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三
田

評

渡
邉
英
幸
著

『
古
代
〈
中
華
〉
観
念
の
形
成
』

一

籾
　
山

明

　
本
書
は
、
原
初
的
な
〈
中
華
〉
観
念
の
成
り
立
ち
を
、
嬉
嬉
時
代
に
視
点

を
据
え
て
解
明
し
た
力
作
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
〈
申
継
〉
観
念
と
は
、
漢

語
史
料
の
記
録
者
た
ち
が
有
し
た
「
中
心
意
識
扁
、
「
申
国
」
「
夏
」
「
華
」
な

ど
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
自
己
認
識
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
課
題
は

「
華
夷
思
想
」
形
成
の
問
題
と
し
て
、
論
じ
尽
く
さ
れ
た
か
の
感
が
あ
る
。

し
か
し
従
来
の
研
究
で
は
多
く
の
場
合
、
〈
中
華
〉
を
客
体
的
な
実
在
と
し

て
と
ら
え
、
そ
の
形
成
過
程
を
〈
夷
独
〉
と
い
う
他
者
と
の
対
蒔
に
お
い
て

論
じ
る
こ
と
が
定
石
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
の
出
発
点
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
認
識
と
方
法
に
対
す
る
批
判
、
す
な
わ
ち
〈
中

華
〉
を
実
体
的
に
と
ら
え
る
立
場
と
、
〈
華
・
夷
〉
と
い
う
単
純
な
二
項
対

立
の
構
図
と
を
、
と
も
に
退
け
る
こ
と
に
あ
る
。
で
は
、
本
書
は
ど
の
よ
う

な
視
点
と
方
法
に
も
と
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
「
〈
中
華
〉
観
念
の
形
成
」

を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
憲
章
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　
序
章
　
〈
中
華
〉
と
は
何
か

　
本
章
に
お
い
て
は
、
前
近
代
の
〈
中
華
〉
観
念
を
め
ぐ
る
論
点
が
整
理
さ

れ
、
著
者
の
立
場
と
本
書
の
課
題
と
が
示
さ
れ
る
。
立
論
の
前
提
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
〈
申
華
〉
が
何
ら
か
の
　
　
た
と
え
ば
門
華
夏
族
」
と
い
っ
た

　
　
実
体
を
示
す
概
念
で
は
な
く
、
「
前
近
代
を
通
じ
て
繰
り
返
し
構
築
さ

れ
続
け
た
観
念
」
で
あ
っ
た
と
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
均
質
な
実
体
で
あ

る
か
に
語
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
実
「
複
数
の
基
軸
を
も
つ
認
識
の
枠
組
み
」

で
あ
り
、
「
種
々
の
”
揺
ら
ぎ
”
を
内
包
し
て
い
た
」
。
歴
史
の
中
で
反
復
さ

れ
た
〈
中
華
〉
の
語
り
は
、
「
必
ず
し
も
域
内
に
お
け
る
帰
属
意
識
の
共
有

や
、
本
質
的
～
体
性
を
前
提
と
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
に
お
け
る
考
察
の
主
眼
は
、
「
史
料
上
で
構
築
さ
れ
た

く
中
華
〉
自
体
を
検
討
対
象
と
し
、
そ
こ
に
絡
み
合
う
基
軸
や
差
異
、
そ
し

て
諸
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
」
に
置
か
れ
る
。
そ
の
場
合
、
複
数
の
政
治
勢

力
が
競
合
す
る
春
秋
時
代
は
、
「
中
国
」
や
「
夏
」
の
言
説
の
展
開
に
と
っ

て
注
目
す
べ
き
画
期
と
言
え
る
。
「
〈
中
華
〉
の
拡
大
は
、
…
…
春
秋
時
代
以

降
の
諸
侯
問
の
社
会
関
係
の
展
開
と
、
そ
れ
に
対
す
る
需
説
構
築
の
蓄
積
の

過
程
と
し
て
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
扁
で
あ
り
、
〈
孟
秋
〉
と
の
関
係
も
ま
た
、

「
個
々
の
言
説
が
対
象
と
す
る
社
会
に
存
在
し
た
多
様
な
差
異
意
識
と
、
そ

れ
を
越
え
て
結
ば
れ
た
結
び
つ
き
と
し
て
」
定
位
さ
れ
直
す
こ
と
に
な
る
。

　
第
一
章
　
先
制
時
代
の
華
夷
言
説

　
本
章
は
総
論
と
し
て
の
位
置
を
占
め
、
先
秦
史
料
の
法
界
言
説
が
重
層
性

に
留
意
さ
れ
つ
つ
通
覧
さ
れ
る
。
西
周
史
料
で
あ
る
青
銅
器
銘
文
に
見
え
る

「
夷
」
は
、
「
俗
（
文
化
習
俗
ご
を
異
に
す
る
「
他
者
」
と
し
て
、
王
朝
を

構
成
す
る
「
諸
侯
・
百
姓
」
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
原
初
的
な

「
申
國
」
の
語
は
、
周
王
朝
の
統
治
領
域
で
あ
る
「
四
方
」
の
中
心
地
を
意
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味
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
四
方
扁
は
ま
た
「
夷
」
の
諸
邦
を
含
む
領
域
と
し

て
観
念
さ
れ
た
。
つ
ま
り
〈
中
華
〉
と
く
夷
独
〉
と
は
本
来
、
明
確
な
対
立

構
造
を
持
た
ず
、
「
原
初
的
に
は
別
個
の
観
念
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
る
」
。
春
秋
史
料
に
お
け
る
〈
中
華
〉
は
、
〈
夷
独
〉
と
の
対
立
に
お
い
て

語
ら
れ
る
反
面
、
そ
の
内
部
に
〈
夷
狭
〉
を
も
含
み
う
る
枠
組
み
で
あ
っ
た
。

史
料
か
ら
は
諸
侯
国
と
戎
秋
蛮
夷
と
の
差
異
の
ほ
か
、
血
統
出
自
を
共
有
す

る
「
兄
弟
甥
舅
」
諸
国
と
そ
の
他
の
蛮
夷
小
国
、
互
い
を
「
夏
」
の
秩
序
に

連
な
る
も
の
と
認
め
合
う
同
盟
諸
国
と
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
同
盟
外
の
勢

力
、
と
い
う
「
三
層
の
差
異
意
識
」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
〈
中
華
〉
が

く
夷
独
〉
を
も
含
め
た
形
で
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
盟
の
内
と
外
と
の

諸
国
の
間
に
明
瞭
な
言
立
の
構
図
が
出
現
し
、
華
夷
思
想
が
こ
こ
に
生
ま
れ

た
。
戦
国
史
料
に
至
る
と
、
中
原
地
域
か
ら
「
戎
・
秋
」
が
消
滅
し
、
か
わ

っ
て
長
城
地
帯
に
「
胡
・
絡
」
が
現
れ
る
。
こ
う
し
た
周
縁
の
〈
夷
秋
〉
は

雷
語
・
地
域
・
生
業
を
異
に
す
る
存
在
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
対
す
る
諸
侯

国
の
間
に
は
後
の
門
漢
人
」
意
識
に
繋
が
る
よ
う
な
「
冠
帯
の
国
」
意
識
が

醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
第
二
章
　
春
秋
時
代
の
「
戎
」
に
つ
い
て

　
第
三
章
　
鮮
気
中
山
国
の
成
立

　
第
二
・
三
章
の
主
題
と
な
る
の
は
、
春
秋
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
「
戎
」

「
狭
」
で
あ
る
。
晋
に
代
表
さ
れ
る
春
秋
諸
侯
は
、
非
定
住
民
で
あ
る

「
戎
」
「
狭
」
を
多
国
間
会
盟
の
場
か
ら
排
除
す
る
一
方
、
か
れ
ら
と
個
別

に
会
盟
・
婚
姻
・
亜
属
関
係
を
結
び
彊
域
支
配
を
確
保
し
て
い
た
。
判
春
秋

左
氏
伝
騙
の
記
述
の
中
に
、
「
戎
」
「
狭
」
を
「
禽
獣
」
録
す
る
観
念
と
諸
侯

国
に
よ
る
そ
の
掌
握
を
肯
定
す
る
欝
説
と
が
同
居
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し

た
実
情
を
反
映
し
た
歴
史
認
識
な
の
で
あ
り
、
時
代
的
な
「
断
層
」
を
そ
こ

に
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
二
章
）
。
こ
う
し
た
諸
侯
国
と
非
定
住

民
と
の
雑
居
状
態
は
、
春
秋
時
代
を
通
じ
て
次
第
に
解
消
し
て
い
く
。
河
北

省
石
家
荘
周
辺
に
存
在
し
た
鮮
虞
申
山
国
は
、
北
方
遊
牧
民
に
出
自
す
る

「
白
秋
偏
の
鮮
虞
が
中
原
に
侵
入
し
て
建
国
し
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
〈
「
華
夏
」
1
1
中
原
地
域
の
農
耕
民
、
「
戎
狭
」
1
1
北
方
地
域
の
遊
牧

民
〉
と
い
う
二
項
対
立
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
、
春
秋
時
代
に
適
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
鮮
虞
中
山
は
、
前
六
世
紀
に
始
ま
る
晋
の
進
出
に
対
抗
し
、
華

北
の
山
岳
・
森
林
地
帯
に
居
住
す
る
非
定
住
民
で
あ
っ
た
「
狭
」
の
人
々
が

結
集
し
て
建
設
し
た
都
市
国
家
な
の
で
あ
り
、
戦
国
時
代
に
入
る
と
周
王
室

の
承
認
を
受
け
、
諸
侯
と
し
て
の
「
国
際
学
的
地
位
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
。

農
耕
地
域
と
牧
畜
地
域
と
の
境
界
形
成
は
、
こ
の
よ
う
な
雑
居
状
態
の
解
消

に
伴
い
進
行
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。
（
第
三
章
）
。

　
第
四
章
　
春
秋
時
代
の
国
際
会
盟
と
華
夷
秩
序

　
第
五
章
　
晋
文
公
の
諸
国
遍
歴
説
話
と
そ
の
背
景

　
第
四
・
五
章
で
は
、
〈
中
華
〉
観
念
形
成
の
最
初
の
契
機
、
春
秋
時
代
の

国
際
関
係
と
華
夷
思
想
と
が
検
討
さ
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
春
秋
時
代
の

戎
秋
蛮
夷
は
諸
侯
国
間
で
構
成
さ
れ
る
多
国
間
会
盟
か
ら
一
貫
し
て
排
除
さ

れ
て
い
た
。
〈
中
華
〉
と
く
夷
狭
〉
と
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
枠
組
み
は
、

確
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
多
国
間
会
盟
に
は
「
兄

弟
甥
舅
」
と
い
う
自
己
意
識
で
結
ば
れ
た
諸
国
の
ほ
か
に
、
小
国
や
「
蛮

夷
」
と
賊
め
ら
れ
た
国
々
も
参
列
し
て
い
た
。
「
兄
弟
甥
舅
」
と
は
血
統
や

婚
姻
に
よ
る
周
王
と
の
特
別
な
親
近
関
係
を
示
す
概
念
で
あ
る
か
ら
、
と
す

る
な
ら
ば
「
多
様
な
血
統
出
自
を
も
つ
諸
侯
を
巻
き
込
み
な
が
ら
繰
り
返
さ

れ
た
多
国
詰
会
盟
は
、
『
周
吐
の
枠
組
み
を
中
核
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
超

え
る
よ
り
大
き
な
帰
属
意
識
1
1
〈
中
華
〉
を
生
み
出
す
契
機
と
な
っ
た
の
で
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評書

あ
る
」
。
こ
う
し
た
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序
の
中
で
、
参
列
諸
侯
を

「
夏
」
と
呼
ぶ
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
（
第
四
章
）
。
晋
文
公
が
定
霧

以
前
に
諸
国
を
遍
歴
し
た
と
い
う
説
話
に
は
、
〈
申
華
〉
と
く
夷
狭
〉
の
境

界
に
立
ち
、
両
者
を
統
合
し
て
い
た
晋
の
濡
者
体
制
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

文
蛤
は
説
話
の
中
で
、
晋
国
と
戎
狭
、
兄
弟
諸
国
と
斉
・
宋
・
楚
・
秦
と
い

う
、
い
く
つ
か
の
「
対
立
す
る
境
界
を
越
え
、
『
四
方
田
1
1
噸
天
下
騙
全
域

を
遍
歴
す
る
人
物
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
」
。
そ
こ
に
表
出
さ
れ
て
い

る
の
は
、
「
境
界
を
超
え
た
人
物
に
よ
る
、
新
し
い
統
合
秩
序
の
建
設
を
説

明
づ
け
る
歴
史
観
」
な
の
で
あ
り
、
「
文
公
説
話
は
三
百
年
に
わ
た
り
史
官

た
ち
に
継
承
さ
れ
構
造
化
さ
れ
た
、
春
秋
時
代
の
『
国
際
臨
秩
序
を
回
顧
す

る
意
識
と
、
隅
周
』
を
超
え
る
新
し
い
秩
序
を
希
求
す
る
意
識
と
し
て
」
解

釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
五
章
）
。

　
第
六
章
　
禺
蹟
か
ら
諸
夏
へ

　
第
七
章
　
秦
公
諸
器
銘
の
検
討

　
第
六
・
七
章
に
お
い
て
は
、
〈
中
華
〉
観
念
の
核
心
と
な
る
「
夏
」
の
原

義
と
展
開
が
分
析
さ
れ
る
。
「
禺
の
跡
地
」
を
意
味
す
る
「
禺
蹟
」
の
語
は

本
来
、
禺
の
整
地
し
た
「
九
州
」
全
域
も
し
く
は
そ
の
申
心
地
で
あ
る
周
の

王
都
を
意
味
し
た
が
、
や
が
て
東
方
諸
侯
國
の
都
城
全
体
を
指
す
呼
称
へ
と

拡
大
し
て
い
く
。
「
夏
」
も
ま
た
周
王
朝
の
都
城
や
文
化
を
意
味
す
る
語
か

ら
、
門
萬
蹟
」
と
同
様
の
広
が
り
を
示
し
、
周
を
推
戴
す
る
国
々
を
「
諸
夏
偏

と
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
中
心
の
拡
散
」
と
呼
ぶ
べ
き
現
象

は
、
春
秋
時
代
の
諸
侯
国
が
多
国
間
会
盟
の
場
を
通
じ
て
歴
史
認
識
を
共
有

す
る
形
で
進
展
し
た
。
禺
を
擬
人
の
始
祖
と
す
る
歴
史
認
識
も
、
そ
う
し
た

過
程
で
春
秋
時
代
末
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
第
六
章
）
。
秦
の

国
霧
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
「
秦
公
諸
本
」
の
銘
文
は
、
こ
う
し
た
「
夏
」

観
念
の
成
立
を
同
時
代
史
料
と
し
て
裏
付
け
る
。
春
秋
前
期
の
酒
器
で
は
天

命
を
受
け
た
始
祖
に
よ
る
建
国
を
述
べ
る
の
み
で
あ
っ
た
内
容
が
、
中
後
期

の
作
器
で
は
「
禺
蹟
」
へ
の
貧
都
と
「
下
国
扁
全
体
の
領
有
へ
と
拡
大
・
変

質
し
、
先
公
の
統
治
対
象
も
門
蛮
方
」
か
ら
「
蛮
夏
」
へ
と
変
化
す
る
。
そ

れ
は
現
実
と
い
う
よ
り
も
作
端
者
た
る
秦
公
の
願
望
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、

第
五
章
で
述
べ
た
晋
国
の
大
国
意
識
に
近
似
し
て
い
る
。
〈
中
華
〉
と
く
夷

独
〉
の
境
界
に
立
ち
、
双
方
に
君
臨
す
る
権
力
の
あ
り
方
は
、
「
辺
境
地
域

の
戎
狭
蛮
夷
を
統
合
し
つ
つ
、
諸
侯
の
盟
主
の
地
位
を
争
っ
て
い
た
大
国
の

自
己
意
識
と
し
て
相
応
し
い
」
（
第
七
章
）
。

　
第
八
章
　
秦
律
の
夏
と
臣
邦

　
本
章
で
は
、
睡
五
重
重
星
「
法
律
答
問
」
に
み
え
る
「
夏
」
と
「
夏
子
」

の
概
念
を
検
討
し
、
戦
国
秦
が
律
文
上
に
構
築
し
た
〈
中
華
〉
の
特
質
を
解

明
す
る
。
秦
律
に
い
う
「
夏
し
は
、
「
臣
邦
扁
の
人
々
が
「
主
長
」
を
通
じ

て
「
秦
の
統
属
下
に
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
「
夏
子
」

と
は
「
母
親
を
通
じ
『
秦
撫
の
血
統
を
有
す
る
『
臣
邦
』
の
人
間
」
を
意
味

し
た
。
「
踏
貫
」
と
は
「
そ
の
噂
王
難
嘱
で
あ
る
君
公
・
君
長
が
秦
に
臣
属

し
、
か
つ
秦
と
区
別
さ
れ
た
一
個
の
『
邦
臨
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
属
す
る

「
臣
邦
人
」
が
君
公
・
君
長
の
下
か
ら
勝
手
に
離
脱
す
る
こ
と
は
、
「
釜
山
」

と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
夏
子
」
と
は
い
わ
ば
「
準
工
人
」
の

意
味
で
あ
り
、
こ
の
範
購
の
設
定
に
は
飼
養
『
秦
聴
の
『
臣
邦
人
舳
を

『
夏
暁
の
血
統
に
帰
属
さ
せ
、
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
意
識
」
が
読
み
取
れ

る
。
秦
律
の
「
夏
」
は
、
秦
を
申
心
と
し
た
結
び
つ
き
を
形
成
す
る
た
め
の

概
念
で
あ
り
、
様
々
な
非
「
秦
」
人
を
統
治
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
「
特

異
な
〈
中
華
〉
論
」
な
の
で
あ
る
。

　
終
章
　
先
秦
時
代
の
〈
申
華
〉
観
念
と
三
筆
思
想
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終
章
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
要
約
と
し
て
、
春
秋
時
代
中
期

後
半
を
盛
時
と
す
る
多
国
間
の
会
盟
秩
序
と
、
そ
れ
を
主
導
し
た
霧
者
体
制

が
、
〈
申
華
〉
の
拡
大
と
華
夷
思
想
と
を
生
み
出
す
契
機
と
な
っ
た
こ
と
、

〈
中
華
〉
と
は
門
重
層
的
な
差
異
意
識
の
上
に
構
築
さ
れ
た
、
動
態
的
な
秩

序
関
係
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
な
ど
の
論
点
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

秦
律
の
「
夏
」
が
「
『
秦
』
と
い
う
中
心
か
ら
放
射
状
に
広
が
る
『
中
心
－

周
縁
恥
曝
な
関
係
性
を
基
軸
と
し
て
い
る
一
こ
と
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
、

「
こ
こ
に
く
申
華
〉
は
、
特
定
の
権
力
に
よ
る
多
様
な
集
団
の
統
合
を
説
明

づ
け
る
『
帝
國
』
的
な
説
明
原
理
と
な
っ
た
」
と
の
認
識
を
も
っ
て
結
ば
れ

る
。

二

　
本
書
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
〈
中

華
〉
観
念
が
第
一
義
的
に
は
「
構
築
さ
れ
た
言
説
」
で
あ
る
と
の
認
識
に
立

っ
て
、
歴
史
像
を
組
み
立
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
説
で
あ
れ
ば
当
然
、

構
築
の
対
象
の
み
な
ら
ず
、
〈
主
体
〉
も
ま
た
重
要
な
検
討
課
題
と
な
る
。

テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
う
際
に
は
、
「
誰
が
何
を
表
象
し
て
い
る
の
か
」
と
い

う
問
い
か
け
が
常
に
必
要
と
な
ろ
う
。
著
者
自
ら
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
又
中

華
〉
と
い
う
歴
史
的
観
念
を
扱
う
場
合
に
取
る
べ
き
視
座
」
は
、
「
継
承
さ

れ
る
基
軸
や
意
味
づ
け
を
捉
え
つ
つ
、
個
々
の
〈
中
華
〉
観
念
の
背
後
に
ひ

そ
む
〈
関
係
性
〉
を
明
ら
か
に
し
、
言
説
主
体
に
よ
る
構
築
の
連
鎖
を
把
握

す
る
こ
と
」
（
二
八
七
頁
）
に
置
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
〈
中
華
〉
観
念
や
華

夷
思
想
は
、
「
前
近
代
を
通
じ
て
繰
り
返
し
構
築
さ
れ
続
け
た
観
念
」
（
二

頁
）
で
あ
り
、
「
現
実
の
要
請
に
合
わ
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
が
構
築
さ

れ
た
」
（
一
三
頁
）
。
そ
う
し
た
「
言
説
構
築
の
蓄
積
の
過
程
」
（
二
四
頁
）

を
史
料
に
即
し
て
解
明
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。

　
序
章
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
よ
う
な
構
築
論
的
視
座
の
導
入
は
、

近
年
の
、
と
り
わ
け
欧
米
に
お
け
る
歴
史
学
研
究
に
顕
著
な
潮
流
の
一
つ
と

言
え
る
。
た
ま
た
ま
目
に
し
た
書
物
か
ら
例
を
あ
げ
れ
ば
、
古
代
史
家
ジ
ョ

ナ
サ
ン
・
ホ
ー
ル
の
著
作
に
は
、
テ
ッ
サ
リ
ア
南
部
の
～
地
名
に
過
ぎ
な
か

っ
た
「
ヘ
ラ
ス
国
Φ
短
ω
」
と
い
う
語
が
、
デ
ル
フ
ォ
イ
神
域
の
管
理
を
つ
か

　
　
　
ア
ン
フ
イ
ク
チ
オ
ニ
　

さ
ど
る
隣
保
同
盟
の
参
加
諸
国
に
よ
る
分
有
を
経
て
、
つ
い
に
は
古
代
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

リ
シ
ア
人
全
体
の
帰
属
意
識
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
理
解
が
見
え
る
。

ま
た
、
中
世
史
家
の
バ
ト
リ
ッ
ク
・
ギ
ア
リ
に
よ
れ
ば
、
「
古
代
末
期
か
ら

中
世
初
期
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
集
団
の
歴
史
」
は
、
「
あ
る
ひ
と
つ

の
現
在
と
未
来
を
作
っ
て
い
く
た
め
、
過
去
か
ら
継
承
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

前
や
表
現
を
政
治
的
に
用
い
、
操
作
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
」
と
い
う
。
い

ず
れ
も
本
書
に
示
さ
れ
た
〈
中
華
〉
理
解
と
比
較
可
能
な
議
論
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
中
国
古
代
史
の
分
野
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
視
点
へ
の
配
慮
が

十
分
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
有
効
性
を
、
史
料
の
精
確
な
読
解
に

よ
っ
て
説
得
的
に
示
し
た
こ
と
は
、
本
書
の
意
義
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
も
う
一
つ
本
書
の
意
義
と
し
て
、
文
献
史
料
に
よ
る
「
夏
王
朝
」
論
の
方

向
性
を
示
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
「
夏
王
朝
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

す
で
に
考
古
学
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
か
に
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場

合
、
考
古
学
的
文
化
に
冠
せ
ら
れ
る
「
夏
」
の
名
称
は
、
文
献
中
か
ら
便
宜

的
に
借
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
著
者
が
い
み
じ
く
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
門
現
在
語
ら
れ
て
い
る
『
夏
王
朝
隔
は
、
考
古
資
料
と
文
献
伝
承
と
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
研
究
者
が
歴
史
上
に
構
築
し
た
王
朝
な
の
で
あ

る
扁
（
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
）
。
「
文
献
伝
承
」
に
見
え
る
「
夏
王
朝
」
や

「
禺
」
は
、
後
の
時
代
に
「
語
ら
れ
た
」
存
在
で
あ
り
、
語
ら
れ
る
文
脈
と

106 （798）



評書

語
る
主
体
の
違
い
に
よ
っ
て
、
言
説
に
は
種
々
の
「
揺
ら
ぎ
」
が
生
じ
る
。

「
夏
王
朝
」
と
は
言
説
の
堆
積
で
あ
り
、
一
つ
に
固
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
考
古
資
料
か
ら
「
夏
王

朝
」
や
「
夏
文
化
」
を
論
じ
る
こ
と
の
限
界
が
、
お
の
ず
か
ら
納
得
さ
れ
る

に
違
い
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
「
夏
王
朝
」
論
は
、
文
献
史
学
の
範
囲
に
お

い
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
後
代
の
文
献
史
料
に
も
と
づ
い
て
「
夏
王
朝
の
実
在
性
」
を

論
じ
る
こ
と
は
、
空
疎
な
議
論
に
終
わ
り
か
ね
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
論
説
は

対
象
に
意
味
を
付
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
対
象
を
創
り
出
し
さ
え
す
る
か
ら

で
あ
る
。
文
献
史
学
の
役
割
は
む
し
ろ
、
「
夏
」
や
「
禺
」
に
関
す
る
言
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

構
築
の
蓄
積
過
程
を
丁
寧
に
跡
付
け
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
門
春

秋
・
戦
国
期
の
『
国
際
』
社
会
に
お
い
て
『
夏
舳
を
称
す
る
行
為
に
は
、
ど

の
よ
う
な
積
極
的
な
意
味
が
存
在
し
た
の
か
」
（
二
～
二
頁
）
と
い
う
問
い

を
立
て
、
「
夏
王
朝
の
創
始
者
と
さ
れ
る
『
謁
歴
の
多
様
な
伝
承
と
、
過
去

の
王
朝
名
に
限
定
さ
れ
な
い
『
夏
仔
の
も
つ
意
味
」
（
同
甫
）
を
通
し
て
そ

れ
に
答
え
た
本
書
第
六
・
七
章
は
、
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
す
る
「
夏
王

朝
」
論
に
範
を
示
し
た
と
醤
っ
て
よ
い
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
著
者
の
こ
う

し
た
姿
勢
は
、
周
知
の
疑
古
画
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
「
我
々
は
あ
る
一
つ
の

事
が
ら
の
真
相
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
一
つ
の
事
が
ら
の
伝
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
れ
た
中
で
最
も
早
い
状
況
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
」
と
い
う
主
張
と
共
鳴

し
合
う
。
そ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
機
会
を
得

た
い
と
思
う
。

三

本
書
が
指
摘
す
る
通
り
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
〈
申
華
〉
研
究
は
、
「
華

夏
冬
」
の
本
源
的
実
在
を
前
提
に
、
「
善
書
時
代
の
〈
中
華
〉
観
念
の
展
開

を
、
『
華
夏
族
睡
の
拡
大
過
程
と
し
て
把
握
す
る
研
究
が
主
流
」
（
二
頁
）
と

な
っ
て
い
る
。
「
華
華
族
」
が
核
と
な
り
、
周
囲
に
他
「
民
族
」
を
雪
ダ
ル

マ
式
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
、
「
漢
民
族
」
形
成
史
観
に
連
動
す
る
理

　
　
　
　
　
⑤

解
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
一
方
、
図
を
台
湾
に
転
ず
る
と
、
そ
こ
で
は
欧
米

の
学
術
動
向
へ
の
関
心
の
高
さ
や
、
現
代
台
湾
入
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問

題
な
ど
を
反
映
し
、
〈
中
華
〉
を
相
対
化
す
る
視
点
に
立
っ
た
研
究
が
一
定

の
地
歩
を
占
め
て
い
る
。
な
か
で
も
隅
華
夏
辺
縁
画
と
題
す
る
王
明
珂
の
著

　
⑥

作
は
、
社
会
学
・
人
類
学
の
成
果
を
取
り
込
ん
で
、
「
中
国
人
と
は
何
か

（
什
宝
是
中
国
人
）
？
」
と
い
う
問
い
に
答
え
ん
と
し
た
意
欲
作
で
あ
り
、

「
族
群
辺
縁
偏
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
Φ
醇
風
O
び
O
ロ
巳
9
。
姥
）
と
「
集
体
記
憶
扁

（
集
合
的
記
憶
o
o
＝
⑦
o
嘗
く
Φ
臼
Φ
ヨ
o
q
）
の
理
論
を
駆
使
し
て
、
「
甲
奴
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ウ
ン
ダ
サ

の
成
立
、
維
持
、
変
遷
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。
「
辺
縁
扁
形
成
の
前
提
条
件

と
な
る
生
態
環
境
と
生
業
を
解
明
す
る
た
め
考
古
学
の
成
果
が
活
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
や
、
文
献
に
伝
え
る
歴
史
を
集
合
的
社
会
記
憶
と
し
て
読
み
解
い

て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
方
法
上
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
他
者
と
の

境
界
を
保
持
し
つ
つ
、
主
観
的
同
一
意
識
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
の
形
成
過
程
を
追
う
こ
と
で
、
「
申
国
人
」
の
構
成
を
動
態
的
に
把
握

し
た
同
書
の
姿
勢
は
、
本
書
の
〈
中
華
〉
観
念
形
成
論
と
時
に
対
立
し
、
時

に
補
い
合
う
関
係
に
あ
る
。
「
華
夏
」
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
実
体
Φ
跨
巳
。
Φ
甲

け一

ｩ
と
と
ら
え
る
こ
と
や
、
「
辺
縁
扁
の
形
成
・
持
続
を
重
視
す
る
た
め

〈
華
・
夷
〉
二
項
対
立
の
構
図
が
前
面
に
出
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
相
違
点

と
し
て
指
摘
さ
れ
よ
う
。
反
面
、
記
憶
の
共
有
（
お
よ
び
忘
却
）
が
果
た
す

役
割
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
「
申
心
の
拡
散
」
と
い
う
認
識
を
補
完
し
う
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
重
要
な
研
究
成
果
と
の
対
決
が
本
書
に
反
映
さ
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れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
残
念
と
言
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
。

　
最
後
に
史
料
解
釈
の
問
題
と
し
て
、
秦
律
に
お
け
る
「
夏
」
概
念
の
評
価

に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
第
八
章
の
紹
介
で
既
述
し
た
通
り
、
睡
虎
地
業
簡

「
法
律
万
金
」
に
見
え
る
「
夏
」
と
は
「
三
石
」
の
人
々
が
「
伸
長
扁
を
通

じ
て
「
秦
の
統
属
下
に
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
意
味
す
る
語
、
「
夏
子
」
と

は
「
母
親
を
通
じ
『
雲
脚
の
血
統
を
有
す
る
『
臣
邦
』
の
人
間
」
の
謂
で
、

い
わ
ば
「
準
秦
入
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
に
つ
い
て
評
考
に
異
議
は
な
い
。
秦
律
の
「
夏
」
が
「
秦
が
支
配

対
象
と
す
る
人
々
を
分
類
し
た
、
す
ぐ
れ
て
統
治
論
的
な
性
格
を
も
つ
概
念

で
あ
る
」
（
二
七
五
頁
）
と
道
破
し
た
の
は
、
著
者
の
卓
見
と
雷
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
秦
が
「
明
確
に
自
己
を
『
夏
』
の
中
心

と
位
蟹
づ
け
」
て
い
た
（
二
七
五
頁
）
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　
「
法
律
答
問
」
に
見
え
る
「
夏
」
は
、
尊
ら
門
臣
邦
人
」
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
現
れ
る
。
「
臣
邦
」
と
は
著
者
の
言
う
通
り
「
秦
と
区
別
さ
れ
た
一

個
の
『
邦
』
」
（
二
六
二
～
二
六
三
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
と
す
る
な
ら

ば
秦
律
に
い
う
「
夏
」
は
む
し
ろ
、
芸
人
と
区
別
さ
れ
た
人
々
を
対
象
と
し

た
概
念
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
「
夏
子
」
の
定
義
が
「
臣
邦
の

父
・
秦
の
母
」
で
あ
る
以
上
、
秦
の
父
・
秦
の
母
か
ら
出
生
し
た
子
を
「
夏

子
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
特
段
の
呼
称
を
必
要
と
し
な
い

秦
国
人
、
秦
律
が
普
通
に
対
象
と
す
る
「
人
一
で
あ
る
。
「
臣
邦
人
」
が

「
秦
属
」
を
去
ろ
う
と
す
る
行
為
が
「
去
夏
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
秦
本
国

か
ら
の
逃
亡
は
「
邦
亡
」
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
「
秦
属
扁
は
秦
本
国

を
含
ま
な
い
、
服
属
国
の
み
を
指
す
語
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
例
を
見
る

限
り
、
「
『
秦
騙
の
人
は
、
同
時
に
『
夏
臨
と
い
う
範
購
に
も
属
し
て
い
た
」

（
二
七
三
頁
）
と
雷
い
切
れ
る
か
は
疑
問
と
な
ろ
う
。
思
う
に
、
秦
律
の

「
夏
」
と
は
「
臣
邦
の
人
」
、
よ
り
具
体
的
に
は
秦
に
臣
属
す
る
「
戎
狭
蛮

夷
漏
を
紺
象
と
し
て
、
か
れ
ら
の
出
生
・
行
為
に
対
し
価
値
を
付
与
す
る
記

号
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
秦
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
薄
い
概
念
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
「
法
律
応
問
」
に
お
い
て
語
義
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。

そ
れ
は
確
か
に
「
統
治
論
的
な
性
格
」
を
も
つ
概
念
で
あ
る
が
、
睡
虎
地
秦

簡
に
よ
る
限
り
、
秦
人
の
自
己
認
識
を
示
す
語
で
あ
っ
た
痕
跡
は
な
い
。
こ

の
史
料
か
ら
、
戦
国
秦
が
樽
築
し
た
「
特
異
な
〈
中
華
〉
論
」
（
二
七
五
頁
）
、

「『

`
』
と
い
う
中
心
か
ら
放
射
状
に
広
が
る
『
中
心
！
周
縁
㎞
的
な
関
係

性
扁
（
二
八
六
頁
）
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
慎
重
を
期
す
べ
き
よ
う
に
思
わ

れ
る
。①

冒
屋
夢
磐
ζ
．
田
F
ミ
、
、
§
帖
9
§
ミ
§
§
恥
ミ
ミ
9
竜
ミ
軋
6
ミ
ミ
Q
℃

　
〇
三
8
映
9
¢
旺
く
。
鼠
蔓
o
h
O
騨
圃
。
諾
。
零
Φ
。
。
ω
』
0
8
■

②
バ
ト
リ
ッ
ク
・
J
・
ギ
ア
リ
（
鈴
木
道
也
・
小
川
知
幸
・
長
谷
川
宜
之
訳
）

　
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
神
話
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
の
中
世
的
起
源
1
㎞
白

　
水
社
、
二
〇
〇
八
年
（
原
書
の
刊
行
は
二
〇
〇
二
年
）
。

③
吉
本
道
雅
も
ま
た
、
「
文
献
史
学
に
可
能
な
こ
と
は
、
ま
ず
は
『
現
実
の
㎞
夏

　
股
史
の
復
元
で
は
な
い
。
仮
構
さ
れ
た
夏
股
史
が
仮
構
で
あ
る
こ
と
を
禁
欲
的
に

　
了
解
し
つ
つ
、
そ
の
仮
構
過
程
の
復
元
を
通
じ
て
西
周
～
戦
国
の
同
時
代
的
情
況

　
を
読
み
取
る
こ
と
に
こ
そ
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
門
夏
股
史
と
諸
夏
偏
欄
中
国
古
代

　
史
臨
醐
最
』
一
二
集
、
二
〇
〇
六
年
）
。

④
主
屋
剛
「
与
銭
玄
同
先
生
論
古
史
書
」
欄
古
史
辮
』
第
一
冊
、
北
京
・
撲
社
、

　
一
九
二
六
年
（
初
出
は
噸
読
書
雑
志
㎞
第
九
期
、
一
九
二
三
年
）
。

⑤
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
徐
傑
舜
主
査
㎎
満
廷
－
漢
民
族
的
入
類
学
分
析

　
一
』
上
海
・
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
を
あ
げ
て
お
く
。

⑥
王
明
珂
四
詩
論
辺
縁
－
歴
史
記
憶
与
族
群
認
同
よ
台
北
・
允
農
文
化
、

　
一
九
九
七
年
。
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