
れ
ぞ
れ
「
尉
毫
國
」
　
「
尉
毫
谷
」
　
「
烏
璽
労
」
　
「
蔓
曼
」
　
「
姑
瞥
縷
蛋
」

と
い
う
裏
記
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
漢
書
の
西
域
伝
、
旬
奴
伝
内
の
事
実
は
こ
れ
に
反
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
現
地
音
「
ト
」
の
類
の
音
は
、
漢
書
に
お
い
て
も
や
は
り
史
記
の

場
合
と
同
じ
く
、
「
頭
」
と
褒
記
さ
れ
て
い
る
、
と
見
る
ほ
か
な
い
の
で
あ

⑤
る
．　

そ
れ
故
、
漢
書
の
著
者
が
こ
の
「
命
頭
」
の
み
「
輪
姦
」
と
書
き
改
め
た

の
に
は
、
別
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
端
的
に
言
え
ば
、
漢
書
の
段
階

で
は
、
心
頭
の
地
が
「
下
心
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
証
拠
は
ほ
か
で
も
な
い
。
牧
笛
も
言
及
さ
れ
た
漢
書
西
域
伝
に
の
せ

ら
れ
て
い
る
、
空
心
の
「
漏
壷
の
詔
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
○
悲
痛
常
在
二
朕
心
4
今
請
遠
田
昌
輪
重
納
欲
レ
起
二
亭
燧
司
（
漢
書
西
域
乗
下
、

　
　
鳥
寄
）

　
こ
の
よ
う
に
詔
勅
内
に
「
墨
壷
」
の
名
が
使
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

へ
　
　
　
め
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

漢
側
の
正
式
の
暁
雨
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
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さ
て
、
右
の
詔
に
お
い
て
、
　
「
田
」
と
は
〃
屯
田
兵
を
置
く
”
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
、
　
「
亭
燧
」
と
は
〃
と
り
で
の
物
見
や
ぐ
ら
と
地
下
道
”
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
な
わ
ち
、
輪
豪
は
、
菱
蟹
の
屯
田
兵
駐
在
の
地
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
「
武
帝
の
詔
」
の
直
前
に
、
征
和
中
（
前
九
二
～
八
九
、
武

斎
宋
年
）
に
お
け
る
、
捜
粟
都
尉
桑
弘
酒
面
の
奏
言
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
○
臣
愚
以
為
、
可
下
遣
昌
屯
田
兵
一
詣
島
故
輪
墓
【
以
東
昌
昌
校
尉
三
人
一
分
護
上
。

　
　
（
漢
書
西
域
伝
下
、
鳥
塁
条
）

と
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
「
輪
墓
」
が
漢
側
に
と
っ
て
西
域
支
配
の
一
つ
の
中
心
的
な
拠

点
・
城
塞
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
見
る
と
、
　
「
命
頭
」
よ
り
「
輪
蔓
」
へ
の
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
地
名
変
遷
が
考
え
ら
れ
る
。

　
㈲
史
寵
大
宛
伝
に
あ
ら
わ
れ
る
「
命
頭
」
の
地
名
は
、
「
リ
ン
ト
ゥ
」
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
い
は
「
ロ
ン
ト
ゥ
」
の
類
の
現
地
音
に
対
搭
し
た
漢
字
表
記
で
あ
る
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
こ
の
「
命
頭
」
と
い
う
字
面
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
註
に
詳
記
す
る
。
）

　
働
こ
れ
に
対
し
て
「
輪
墓
」
の
場
合
は
異
る
。
こ
れ
は
、
現
地
音
の
漢
字

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

表
記
で
は
な
く
、
漢
側
の
命
名
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
先
に
の
べ
た
．
よ
う
に
、
漢
は
こ
こ
を
屯
田
兵
等
の
中
心
拠
点
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
高
毫
（
も
り
つ
ち
）
の
上
に
築
か
れ
た
城
塞
に
対
し
、

こ
の
命
名
を
行
っ
た
も
の
、
と
思
わ
れ
る
。

　
（
こ
の
「
寮
こ
の
第
一
の
字
義
と
し
て
、

　
　
○
毫
、
観
四
方
而
高
上
也
。
　
〔
説
文
〕
と
あ
る
。
）

．
ま
た
、
右
の
武
帝
の
「
輪
毫
の
詔
」
を
ふ
く
む
漢
書
西
域
落
下
、
鳥
墾
項

の
冒
頭
に
は

　
○
烏
盤
、
…
戸
百
一
十
、
三
千
二
百
、
勝
兵
三
百
人
、
城
都
尉
諜
長
各
一
人
、

　
　
双
晶
都
護
一
同
治
。

と
あ
る
。

　
こ
の
「
鳥
墨
」
の
「
烏
」
は
「
鳥
の
地
」
た
る
を
し
め
す
語
で
あ
り
、
こ

れ
に
城
塞
を
し
め
す
「
璽
」
字
を
附
し
て
、
も
っ
て
こ
の
拠
点
の
呼
稽
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
こ
れ
と
同
じ
く
、
　
「
輪
毫
」
も
、
　
〃
黒
頭
の
地
に
城
塞
の
存
す
る

墓
地
”
の
意
義
を
も
っ
て
命
名
さ
れ
た
、
　
「
中
國
側
地
名
」
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
こ
の
場
合
、
　
「
輪
」
は
お
そ
ら
く
「
命
」
と
同
音
で
あ
っ
て
、
新
た
に
「
車
」
霧

が
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
漢
軍
等
の
車
馬
の
駐
寝
の
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
○
輪
　
〈
リ
ソ
〉
暮
春
切
〔
集
韻
〕
一
ま
亀
，
膳

・
・
｛
　
泥
雑
羅
馳
羅
．
）

　
ま
た
〃
辺
境
に
お
か
れ
た
漢
側
の
呼
爾
に
よ
る
「
蔓
扁
”
と
し
て
、
漢
書
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邪馬壷国の諸問題（下）　（古田）

武
帝
紀
に
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
（
元
封
元
年
冬
＋
月
）
ρ
武
帝
）
行
自
昌
雲
陽
｝
北
蔓
性
上
郡
・
菌
河
・
三
原
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
へ

　
　
出
昌
長
城
一
北
登
昌
箪
子
墓
而
蚕
晶
朔
方
一
臨
昌
北
河
一
落
昌
兵
十
八
萬
族
旗
下

　
　
盤
千
余
里
。
威
震
二
匂
奴
⑩

　
右
の
「
箪
予
毫
」
は
飼
奴
側
の
呼
稔
で
な
く
、
漢
側
の
呼
樗
で
あ
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

な
わ
ち
、
何
奴
側
が
「
ゼ
ソ
ウ
ト
」
と
い
っ
た
呼
び
方
を
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
〃
箪
干
の
塞
、
も
し
く
は
宮
殿
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
”
、
あ
る
い
は

〃
輩
干
の
地
に
建
て
た
高
曇
の
塞
〃
の
義
か
ら
、
「
軍
予
毫
」
と
名
づ
け
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
壷
」
は
中
国
語
で
あ
っ
て
、
現
地
音
の
漢
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

表
記
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
同
じ
武
帝
紀
に
存
す
る
一
章
梁
豪
」

　
　
　
へ

．
「
通
天
墓
」
の
「
壁
」
と
同
義
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
　
「
輪
盗
」
も
ま
た
、
西
域
に
お
け
る
城
塞

と
し
て
、
漢
側
の
命
名
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
の
自
然
で
あ
る

こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
無
妻
の
よ
う
に
〃
「
命
頭
」
も

「
輪
豪
」
も
、
共
に
同
一
現
地
音
の
漢
字
表
記
の
移
行
に
す
ぎ
な
い
”
と
い

う
断
案
の
容
易
に
成
立
し
が
た
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
史
記
に
お
け
る
左
の
記
事
で
あ
る
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
○
飼
奴
軍
重
日
昌
想
望
鱒
頭
謹
厚
レ
勝
レ
秦
。
北
徒
飯
余
年
。
〔
史
記
飼
奴
伝
〕

　
　
　
　
へ

　
右
の
コ
顕
曼
」
が
、
漢
書
に
お
い
て
も
、
こ
の
文
を
上
述
し
つ
つ
、
同
じ

　
　
へ

く
「
頭
曼
」
と
記
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
如
く
で
あ
る
。
決

　
　
　
み

し
て
「
毫
曼
」
で
は
な
い
。
し
て
み
る
と
、
牧
氏
の
「
頭
（
史
記
）
i
Ψ
毫
（
漢

書
）
」
と
い
う
、
〃
表
音
表
記
漢
字
の
移
行
説
”
は
明
白
に
否
定
せ
ら
れ
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
「
古
田
武
彦
氏
の
『
邪
馬
壁
国
』
に
つ
い
て
」
（
龍
谷
法
学
第
2
巻
第
2
・
3

　
・
4
号
、
　
九
七
〇
年
九
月
）

②
牧
氏
は
こ
の
「
宛
善
趣
」
を
「
漢
善
馬
」
と
し
て
引
用
さ
れ
、
こ
れ
を
み
ず
か

　
ら
不
審
と
し
て
お
ら
れ
る
。
　
（
中
央
民
族
学
院
研
究
部
曇
霞
「
歴
代
各
族
伝
記
会

　
編
」
北
京
新
華
書
膚
昭
3
3
に
よ
ら
れ
た
。
）
け
れ
ど
も
、
宋
慶
元
黄
善
夫
刊
本
（
十

　
閥
史
百
納
本
所
収
）
に
よ
る
限
り
、
史
記
も
「
宛
善
馬
」
で
あ
り
、
文
意
も
そ
れ

　
で
な
け
れ
ば
通
じ
な
い
。
よ
っ
て
今
は
右
の
朱
刊
本
に
よ
っ
て
記
し
た
。

③
　
牧
氏
は
こ
れ
に
追
辛
し
て
現
地
音
は
「
リ
ト
」
か
も
し
れ
ぬ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

④
史
林
所
収
論
文
8
3
ぺ
…
ジ
。

⑤
　
も
っ
と
も
「
頭
」
が
い
か
な
る
現
地
音
の
漢
字
表
記
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題

　
は
、
こ
の
字
の
上
古
音
の
追
跡
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

⑥
「
亭
」
は
宿
駅
を
卜
い
、
「
燧
」
は
〃
深
険
の
処
に
依
り
て
行
道
を
開
通
す
る

　
も
の
”
を
言
う
。

⑦
　
こ
れ
は
漢
書
西
域
伝
序
文
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

　
で
あ
る
。

　
　
○
漢
葵
至
二
子
孝
武
一
事
征
二
弱
夷
一
広
二
威
徳
刃
…
…
於
レ
是
農
二
敦
燵
輯
西
至
二
璽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
　
　
澤
一
往
往
起
レ
亭
。
輪
墜
・
渠
惣
皆
有
二
園
卒
数
山
人
晒
二
二
使
者
校
尉
一
領
護
、

　
　
　
以
給
下
使
心
外
国
一
者
上
。

⑥
　
こ
の
「
倫
頭
」
の
字
面
は
有
名
な
「
箆
補
出
」
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
な

　
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
倉
頭
」
の
文
の
燕
前
に
つ
ぎ
の
文
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
○
漢
使
窮
二
河
源
嚇
河
源
禺
二
予
繊
一
其
山
多
二
玉
石
〔
采
來
。
、
天
子
按
二
古
圖
書
↓

　
　
　
名
・
河
所
ソ
出
山
一
算
二
毘
沼
目
（
史
記
大
仁
伝
）
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ま
た
同
じ
「
大
詰
俵
」
宋
に
は
司
馬
遷
自
身
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

　
　
○
太
史
公
日
「
禺
本
紀
言
『
河
出
“
一
毘
罷
認
箆
掃
雲
高
二
千
五
百
余
璽
、
β

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
　
　
月
所
二
二
避
隠
一
為
二
光
明
｝
也
。
…
…
所
謂
箆
痛
者
乎
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
こ
の
「
罠
搦
」
は
ま
た
「
昆
命
」
と
も
記
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
漢
書
地
理
志
）
こ

　
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
命
頭
」
は
〃
箆
掃
（
昆
倉
）
出
の
ほ
と
り
”
と
い
っ
た

　
意
義
の
字
面
と
な
っ
て
い
る
。
（
「
樹
」
は
「
命
」
と
岡
三
で
あ
り
、
　
「
揚
」
の
方

　
は
「
山
」
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
）
す
な
わ
ち
「
命

　
頭
」
の
地
理
的
位
置
と
字
義
と
が
よ
く
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
は
、
先
の
尾
崎
論
文
再
批
判
の
第
一
に
の
べ
た

　
　
（
，
一
）
　
表
音
的
段
階
（
現
地
音
に
相
当
す
る
文
字
群
の
撰
択
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
（
蕪
）
　
表
意
的
段
階
（
そ
の
名
辞
に
ふ
さ
わ
し
い
字
面
の
一
字
撰
択
）

　
と
い
う
漢
字
の
表
音
蓑
詑
の
二
段
階
の
経
過
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑨
　
ま
た
註
⑦
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
漢
よ
り
外
国
に
面
す
る
者
の
休
養
の
拠
点
と

　
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑩
　
な
お
、
こ
の
「
愈
頭
↓
三
毛
」
と
い
う
地
名
変
遷
は
、
史
料
批
判
上
き
わ
め
て

　
興
味
深
い
問
題
を
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
別
箇
に
詳
述
し
た
い
。

十
三

　
⇔
　
　
「
盗
」
の
変
遷
と
表
音
蓑
記
に
つ
い
て

　
つ
ぎ
に
、
牧
氏
の
酒
過
さ
れ
た
重
大
な
点
は
、
漢
書
と
三
国
志
と
の
間
に

存
在
す
る
「
壁
」
字
使
用
の
差
異
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
漢
書
に
西
域
の
地
名
な
い
し
国
名
と
し
て
「
輪
墓
』
の
あ
る

こ
と
よ
り
、
牧
氏
は

　
「
西
域
の
地
方
は
い
わ
ゆ
る
西
戎
の
地
方
で
あ
り
、
外
夷
の
地
で
あ
る
点

で
は
東
夷
の
地
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら

西
戎
の
一
国
に
用
い
た
墓
の
字
を
東
夷
の
一
国
に
お
い
て
絶
対
に
用
い
ら
れ

な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
私
は
邪
馬
墓

の
毫
の
字
は
、
前
漢
書
の
書
例
に
従
う
て
書
か
れ
た
魏
志
の
倭
人
伝
で
は
、

最
初
か
ら
倭
国
の
国
都
の
所
在
地
、
即
ち
『
女
王
一
所
都
』
で
あ
っ
た
『
ヤ

”、

g
』
と
い
う
国
名
の
『
ト
』
と
い
う
音
を
表
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

文
字
で
あ
っ
た
の
に
相
違
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
」

と
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
前
節
の
論
証
の
よ
う
に
、
「
輪
壁
」
の
「
壷
」
は
「
ト
」
の
音
表
記
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
い
。
こ
れ
は
漢
側
命
名
の
「
辺
境
の
塞
」
名
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、

「
墜
」
字
が
表
音
表
記
と
し
て
で
な
く
、
　
「
墓
名
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
、
何
等
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
○
（
元
鼎
二
年
）
春
起
一
柏
梁
壁
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
○
（
元
封
二
年
冬
＋
月
…
…
）
還
作
二
甘
泉
通
天
峯
・
長
安
飛
旧
館
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
○
（
太
初
元
年
）
乙
酉
柏
梁
垂
災
。

　
右
の
よ
う
に
漢
書
（
第
六
武
帝
紀
）
中
に
も
幾
多
の
用
例
が
存
在
す
る
の
み

な
ら
ず
、
先
に
あ
げ
た
．
「
翠
子
塁
」
の
よ
う
に
、
　
「
辺
境
の
塞
、
も
し
く
は

高
楼
」
の
場
合
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
際
、
問
題
の
焦
点
は
「
表
音
表
記
漢
字
」
と
し
て
の
「
塁
」
字
で
あ

る
。
そ
し
て
牧
氏
が
漢
書
中
に
お
け
る
「
蟹
ー
ー
ト
」
の
表
記
例
と
し
て
提
起

106 （106）



邪馬萱国の諸問題（下）　（古田）

せ
ら
れ
た
「
輪
峯
」
は
、
実
は
当
の
問
題
に
妥
当
し
え
な
い
こ
と
、
今
は
明

白
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
左

の
点
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
〃
も
し
か
り
に
、
漢
書
段
階
（
漢
医
）
で
「
毫
鐘
ト
」
と
い
う
表

音
例
が
晃
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
三
国
野
中
の
問
題
（
「
邪
馬

二
七
」
表
記
の
魏
晋
朝
に
お
け
る
適
否
）
に
は
妥
当
せ
し
め
え
な
い
。
”
と
い
う
一

点
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
　
「
塁
」
と
い
う
字
は

漢
代
ω
盛
土
の
義

　
　
　
②
峯
地
の
上
の
高
楼
、
宮
殿
の
義

　
　
　
㈲
　
人
名
等

魏
晋
代
ω
②
㈹
、
右
に
同
じ
。

　
　
　
ω
　
天
子
の
宮
殿
及
び
天
子
直
属
の
中
央
官
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
い
う
、
意
義
上
の
発
展
を
見
て
い
る
。

　
し
か
も
、
蔭
間
朝
に
お
い
て
は
、
ω
の
意
義
が
代
表
的
で
あ
り
、
か
つ
中

枢
を
な
し
た
。
そ
れ
は
「
詣
レ
壷
」
（
魏
忠
倭
人
伝
）
と
い
う
用
例
の
し
め
す
よ

う
に
、
「
墓
」
一
字
で
、
洛
陽
の
天
子
の
宮
殿
を
指
し
え
た
、
と
い
う
一
事

か
ら
も
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
〃
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
現
地
名
を
「
邪

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

馬
蹄
」
と
漢
字
表
記
す
る
”
よ
う
な
こ
と
は
、
魏
晋
朝
の
史
官
（
陳
寿
等
）
に

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
っ
て
、
絶
対
に
あ
り
う
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
な
ぜ
な
ら
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
現
地
音
の
表
音
特
記
の
場
合
、

　
（
i
）
　
多
字
段
階
（
音
の
絹
当
す
る
漢
字
群
）

　
（
門
戸
）
　
一
掌
・
段
階
（
名
辞
に
ふ
さ
わ
し
い
意
義
を
も
つ
一
字
撰
択
）

と
い
う
二
段
階
の
経
過
は
不
可
避
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
（
・
1
1
）
段
階
に
お
い
て
多
数
の
「
卑
字
」
の
使
用
さ
れ
た
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

倭
人
伝
に
見
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
肝
心
の
門
邪
馬
寮
国
」
と

い
う
単
語
の
中
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
る
に
、
魏
晋
朝
の
史
宮
が
、
そ
の
同
一
単
語
中
に
「
肇
」
と
い
う
魏

晋
朝
至
高
の
「
貴
字
」
を
使
用
す
る
こ
と
一
そ
れ
は
、
ま
さ
に
あ
り
う
る

こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
約
す
れ
ぼ
、
牧
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
事
例
は

　
e
　
　
「
輪
墓
」
そ
れ
自
身
、
現
地
音
の
表
音
表
記
例
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、

当
を
え
て
い
な
か
っ
た
。

　
⇔
　
典
拠
が
漢
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
三
国
町
の

論
証
事
例
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
二
点
と
も
、
わ
た
し
の
論
証
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
不
適
切
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
尾
崎
・
牧
両
論
文
に
対
す
る
再
批
判
を
終
え
た
。
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最
後
に
、
両
氏
に
は
文
献
関
係
や
御
教
示
に
お
い
て
厚
き
蔵
置
を
こ
う
む

っ
て
い
る
こ
と
を
謝
し
、
さ
ら
に
、
後
学
に
対
し
卒
直
な
批
判
を
お
寄
せ
下

さ
っ
た
学
間
上
の
恩
義
に
報
い
る
た
め
に
、
こ
の
稿
を
し
た
た
め
た
こ
と
を

と
く
に
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
し
反
証
の
途
次
、
過
辞
あ
ら
ぱ
、
学

問
の
た
め
ひ
と
え
に
御
寛
恕
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
伏
し
て
願
う
。

　
こ
と
に
羅
崎
氏
は
そ
の
論
文
の
末
尾
に
門
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
分
野
に
立

ち
戻
り
…
…
い
ま
は
論
争
を
や
め
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
扁
と
い
う
「
論
争
停
戦
の
提
案
」
を
行
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
学
問
に
こ
そ
小
休
止
は
な
い
。
い
か
な
る
論
争
も
、
共

通
の
真
実
に
逢
着
す
る
日
ま
で
や
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。　

そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
両
氏
の
さ
ら
な
る
反
批
判
と
御
叱
正
を
切
願
し
つ

つ
、
一
旦
筆
を
欄
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

①
龍
谷
法
学
所
収
論
文

②
　
こ
の
「
輪
豪
」
は
地
名
変
遷
と
そ
の
史
料
的
反
映
に
つ
い
て
、
大
略
左
の
よ
う

　
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ω
　

「
辺
境
の
塞
」
と
し
て
の
漢
側
の
命
名
。
　
（
武
帯
時
代
一
た
だ
し
、
史
記

　
　
の
著
者
司
馬
遷
段
階
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
）

　
②
　
　
「
命
頭
」
に
代
る
地
名
も
し
く
は
国
名
と
し
て
～
般
化
。
　
（
漢
書
の
著
者
班

　
　
固
の
段
階
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
③
　
班
固
は
史
記
の
文
を
承
述
す
る
と
き
、
す
べ
て
「
禽
頭
↓
輪
蟹
」
と
地
名
罎

　
　
へ

　
　
換
を
行
っ
て
引
用
。

　
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
別
稿
で
詳
述
し
た
い
。

③
古
田
第
一
論
文
「
邪
馬
萱
国
」
八
、
十
六
参
照
。

〈
補
註
〉

　
　
「
伊
都
国
」
の
表
音
表
記
に
つ
い
て

　
倭
人
伝
の
中
に
「
ト
」
の
音
に
相
当
す
る
表
記
と
し
て
「
都
」
字
が
用
い
ら
れ
て

　
　
　
　
　
カ

い
る
。
　
「
伊
都
国
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
現
地
音
の
漢
字
表
記
で
あ

る
。
今
、
こ
の
国
名
に
つ
い
て
簡
明
な
論
証
を
加
え
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
倭
人
伝
に
は
つ
ぎ
の
一
節
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
○
南
至
二
邪
馬
萱
園
↓
女
王
之
所
〆
都
。

　
　
す
な
わ
ち
、
邪
馬
壷
國
は
倭
蟹
の
王
の
「
都
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
一
方
、
こ
の
「
都
」
字
は
、
右
の
．
「
伊
都
国
」
に
し
め
さ
れ
て
い
る
如
く
、
現
地

音
「
ト
」
の
類
の
音
の
漢
宇
表
記
乏
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
都
卜
　
〔
集
韻
〕
東
徒
切

　
　
　
　
洗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刀
叉
　
ε
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刀
又
　
仲
8
、

　
従
っ
て
、
も
し
か
り
に
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
現
地
音
の
地
名
が
倭
王
の
治
所
…
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

っ
た
と
し
た
な
ら
、
そ
の
と
き
陳
寿
は
当
然
こ
れ
を
「
邪
馬
都
」
と
表
記
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
現
地
膏
の
漢
字
衰
記
の
ル
ー
ル
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
の
べ
た
通
り
、

　
（
・
一
）
　
表
音
的
段
階
一
多
字
撰
択

　
（
・
“
）
　
表
意
的
段
階
i
L
⊥
字
撰
択

の
二
段
階
を
経
過
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
段
階
に
お
い
て
、
　
「
ト
」
の
現
地
音

に
対
し
て
、
こ
の
場
合
「
都
」
宇
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
文
字
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
適
切
な
文
字
を
用
い
ず
、
魏
晋
朝
に
お
い
て
は
天
子
の
宮
翻
を
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（古田）邪墨壷国の諸問題（下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

特
定
し
て
指
称
し
た
「
峯
扁
奮
」
字
、
し
か
も
倭
人
債
中
に
も
「
詣
ン
璽
」
と
し
て
、
天
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

指
導
の
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
「
璽
」
字
を
用
い
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
不
可

解
・
不
適
切
の
用
調
法
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
こ
の
よ
う
な
、
　
「
表
音
表
記
」
の
視
点
か
ら
も
、
三
国
志
の
原
文
面
に
「
邪
馬
壁

圏
」
を
あ
て
よ
う
と
す
る
説
は
完
全
に
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
直
ち
に
つ
ぎ
の
局
面
を
提
起
す
る
。
そ
れ
は
〃
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
、
倭
王
の
治
所
に
あ
ら
ざ
る
伊
都
国
を
も
っ
て
、
な
ぜ
門
俸
都
濃
」
と
蓑
記
し
た

の
か
。
”
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
　
「
ト
」
類
の
音
の
文
字
は
数
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
特
徴
あ

る
「
都
」
字
の
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
疑
う
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
れ
に
つ
い
て
左
に
解
明
し
よ
う
。

　
こ
の
「
伊
都
国
」
と
い
う
表
記
は
、
洛
陽
に
あ
っ
た
史
官
陳
寿
に
と
っ
て
、
深
い

典
拠
と
類
縁
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
ば
、
洛
陽
の
近
傍
に
こ
れ
と
相
関
す
る
寧
面
を
も
つ
「
伊
閾
」
の
地
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

　
A
　
十
四
年
、
左
三
白
起
、
攻
ユ
町
議
於
伊
關
（
断
グ
首
二
十
四
万
、
虜
二
公
孫
寛
獣

　
　
抜
二
五
城
岨
　
〔
史
記
、
秦
紀
〕

　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
ヤ

　
B
　
塞
出
縷
韓
伊
閾
之
道
幻
　
〔
史
記
、
潅
南
累
世
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

　
C
　
舜
乃
使
下
郷
疏
二
三
涯
五
湖
一
概
二
伊
闘
一
面
ゆ
塵
澗
レ
…
。
　
〔
准
南
子
、
本
縄
訓
〕

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
D
背
二
伊
閥
↓
越
二
輯
韓
司
〔
曹
植
、
渚
神
算
〕

　
E
　
中
平
元
年
、
鷹
二
八
関
都
尉
官
司
　
〔
後
漢
書
、
霊
帝
紀
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
　
〔
注
〕
　
謂
二
男
谷
・
広
城
・
伊
閥
・
大
谷
・
縷
醸
・
旋
門
・
小
平
津
・
蕪
津
一
也
。

　
F
　
霊
帝
中
元
元
年
以
二
河
南
歩
何
進
一
為
二
大
将
軍
一
率
二
五
図
葉
一
落
二
都
踊
心
置
ニ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
函
谷
・
広
城
・
餌
閾
・
大
谷
・
馬
韓
・
旋
門
・
小
平
津
・
薄
雪
等
八
道
肉
蝿
尉
官

　
治
レ
此
。
　
　
　
　
　
　
　
層

　
こ
の
「
留
聞
」
は
春
秋
蒔
代
の
周
の
闘
塞
に
当
る
．

　
　
○
使
三
女
離
見
守
二
閾
幽
思
　
　
〔
本
丁
氏
、
　
昭
二
十
六
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
へ
注
）
　
洛
陽
西
南
伊
閾
口
也
。

　
そ
し
て
右
の
E
・
F
に
あ
る
よ
う
に
漢
の
霊
帝
の
八
関
の
㎝
で
あ
り
（
中
元
元
年

は
A
．
D
｝
八
四
）
、
洛
陽
の
西
南
に
あ
た
る
関
左
で
あ
っ
た
。

　
「
伊
閥
」
の
「
闘
」
は
、
天
子
の
居
所
た
る
宮
殿
の
意
義
で
あ
り
、
「
伊
」
は

「
伊
週
」
　
（
イ
ジ
、
　
〃
コ
レ
チ
カ
シ
”
の
義
で
、
近
傍
な
る
を
し
め
す
）
の
熟
語
に

あ
る
発
語
の
辞
で
あ
る
。

　
　
○
不
レ
遠
俳
遽
、
薄
送
二
我
風
見
　
〔
詩
経
、
鄭
風
、
谷
風
〕

　
「
伊
」
そ
の
も
の
に
直
接
「
近
」
の
意
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ

の
詩
経
の
著
名
な
詩
句
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
し
て
も
、
首
都
洛
陽
な
る
宮
阜
の
西
南
関

を
擁
す
る
地
と
し
て
、
　
「
伊
嗣
」
の
地
名
は
、
ぎ
わ
め
て
ふ
さ
わ
し
き
字
面
と
し
て

洛
陽
の
人
々
に
は
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
地
に
「
酒
水
」
も
あ
る
。
1

史
記
秦
本
紀
正
義
、
注
水
経
）
し
か
も
、
先
の
潅
南
子
の
例
C
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

「
伊
闘
」
を
ひ
ら
い
た
の
は
聖
天
子
禺
で
あ
る
、
と
い
う
伝
承
が
と
も
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
禺
の
東
治
、
五
簾
の
制
を
典
範
と
し
つ
つ
、
そ
の
古
制
（
夷
蛮
の
王
の
、
中

國
の
天
子
へ
の
朝
貢
の
礼
）
を
今
に
守
る
醐
と
し
て
、
倭
園
を
描
き
、
そ
の
中
心
国

家
と
し
て
「
邪
馬
壷
国
」
の
名
を
は
じ
め
て
記
し
た
の
が
三
国
志
の
著
者
陳
寿
で
あ

っ
た
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
女
王
の
都
す
る
国
の
西
隣
に
あ
っ
て
、
　
「
郡
使
の
常
に

漏
る
所
」
と
し
て
、
そ
の
関
野
の
如
ぎ
佼
置
を
占
め
た
「
伊
都
國
」
に
対
し
て
、

「
俳
都
」
の
字
面
が
あ
て
ら
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
伊
都
」
の
「
都
に
は
、
そ
の
地
そ
の
も
の
を
「
都
」
と
見
な

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
邪
馬
脚
国
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
炉
都
」
と
は
「
女
王
の
都
に
遺
か
ら
ず
僻
出
た
る
地
」
の
意

義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
園
側
の
「
伊
閣
」
が
「
宮
盛
」
の
存
す
る
当
の
地

で
は
な
く
、
中
心
地
盗
陽
に
隣
接
し
た
関
塞
で
あ
っ
た
の
乏
同
様
な
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
邪
馬
壷
国
の
所
在
地
を
も
っ
て
ハ
　
〃
博
多
湾
に
臨

む
平
野
部
と
そ
の
周
辺
山
地
”
と
し
て
指
定
し
た
。
こ
の
解
読
結
果
は
、
締
都
融
を
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も
っ
て
ま
さ
に
〃
隣
接
し
た
近
傍
の
地
”
と
す
る
点
、
こ
の
字
薗
の
意
義
と
も
よ
く

適
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
を
要
約
し
よ
う
。

　
（
i
）
　
倭
人
伝
で
「
ト
」
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
都
」
で
あ
る
。

　
ぐ
1
1
）
　
こ
の
「
都
」
字
は
、
意
義
上
か
ら
も
倭
国
の
首
都
に
あ
て
る
表
記
と
し
て
、

　
　
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
。

　
（
…
剛
）
　
そ
れ
故
、
　
「
女
王
の
都
」
の
現
地
音
が
も
し
か
り
に
「
ヤ
マ
ト
」
（
大
和
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
山
門
等
）
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
そ
れ
は
「
邪
馬
都
」
と
記
せ
ら
れ
た
は
ず

　
　
で
あ
る
。

　
（
V
）
　
し
か
る
に
三
国
志
倭
人
伝
に
「
邪
馬
都
」
と
い
う
よ
う
な
表
記
が
採
用
さ

　
れ
た
痕
跡
は
絶
無
で
あ
る
。

　
（
V
）
　
そ
れ
故
、
こ
の
四
点
の
論
理
か
ら
検
し
て
も
、
三
国
志
倭
人
伝
の
中
心
国

　
　
名
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
現
地
音
の
写
字
表
記
と
見
な
そ
う
と
す
る
、
一
切
の

　
　
試
み
は
遂
に
空
し
い
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
万
葉
仮
名
の
表
記
に
お
い
て
、
同
一
音
に
対
し
て
甲
類
乙
類
の
別
あ
る
こ
と
は

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
（
橿
本
進
吉
「
國
語
音
韻
の
研
究
」
一
九
七
ペ
ー
ジ
参
照
）

　
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
ω
　
伊
都
－
恰
土
－
山
門
（
甲
類
）

　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
②
　
耶
麻
騰
・
夜
麻
登
・
野
曝
登
・
夜
摩
糠
・
耶
魔
等
（
大
和
）
　
（
乙
類
）

　
と
な
る
か
ら
、
三
国
志
に
お
い
て
も
、
一
見
表
記
を
別
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と

　
見
え
よ
う
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
三
罵
志
に
お
け
る
表
記
法
は
け
っ
し
て
「
純
音
韻
主
義
」
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
表
寵
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
　
（
i
）
　
「
音
韻
の
一
致
」
で
な
く
、
　
「
音
韻
の
類

　
へ

　
似
」
の
み
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
（
・
一
1
）
　
対
象
の
内
実
に
ふ
さ
わ
し
い
字
面
の

　
意
義
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
二
点
を
前
掲
書
（
第
五
章
i
参
照
）
に
お
い
て
立
証
し
た
。

　
従
っ
て
「
女
王
の
都
」
の
場
合
、
現
地
音
の
甲
類
乙
類
の
鋼
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
「
ト
」
に
類
し
た
音
は
「
都
」
字
で
表
現
さ
れ
る
の
が
も
っ
と
も
適
切
で
あ
る
、

　
と
見
な
す
ほ
か
な
い
。
　
（
倭
人
伝
の
漢
字
表
記
に
甲
類
乙
類
が
区
別
し
て
表
記
さ

　
れ
て
い
る
と
い
う
証
拠
！
一
表
記
法
脳
性
の
立
証
－
は
存
在
し
な
い
。
）

②
「
都
」
に
は
「
天
子
の
出
す
る
地
」
の
意
義
が
あ
る
。

　
　
○
天
子
治
腸
之
城
日
レ
都
、
薪
都
日
レ
邑
。
　
〔
華
厳
経
音
義
〕

　
し
か
し
、
一
般
的
な
「
王
の
訂
す
る
所
」
の
意
義
も
あ
る
。

　
　
○
願
三
日
レ
都
、
都
者
、
国
君
所
レ
居
、
人
所
二
都
会
一
也
。
　
〔
華
分
経
音
義
〕
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
国
志
に
お
い
て
も
「
京
都
」
の
場
合
は
天
子
の
居
す
る
洛
陽
を
意
味
す
る
が
、

　
「
都
」
の
字
は
「
箪
の
治
す
る
所
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
○
高
句
麗
…
…
都
漏
丸
都
之
下
魂
…
…
其
團
有
レ
王
。
〔
策
戦
伝
中
の
高
句
麗
伝
〕

③
「
詣
螢
」
は
直
接
に
は
「
天
子
の
宮
殿
に
詣
る
」
の
義
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実

　
は
「
天
子
に
面
謁
を
乞
う
」
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
詣
二
天
子
こ
と
結
局
同

　
義
に
帰
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

④
伊
都
国
は
「
世
有
レ
王
、
皆
統
二
属
女
王
国
④
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
す
で
に
「
王
の
治
す
る
所
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
地
も
「
都
」
と
称
せ
ら
れ
た
、

　
と
い
う
理
解
も
成
立
す
る
か
に
見
え
よ
う
。
し
か
し
、
倭
人
伝
の
記
載
事
実
に
お

　
　
　
　
　
　
　
へ

　
い
て
「
女
王
の
都
す
る
所
」
と
さ
れ
て
、
明
白
に
「
都
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
、

　
邪
馬
萱
圏
の
み
で
あ
る
。
ま
た
高
句
麗
の
よ
う
な
、
他
の
東
夷
伝
の
例
に
お
い
て

　
も
、
「
都
」
は
　
国
に
つ
き
一
箇
所
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
〃
「
邪

　
馬
萱
国
」
と
梢
並
ん
で
「
伊
都
国
」
そ
れ
自
身
も
「
都
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
”

　
と
い
う
理
解
は
結
局
成
立
し
が
た
い
。

〈
補
論
〉

　
　
史
料
批
判
の
条
件
に
つ
い
て

　
本
稿
に
お
い
て
対
象
と
ぜ
ら
れ
た
尾
崎
・
牧
両
論
文
と
も
、

の
方
法
に
対
し
て
、
そ
の
根
本
を
異
に
し
て
い
る
。

わ
た
し
の
史
料
批
判

110 （110）



（古田）邪馬壷国の諸問題（下）

　
そ
こ
で
こ
の
方
法
論
の
問
題
に
つ
い
て
簡
明
に
の
べ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
眼
前
に
一
箇
の
史
料
α
が
あ
る
。
こ
の
中
の
一
箇
所
㈱
が
後
代
の
研
究
者
の
目
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

と
っ
て
“
不
当
”
に
見
え
た
と
き
、
か
れ
は
こ
の
㈱
を
実
は
Q
q
の
あ
や
ま
り
で
あ
ろ

う
と
見
な
す
権
利
を
当
然
も
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
条
件
が
不
可
欠
で
あ
る
。
す
な
わ

ち　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
亭
一
）
　
部
分
㈹
の
ま
ま
で
は
、
全
体
α
に
卸
す
る
一
貫
し
た
理
解
が
絶
対
に
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
し
え
な
い
。
す
な
わ
ち
「
α
…
A
」
間
の
矛
盾
の
論
証
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
薩
）
　
こ
れ
に
対
し
、
も
し
都
分
㈱
を
部
分
⇔
◎
に
改
め
れ
ば
、
全
体
依
と
そ
の
す

　
　
べ
て
の
各
部
分
に
対
し
、
一
貫
し
て
整
合
し
た
理
解
が
成
立
す
る
こ
と
の
論
証
。

　
こ
の
二
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
条
件
を
欠
い
て
い
る
場
合
．
「
改
定
レ

説
が
成
立
し
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
改
定
」
説
は
右
の
二
条
件

を
確
実
に
所
有
し
て
い
る
か
否
か
が
常
に
検
証
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
れ
に
対
し
、
新
し
い
研
究
者
が
右
の
「
改
定
」
説
に
対
し
て
疑
い
を
抱
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
，
恥
右
の
「
A
↓
X
」
の
改
定
に
よ
っ
て
も
、
全
体
α
に
つ
い
て
の
一
貫
し
た
理
解

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

が
成
立
し
え
て
い
な
い
こ
と
。

　
八
り
か
え
っ
て
原
文
面
の
「
α
－
A
」
の
ま
ま
で
、
　
一
貫
し
た
理
解
が
成
立
し
う

　
く

る
こ
と
。

　
こ
の
二
点
を
提
示
し
た
と
し
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
先
の
「
改

定
」
を
正
し
と
す
る
論
者
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
に
と
っ
て
な
す
べ
き
義

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ラ

務
1
そ
れ
は
先
の
・
！
1
1
の
二
条
件
を
再
び
厳
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
つ
き
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
（

で
あ
る
。

　
こ
れ
を
行
わ
ず
、
　
「
原
文
繭
」
と
「
改
定
文
面
」
と
双
方
と
も
成
り
立
つ
余
地
が

あ
る
こ
と
を
の
べ
た
り
（
尾
崎
説
）
　
「
改
定
文
繭
」
も
ま
た
可
能
で
あ
る
こ
と
を
若

干
の
徴
証
に
よ
っ
て
論
弁
し
よ
う
と
し
た
り
（
牧
説
）
し
て
も
、
そ
れ
は
論
理
上
、

「
改
定
」
説
再
建
の
た
め
の
適
格
条
件
を
構
成
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

論
理
上
不
十
分
の
地
点
に
両
論
文
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
両
氏
が
方
法
論
上

「
史
料
に
依
拠
す
る
立
場
」
に
立
た
ず
、
逆
に
「
定
説
に
依
拠
す
る
立
場
」
に
立
っ

て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
両
氏
は
学
界
に
お
い
て
改
定
説
が
「
定
説
」
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う

現
状
況
に
依
拠
し
て
、
わ
た
し
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
〃
こ
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
、
　
「
改
定
」
説
も
な
お
許
容
し
う
る
”
と
い
っ
た
論
を
し
め
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
で

「
改
定
」
説
が
保
証
さ
れ
う
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
、
事
実
問
題
と
し
て
、
両
氏
の
し
め
さ
れ
た
各
徴
証
は
そ
れ
が
成

立
し
え
な
い
こ
と
や
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
論
証
さ
れ
た
。
し
か

し
、
も
し
か
り
に
そ
れ
ら
の
諸
徴
証
も
ま
た
成
立
し
う
る
と
し
て
も
、
右
に
の
べ
た

よ
う
な
論
証
の
筋
道
に
お
い
て
見
れ
ば
、
決
し
て
「
改
定
」
説
は
再
建
さ
れ
た
と
な

し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
雨
論
文
の
方
法
論
上
根
本
の
脆
弱
点
が
存
在
し
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
わ
た
し
た
ち
は
あ
く
ま
で
史
料
の
原
状
況
を
眼
前
に
す
え
、
常
に
論
理
を
そ
こ
か

ら
厳
し
く
出
発
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
な
ぜ
な
ら
、
　
「
改
定
」
者
が
い
か
に
そ
の
説
の
研
究
史
上
を
支
配
し
え
た
長
い
時

の
「
実
績
」
を
背
景
に
し
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
終
局
に
お
い
て
研
究
者
と
い
う

人
間
の
側
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
代
っ
て
史
料
に
対
す
べ
き
研
究
者
の
義
務
、
す
な
わ

ち
「
改
定
」
者
の
に
な
う
べ
き
二
条
件
を
い
さ
さ
か
も
免
資
す
る
も
の
と
は
な
り
え

な
い
こ
と
、
明
断
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
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