
川
本
芳
昭

著

東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
諸
民
族
と
國
家

堀

內

淳

一

本
書
は
︑
魏
晉
南
北
�
時
代
の
民
族
問
題
を
中
心
に
長
年
の
硏
究
蓄
積
を
も
つ
著
者
に
よ
る
︑
一
九
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
魏
晉
南
北
�

時
代
の
民
族
問
題
﹄
(	
古
書
院
︑
以
下


書(1
))

以
影
に
公
表
さ
れ
た
論
�
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
本
書
に
つ
い
て
は
旣
に
伊

一
彥
に
よ

る
短
�(

2
)

が
あ
る
が
︑
本
書
�
で
は
各
違
の
內
容
を
紹
介
し
た
上
で
︑
�
體
の
�
成
と
著
者
の
目
指
す
と
こ
ろ
に
つ
い
て
確
�
し
︑
本
書
で
展
開

さ
れ
て
い
る
論
考
の
�
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

ま
ず
︑
本
書
�
體
の
�
成
を
示
し
︑
內
容
の
紹
介
を
行
い
た
い
︒

序
言

第
一
�

漢
�
閒
に
お
け
る
北
中
國
の
動
向

︱
︱
民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
︱
︱

第
一
違

北
�
國
家
論

第
二
違

北
魏
�
成
�
南
�
碑
に
つ
い
て

第
三
違

鮮
卑
の
�
字
に
つ
い
て

︱
︱
漢
�
閒
に
お
け
る
中
華
�
識
の
叢
生
と
關
聯
し
て
︱
︱

第
四
違

三
國
�
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て

︱
︱
�
液
と
變
容
と
の
觀
點
か
ら
見
た
︱
︱
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第
五
違

北
魏
內
�
再
論

︱
︱
比
�
�
の
觀
點
か
ら
見
た
︱
︱

第
二
�

漢
�
閒
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
古
代
日
本
の
國
家
形
成

第
一
違

漢
�
閒
に
お
け
る
﹁
怨
﹂
中
華
�
識
の
形
成

︱
︱
古
代
日
本
・
�
鮮
と
中
國
と
の
關
聯
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

第
二
違

隋
書
倭
國
傳
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
営
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
 
隋
!
覺
書
︱
︱

第
三
違

倭
國
に
お
け
る
對
外
�
涉
の
變
�
に
つ
い
て

︱
︱
中
華
�
識
の
形
成
と
大
宰
府
の
成
立
と
の
關
聯
か
ら
見
た
︱
︱

第
四
違

倭
の
五
王
の
自
稱
と
東
ア
ジ
ア
の
國
際
#
勢

第
三
�

漢
�
閒
に
お
け
る
西
南
中
國
の
動
向

第
一
違

漢
�
閒
に
お
け
る
雲
南
と
日
本
と
の
關
係
に
つ
い
て

︱
︱
比
�
�
の
觀
點
か
ら
見
た
︱
︱

第
二
違

民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
魏
晉
段
階
に
お
け
る
四
川
地
域
の
狀
況
に
つ
い
て

第
三
違

民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
五
胡
十
六
國
南
北
�
�
段
階
に
お
け
る
四
川
地
域
の
狀
況
に
つ
い
て

第
四
違

民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
北
�
後
�
段
階
に
お
け
る
四
川
地
域
の
狀
況
に
つ
い
て

第
四
�

漢
�
閒
の
民
族
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
東
ア
ジ
ア

第
一
違

民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
魏
晉
南
北
�
隋
�
時
代
�
硏
究
の
動
向

第
二
違

遼
金
に
お
け
る
正
瓜
觀
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
北
魏
の
場
合
と
の
比
�

︱
︱

第
三
違

崔
致
%
と
阿
倍
仲
&
呂

︱
︱
古
代
�
鮮
・
日
本
に
お
け
る
﹁
中
國
'
﹂
と
の
關
聯
か
ら
見
た
︱
︱

第
四
違

中
國


(
代
に
お
け
る
)
謂
中
華
�
國
の
�
*
に
つ
い
て
の
覺
書

︱
︱
北
魏
と
元
・
遼
︑
お
よ
び
漢
と
の
比
�

︱
︱

あ
と
が
き

︱
︱
)
謂
﹁
少
數
民
族
﹂
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

第
一
�
﹁
漢
�
閒
に
お
け
る
北
中
國
の
動
向
﹂
で
は
︑
著
者
が
こ
れ
ま
で
硏
究
の
中
心
に
お
い
て
き
た
︑
鮮
卑
族
に
よ
っ
て
円
國
さ
れ
た
國
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家
で
あ
る
北
魏
の
﹁
部
﹂
國
家
體
制
の
實
態
と
そ
の
歷
�
,
�
義
を
-
う
と
同
時
に
︑
本
書
�
體
の
見
.
し
を
示
し
て
い
る
︒

第
一
違
﹁
北
�
國
家
論
﹂
は
北
�
�
を
單
な
る
胡
族
が
中
國
社
會
へ
同
'
し
た
時
代
と
見
る
の
で
は
な
く
︑
怨
た
な
中
華
の
創
出
と
し
て
�

價
す
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
時
代
,
に
は
︑
衣
�
'
の
融
合
と
い
う
觀
點
か
ら
︑
遼
・
金
・
元
・
淸
ま
で
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
と
し
︑
空
閒

,
に
は
︑
古
代
東
ア
ジ
ア
諸
國
の
成
長
2
3
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
違
は
第
一
�
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
︑
實
質
,
に
は
本

書
�
體
の
議
論
の
目
,
と
範
圍
に
つ
い
て
営
べ
ら
れ
て
お
り
︑
序
論
,
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
な
お
︑﹁
北
�
國
家
論
﹂
の
初
出
は
﹃
岩
波

6
座

世
界
歷
�
﹄
(一
九
九
九
)
で
あ
る
が
︑
本
書
に
收
錄
さ
れ
る
に
際
し
て
︑
北
�
�
硏
究
の
成
果
が
持
つ
︑
時
閒
,
・
空
閒
,
な
廣
が
り

に
つ
い
て
多
く
の
言
8
が
加
筆
さ
れ
︑
本
書
の
目
,
を
9
確
'
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒

第
二
違
﹁
北
魏
�
成
�
南
�
碑
に
つ
い
て
﹂
は
︑
一
九
九
七
年
に
報
吿
さ
れ
た
北
魏
�
成
�
の
南
�
に
關
す
る
怨
出
�
料
か
ら
︑
當
該
�
の

北
魏
內
�
制
度
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
碑
に
記
さ
れ
る
�
幸
隨
從
者
の
官
職
に
は
�
書
に
見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
く
記
さ
れ
て
お
り
︑

中
で
も
內
�
に
關
す
る
官
職
が
多
く
含
ま
れ
る
︒
著
者
は
こ
れ
ら
の
官
名
か
ら
北
魏


�
の
內
�
の
實
態
を
檢
討
し
︑﹃
魏
書
﹄
が
北
魏


�

の
記
載
を
�
識
,
に
排
除
し
て
い
る
可
能
性
に
論
8
し
て
い
る
︒

第
三
違
﹁
鮮
卑
の
�
字
に
つ
い
て

︱
︱
漢
�
閒
に
お
け
る
中
華
�
識
の
叢
生
と
關
聯
し
て
︱
︱
﹂
で
は
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
な
ど
に
み
え

る
鮮
卑
族
の
﹁
國
語
﹂
を
取
り
上
げ
︑
民
族
の
言
語
・
�
字
と
︑
漢
字
と
の
關
係
を
考
察
す
る
︒﹃
魏
書
﹄
世
祖
紀
の
﹁
初
*
怨
字
千
餘
﹂
以

下
の
記
営
か
ら
︑
北
魏


�
の
鮮
卑
語
が
漢
字
<
を
用
い
て
萬
葉
假
名
の
よ
う
に
記
営
さ
れ
︑
助
詞
や
語
尾
の
よ
う
な
語
詞
に
對
應
す
る
た
め
︑

�
字
を
=
定
し
て
表
記
の
瓜
一
を
圖
っ
た
と
推
測
す
る
︒
そ
の
上
で
﹃
國
語
眞
歌
﹄﹃
國
語
十
八
傳
﹄
な
ど
の
鮮
卑
語
で
書
か
れ
た
と
さ
れ
る

書
物
が
︑
自
民
族
の
�
學
や
歷
�
を
記
錄
す
る
上
で
﹃
萬
葉
集
﹄
や
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
比
類
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
︑
東
ア
ジ
ア
の
諸
民

族
の
國
家
形
成
︑
民
族
形
成
に
お
け
る
中
國
の
政
治
思
想
の
影
>
を
示
す
一
例
と
す
る
︒

第
四
違
﹁
三
國
�
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て

︱
︱
�
液
と
變
容
と
の
觀
點
か
ら
見
た
︱
︱
﹂
に
お
い
て
は
︑
北
魏
王
�
の



段
階
と
し
て
︑
三
國
�
の
烏
丸
・
鮮
卑
の
南
下
と
中
國
王
�
と
の
�
液
を
︑


漢
・
後
漢
中
�
ま
で
と
︑
後
漢
末
・
三
國
�
に
分
け
て
?
8
す
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る
︒


漢
・
後
漢
を
.
じ
て
︑
烏
丸
・
鮮
卑
は
匈
奴
と
漢
の
閒
で
屬
民
・
傭
兵
と
し
て
-
わ
れ
つ
つ
も
︑
@
第
に
勢
力
を
擴
大
し
︑
長
城
を
乘

り
越
え
る
形
で
居
B
域
を
廣
げ
て
い
っ
た
︒
後
漢
末
以
影
︑
烏
丸
・
鮮
卑
は
獨
自
の
C
俗
を
維
持
し
た
ま
ま
︑
漢
人
官
僚
を
自
己
の
勢
力
內
に

D
收
し
て
い
く
こ
と
で
︑
政
治
,
に
自
立
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
︒
三
世
紀
段
階
で
の
烏
丸
・
鮮
卑
は
長
城
地
帶
に
お
い
て
中
國
と
密
接
な
�

液
を
展
開
す
る
段
階
に
E
し
て
お
り
︑
以
後
︑
F
G
な
變
'
を
H
げ
︑
中
國
に
甚
大
な
影
>
を
8
ぼ
す
よ
う
に
な
る
I
點
で
あ
る
と
結
論
附
け

る
︒
こ
れ
は
︑
一
方
で
は
塞
外
か
ら
塞
內
へ
の
民
族
の
移
動
で
あ
る
が
︑﹁
中
國
の
擴
大
﹂
と
い
う
視
點
か
ら
み
れ
ば
︑
中
國
,
な
J
素
が
北

ア
ジ
ア
・
東
ア
ジ
ア
へ
擴
大
し
て
い
く
繼
續
,
な
歷
�
の
中
に
位
置
附
け
ら
れ
る
と
す
る
︒

第
五
違
﹁
北
魏
內
�
再
論

︱
︱
比
�
�
の
觀
點
か
ら
見
た
︱
︱
﹂
で
は
︑
北
魏
の
內
�
の
�
成
員
や
職
掌
の
檢
討
か
ら
︑
二
つ
の
視
點
を

提
示
す
る
︒
著
者
の
﹁
內
�
﹂
理
解
は
︑
旣
に


書
に
お
い
て
︑
後
宮
の
諸
官
で
は
な
く
︑
皇
�
の
周
圍
に
い
る
﹁
侍
官
の
總
稱
﹂
と
し
て
廣

い
�
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を


提
と
し
て
︑
一
つ
は
︑
北
魏


�
の
胡
漢
對
立
の
歷
�
,
�
義
に
つ
い
て
︑

も
う
一
つ
は
北
魏
の
內
�
な
ど
に
見
ら
れ
る
國
制
の
東
ア
ジ
ア
�
に
お
け
る
位
置
附
け
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒


者
は
︑
(
年
の
胡
漢
對
立

の
重
J
性
を
相
對
'
す
る
見
解
に
對
し
て
︑
北
族
系
侍
臣
の
特
殊
な
立
場
を
强
M
す
る
こ
と
で
︑
改
め
て
胡
漢
の
對
立
を
基
軸
と
す
る
著
者
の

歷
�
,
立
場
を
確
�
す
る
︒
後
者
で
は
︑
北
族
系
侍
臣
が
多
く
就
官
し
て
い
た
內
�
官
の
性
質
を
︑
日
本
古
代
の
人
制
︑


漢
�
の
郞
官
制
と

對
比
さ
せ
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
國
家
形
成
�
に
共
.
す
る
特
色
を
示
す
︒

第
二
�
﹁
漢
�
閒
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
古
代
日
本
の
國
家
形
成
﹂
は
︑
著
者
の
そ
れ
ま
で
の
漢
�
閒
の
北
中
國
の
理
論
を
空
閒
,

に
擴
大
し
︑
古
代
日
本
や
�
鮮
の
國
家
形
成
を
論
じ
る
︒
一
聯
の
議
論
の
中
か
ら
︑
東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
﹁
中
華
﹂
と
は
何
か
︑
と
い
う

問
題
に
O
る
︒

第
一
違
﹁
漢
�
閒
に
お
け
る
﹁
怨
﹂
中
華
�
識
の
形
成

︱
︱
古
代
日
本
・
�
鮮
と
中
國
と
の
關
聯
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
で
は
︑
倭
・
古
代

�
鮮
・
華
北
で
成
立
し
た
五
胡
諸
王
�
に
見
ら
れ
る
︑
自
ら
を
中
華
と
す
る
�
識
が
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
を
論
じ
る
︒
こ
れ
ら
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の
古
代
國
家
は
い
ず
れ
も
︑
中
國
王
�
か
ら
夷
狄
と
見
な
さ
れ
︑
そ
の
册
封
體
制
下
に
一
度
は
組
み
P
ま
れ
な
が
ら
も
︑
册
封
體
制
を
突
き

破
っ
て
中
華
を
﹁
標
榜
﹂
す
る
に
至
っ
て
い
る
︒
同
時
に
︑
彼
ら
の
﹁
中
華
﹂
�
識
は
︑
官
制
・
用
語
な
ど
の
面
で
︑
あ
く
ま
で
傳
瓜
中
國
の

政
治
思
想
の
枠
內
で
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
魏
晉
南
北
�
時
代
の
人
口
の
大
液
動
に
よ
っ
て
引
き
I
こ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑
華

北
の
五
胡
十
六
國
・
北
�
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
の
古
代
國
家
に
一
致
す
る
歷
�
展
開
で
あ
る
と
す
る
︒

第
二
違
﹁
隋
書
倭
國
傳
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
営
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
 
隋
!
覺
書
︱
︱
﹂
は


違
で
営
べ
ら
れ
た
東
ア
ジ
ア
古
代
國
家

の
﹁
中
華
﹂
�
識
の
議
論
を
︑
 
隋
!
に
8
ぼ
す
︒﹃
隋
書
﹄
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
記
営
內
容
を
比
�
し
︑
從
來
知
ら
れ
て
い
る
相
R
點
を
︑

隋
に
對
す
る
倭
國
の
﹁
中
華
﹂
�
識
の
發
露
と
と
ら
え
︑
當
初
︑
大
王
を
﹁
天
弟
︑
日
兄
﹂
と
す
る
强
い
自
己
S
張
を
見
せ
た
倭
國
が
︑
隋
と

の
關
係
を
重
ね
る
に
つ
れ
︑
一
定
の
讓
步
を
示
し
た
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
 
隋
!
U
 
に
お
け
る
倭
國
の
强
烈
な
自
己
S
張
か
ら
︑
古
代
日

本
に
お
け
る
倭
國
の
王
が
中
國
の
�
貢
國
と
な
っ
た
と
い
う
自
己
�
識
を
持
っ
た
の
か
︑
と
い
う
點
に
疑
念
を
示
す
︒

第
三
違
﹁
倭
國
に
お
け
る
對
外
�
涉
の
變
�
に
つ
い
て

︱
︱
中
華
�
識
の
形
成
と
大
宰
府
の
成
立
と
の
關
聯
か
ら
見
た
︱
︱
﹂
で
は
︑
七

世
紀
後
V
に
大
宰
府
が
古
代
日
本
の
外
�
官
廳
と
し
て
確
立
す
る
に
至
る
ま
で
の
倭
國
の
對
外
�
涉
の
變
�
を
︑
時
代
ご
と
に
槪
括
す
る
︒
特

に
︑
古
代
日
本
に
お
い
て
�
鮮
V
島
・
大
陸
と
の
接
點
と
な
っ
て
い
た
北
九
州
一
帶
に
置
か
れ
た
一
大
X
︑
z
津
宮
家
︑
筑
紫
大
宰
に
Y
目
し
︑

そ
れ
ら
が
古
代
日
本
の
對
外
關
係
�
の
中
で
ど
の
よ
う
な
�
味
を
持
つ
の
か
を
?
求
す
る
︒

古
代
日
本
の
外
�
官
府
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
一
大
X
︑
z
津
宮
家
︑
筑
紫
大
宰
は
い
ず
れ
も
國
內
,
な
監
察
據
點
・
軍
事
據
點
と
し
て

の
役
割
が
S
で
あ
り
︑
外
�
機
能
は
附
隨
,
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
料
か
ら
?
い
︑
そ
れ
が
律
令
制
國
家
を
完
成
さ
せ
る
段
階
で
︑


違

ま
で
で
営
べ
た
﹁
中
華
﹂
�
識
の
發
露
と
し
て
︑
漢
に
お
け
る
樂
浪
郡
や
�
に
お
け
る
揚
州
と
同
樣
の
︑
邊
境
に
お
い
て
�
貢
を
Z
け
る
場
)

と
し
て
大
宰
府
を
置
く
こ
と
に
な
る
︑
と
結
論
す
る
︒

第
四
違
﹁
倭
の
五
王
の
自
稱
と
東
ア
ジ
ア
の
國
際
#
勢
﹂
は
︑


書
第
五
�
第
一
違
﹁
倭
の
五
王
に
よ
る
劉
宋
 
!
の
開
始
と
そ
の
[
焉
﹂

お
よ
び
︑
直


三
違
の
立
場
か
ら
︑﹃
宋
書
﹄
に
見
え
る
倭
の
五
王
に
つ
い
て
再
檢
討
す
る
︒
倭
の
五
王
に
よ
る
都
督
號
の
自
稱
を
宋
が
?
�
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す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
︑
北
魏
の
南
^
と
關
聯
附
け
て
理
解
で
き
る
︒
倭
王
に
よ
る
都
督
號
の
自
稱
は
︑
古
代
日
本
が
倭
王
瓉
以


に

�
っ
て
﹁
中
華
﹂
�
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
こ
の
よ
う
な
變
'
は
︑
鮮
卑
族
が
自
立
し
て
い
く
2
3
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
︑

中
原
王
�
の
_
體
'
が
も
た
ら
し
た
︑
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
共
.
の
動
向
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
︒

第
三
�
﹁
漢
�
閒
に
お
け
る
西
南
中
國
の
動
向
﹂
は
︑
漢
�
閒
の
四
川
︑
雲
南
の
非
漢
族
に
關
す
る
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
漢
代

に
西
南
中
國
に
存
在
し
た
滇
國
は
︑
倭
國
と
同
樣
の
形
式
を
持
つ
金
印
が
與
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
︑
と
も
に
册
封
體
制
の
邊

緣
と
し
て
の
共
.
點
を
持
つ
︒

第
一
違
﹁
漢
�
閒
に
お
け
る
雲
南
と
日
本
と
の
關
係
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑
古
代
日
本
と
古
代
雲
南
の
歷
�
,
發
展
2
3
を
比
�
す
る
︒
中
國

を
中
心
と
し
た
世
界
シ
ス
テ
ム
を
想
定
す
る
と
︑
日
本
と
雲
南
は
そ
の
外
緣
部
と
い
う
點
で
共
.
し
︑
ど
ち
ら
も
魏
晉
南
北
�
�
に
中
國
中
央

の
荏
�
力
の
減
衰
に
と
も
な
い
︑
V
ば
從
屬
し
V
ば
獨
立
し
た
立
場
を
取
っ
た
︒
西
南
中
國
で
は
隋
�
王
�
の
成
立
に
よ
り
︑
從
來
の
荏
�
者

層
は
衰
c
し
て
い
く
が
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
南
詔
︑
大
理
が
勢
力
を
擴
大
す
る
︒
�
鮮
V
島
の
怨
羅
や
︑
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
古
代
日
本
と

﹁
歷
�
,
d
行
性
﹂
が
�
め
ら
れ
︑
中
國
王
�
を
中
心
と
す
る
古
代
東
ア
ジ
ア
の
世
界
シ
ス
テ
ム
が
�
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
�
め
ら
れ
る
︒

第
二
違
﹁
民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
魏
晉
段
階
に
お
け
る
四
川
地
域
の
狀
況
に
つ
い
て
﹂︑
第
三
違
﹁
民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た

五
胡
十
六
國
南
北
�
�
段
階
に
お
け
る
四
川
地
域
の
狀
況
に
つ
い
て
﹂
お
よ
び
第
四
違
﹁
民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
北
�
後
�
段
階
に
お

け
る
四
川
地
域
の
狀
況
に
つ
い
て
﹂
は


書
第
四
�
第
三
違
﹁
蠻
の
問
題
を
中
心
と
し
て
み
た
六
�
�
段
階
に
お
け
る
各
地
域
の
狀
況
﹂
で
論

8
さ
れ
な
か
っ
た
四
川
地
域
の
蠻
の
實
態
に
つ
い
て
︑
魏
晉
か
ら
北
�
後
�
ま
で
を
.
じ
て
檢
討
し
た
一
聯
の
論
考
で
あ
る
︒
四
川
地
域
に
は

魏
晉
時
代
か
ら
ほ
ぼ
�
域
に
非
漢
族
が
存
在
し
て
い
た
が
︑
五
胡
十
六
國
時
代
初
�
に
獠
族
が
大
量
に
移
B
し
て
く
る
︒
獠
は
四
川
�
域
に
わ

た
っ
て
居
B
し
︑
そ
の
居
B
地
域
に
は
王
�
の
荏
�
が
8
ん
で
い
な
か
っ
た
︒
宋
・
南
齊
時
�
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
對
し
て
王
�
に
よ

る
面
,
荏
�
を
貫
園
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
强
く
な
い
が
︑
梁
代
に
入
る
と
王
�
に
よ
る
荏
�
領
域
の
擴
大
が
み
ら
れ
︑
こ
の
傾
向
は
西
魏
が
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四
川
を
占
領
し
た
後
も
繼
續
し
て
e
展
し
て
い
る
︒
瓜
一
王
�
で
あ
る
隋
�
の
荏
�
下
で
は
︑
さ
ら
に
獠
の
﹁
中
國
'
﹂
が
e
め
ら
れ
た
が
︑

�
代
に
は
そ
れ
に
反
撥
す
る
獠
の
f
亂
も
頻
發
す
る
︒
こ
れ
ら
の
f
亂
が
あ
っ
た
も
の
の
︑
大
勢
と
し
て
は
五
胡
十
六
國
か
ら
隋
�
へ
時
代
が

影
る
に
從
い
︑
一
貫
し
て
王
�
に
よ
る
荏
�
が
强
'
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
確
�
で
き
る
と
す
る
︒

第
四
�
﹁
漢
�
閒
の
民
族
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
東
ア
ジ
ア
﹂
は
︑
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
さ
ら
に
時
閒
,
︑
空
閒
,
に
擴
大
し
︑
漢
か
ら
元
ま

で
の
東
ア
ジ
ア


(
代
王
�
の
特
質
に
つ
い
て
9
ら
か
に
し
て
い
く
︒

第
一
違
﹁
民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
魏
晉
南
北
�
隋
�
時
代
�
硏
究
の
動
向
﹂
は
︑
こ
の
�
の
議
論
の


提
と
な
る
︑
硏
究
�
の
整
理

で
あ
る
︒
朴
漢
濟
の
﹁
僑
民
體
制
﹂
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
現
在
の
魏
晉
南
北
�
隋
�
時
代
の
民
族
硏
究
の
動
向
を
整
理
し
︑
著
者
の
立
場

を
示
す
︒
北
�
で
は
胡
族
と
漢
族
の
�
'
が
融
合
し
︑
第
三
の
怨
�
'
が
生
ま
れ
た
と
す
る
朴
漢
濟
の
論
を
�
價
し
つ
つ
︑
そ
の
論
を
肯
定
す

る
側
も
︑
批
g
す
る
側
も
︑﹁
胡
﹂
と
﹁
漢
﹂
の
線
引
き
を
自
9
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
g
す
る
︒

@
い
で
︑
漢
か
ら
�
宋
ま
で
の
福
円
︑
巴
郡
の
硏
究
を
引
き
︑
長
い
時
閒
を
か
け
て
漢
族
と
非
漢
族
が
相
互
に
融
合
し
て
い
く
i
を
示
す
︒

そ
の
結
果
と
し
て
︑
當
初
の
漢
族
と
も
非
漢
族
と
も
怨
た
な
る
﹁
漢
族
﹂
が
生
ま
れ
て
く
る
と
す
る
︒

著
者
は
從
來
の
漢
族
と
非
漢
族
を
二
分
す
る
考
え
方
に
對
し
て
︑
)
謂
漢
族
が
出
現
す
る
2
3
に
Y
目
し
て
い
る
と
営
べ
︑
各
時
代
の
民
族

問
題
を
論
じ
る
際
に
は
︑
そ
の
﹁
段
階
﹂
に
お
け
る
問
題
と
し
て
論
じ
︑
固
定
,
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
︒

續
く
第
二
違
﹁
遼
金
に
お
け
る
正
瓜
觀
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
北
魏
の
場
合
と
の
比
�

︱
︱
﹂
で
は
︑
本
書
第
一
�
第
三
違
の
議
論
か
ら
出
發

し
︑
北
魏
と
︑
契
丹
族
の
円
國
し
た
遼
︑
女
眞
族
の
円
國
し
た
金
の
﹁
中
華
﹂
�
識
を
比
�
す
る
︒
遼
初
�
の
�
料
か
ら
は
︑
契
丹
族
が
自
ら

を
中
華
の
正
瓜
と
す
る
よ
う
な
�
識
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
j
宗
�
以
影
か
ら
�
識
の
變
'
が
見
え
始
め
る
︒
k
宗
�
の
記
錄
で
は
k
宗
が
中
華

�
9
の
保
持
を
華
夷
の
別
の
基
準
と
し
︑
自
ら
を
﹁
�
9
'
﹂
し
て
い
る
と
見
な
し
た
こ
と
を
傳
え
て
お
り
︑
遼
末
に
は
中
華
�
識
に
基
づ
き

自
ら
を
﹁
正
瓜
﹂
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
︒
金
で
は
五
德
[
始
說
に
基
づ
く
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
︑
�
[
,
に
國
號
に
合
わ
せ
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た
金
德
か
ら
︑


�
の
德
n
を
繼
承
す
る
と
い
う
理
由
で
土
德
に
變
o
さ
れ
る
︒

華
夷
の
別
と
中
華
�
9
の
理
解
や
︑
王
�
の
德
n
に
關
す
る
議
論
か
ら
み
え
る
遼
・
金
の
﹁
中
華
﹂
�
識
の
變
�
は
︑
北
魏
と
p
似
し
て
お

り
︑
こ
れ
は
單
な
る
偶
然
で
は
な
く
︑﹁
中
世
,
﹂
な
非
漢
民
族
王
�
に
共
.
す
る
特
q
で
あ
り
︑
禪
讓
と
五
德
[
始
說
を
排
除
し
た
宋
と
は

大
き
く
衣
な
っ
て
い
る
と
す
る
︒

第
三
違
﹁
崔
致
%
と
阿
倍
仲
&
呂

︱
︱
古
代
�
鮮
・
日
本
に
お
け
る
﹁
中
國
'
﹂
と
の
關
聯
か
ら
見
た
︱
︱
﹂
で
は
︑
�
に
仕
え
た
崔
致

%
と
阿
倍
仲
&
呂
を
.
じ
て
︑
�
鮮
と
日
本
を
比
�
す
る
︒
�
鮮
の
﹁
天
下
﹂
は
中
國
︑
�
鮮
を
r
含
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
日
本
の
そ
れ
は

日
本
一
國
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
が
︑
崔
致
%
が
怨
羅
王
を
�
�
皇
�
の
下
に
位
置
附
け
る
原
因
と
な
っ
た
︒
一
方
で
︑

兩
者
は
非
漢
民
族
官
僚
と
し
て
︑﹁
夷
狄
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覺
し
て
お
り
︑
同
時
に
︑
怨
羅
人
︑
日
本
人
と
し
て
强
い
自
己
�

識
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
點
で
共
.
し
て
い
た
︒

崔
致
%
と
阿
倍
仲
&
呂
は
と
も
に
科
擧
を
經
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
賓
貢
科
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
非
漢
民
族
に
對
す
る
恩
典
,
な
も
の

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
阿
倍
仲
&
呂
が
�
の
官
僚
と
な
る
こ
と
に
對
し
て
︑
當
時
の
日
本
の
�
廷
は
︑
中
國
と
日
本
を
と
も
に
中
華
と
す

る
立
場
が
取
ら
れ
て
お
り
︑
t
容
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

し
か
し
︑
後
世
の
�
價
は
衣
な
っ
て
い
る
︒
崔
致
%
が
�
鮮
を
代
表
す
る
詩
人
と
し
て
現
代
に
い
た
る
ま
で
長
ら
く
高
い
�
價
を
與
え
ら
れ

て
き
た
こ
と
に
比
し
て
︑
(
世
以
影
︑
阿
倍
仲
&
呂
は
祖
國
を
u
て
た
人
物
と
し
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
觀
點
か
ら
批
g
が
加
え
ら
れ
て
い

る
︒
こ
の
差
は
︑
�
鮮
が
中
國
の
册
封
國
で
あ
り
︑
日
本
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
︑
科
擧
制
度
が
實
質
,
に
w
入
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

な
ど
︑
國
の
體
制
や
歷
�
の
相
R
に
根
差
し
た
面
が
あ
る
と
す
る
︒

第
四
違
﹁
中
國


(
代
に
お
け
る
)
謂
中
華
�
國
の
�
*
に
つ
い
て
の
覺
書

︱
︱
北
魏
と
元
・
遼
︑
お
よ
び
漢
と
の
比
�

︱
︱
﹂
は
本
書

の
總
括
,
部
分
で
あ
り
︑
冒
頭
に
取
り
上
げ
た
北
魏
の
內
�
に
立
ち
x
り
︑
そ
の
問
題
を
そ
れ
以
影
に
展
開
し
た
東
ア
ジ
ア
の
諸
王
�
に
つ
い

て
の
論
考
と
の
關
聯
の
中
に
位
置
附
け
る
︒
北
魏
の
內
�
と


漢
︑
遼
と
の
比
�
を
行
う
こ
と
で
︑
民
族
の
枠
を
超
え
て


(
代
に
お
け
る
)
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謂
中
華
王
�
の
本
質
を
問
う
︒

遼
・


漢
は
と
も
に
︑
皇
�
の
側
(
の
侍
衞
官
に
由
來
す
る
﹁
ネ
ケ
ル
﹂・﹁
郞
官
﹂
と
呼
ば
れ
る
側
(
集
團
を
y
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
北
魏

の
內
�
官
と
そ
の
I
源
︑
機
能
に
お
い
て
非
常
に
類
似
し
て
い
る
︒
民
族
︑
時
代
を
衣
に
す
る
こ
れ
ら
の
王
�
で
同
樣
の
官
が
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
︑
こ
れ
ら
の
官
が
家
父
長
,
權
力
の
も
と
に
家
產
制
國
家
が
円
設
さ
れ
て
い
く
2
3
に
お
い
て
︑
必
然
,
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
︒本

書
で
-
わ
れ
て
い
る
地
域
は
︑
歷
代
中
國
王
�
の
興
{
が
繰
り
x
さ
れ
た
中
原
地
域
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
・
�
鮮
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
諸
國
︑

中
國
西
南
邊
境
ま
で
含
ん
で
い
る
︒
ま
た
︑
時
代
,
に
も
漢
代
の
郞
官
の
問
題
か
ら
︑
元
・
淸
ま
で
の
長
�
閒
に
8
ん
で
い
る
︒
か
か
る
廣
大

な
議
論
領
域
で
あ
る
が
︑


書
で
展
開
さ
れ
た
議
論
を


提
と
し
て
讀
み
直
せ
ば
︑
そ
こ
に
は
首
尾
一
貫
し
た
著
者
の
問
題
�
識
が
存
在
し
て

い
る
︒

著
者
は
本
書
の
﹁
序
言
﹂
で
︑


書
で
は
﹁
後
に
世
界
�
大
の
民
族
に
成
長
す
る
漢
民
族
と
い
う
民
族
が
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
︑
そ
れ
に
對
し
︑
古
代
日
本
は
ど
の
よ
う
に
成
長
︑
對
峙
し
て
き
た
の
か
﹂
(四
頁
)
と
い
う
問
題
を
9
ら
か
に
す
る
こ
と
が
究

極
,
な
目
,
で
あ
っ
た
と
営
べ
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
本
書
で
は
︑﹁
東
ア
ジ
ア


(
代
に
お
け
る
﹁
中
華
﹂
と
﹁
周
邊
﹂
の
關
係
如
何
の
問
題
﹂

(五
頁
)
へ
と
よ
り
�
體
,
︑
	
|
,
な
問
い
へ
と
深
'
さ
せ
て
い
る
︒



書
に
お
い
て
︑
北
魏
を
円
國
し
た
鮮
卑
族
拓
跋
部
︑
あ
る
い
は
南
�
の
領
域
內
に
廣
く
存
在
し
た
﹁
蠻
﹂
が
︑
い
か
に
し
て
そ
れ
ま
で
中

原
に
い
た
)
謂
﹁
漢
民
族
﹂
と
融
合
を
果
た
し
︑
そ
れ
以
影
の
﹁
漢
民
族
﹂
と
な
っ
て
い
っ
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
著
者
は
一
貫
し
て
︑

漢
代
ま
で
の
﹁
漢
民
族
﹂
と
︑
胡
漢
融
合
︑
あ
る
い
は
蠻
と
の
共
存
を
經
て
成
立
し
た
�
代
以
影
の
﹁
漢
民
族
﹂
が
︑
同
じ
呼
稱
で
あ
る
と
し

て
も
同
質
の
も
の
で
は
な
い
と
說
9
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
中
國
�
�
體
か
ら
見
れ
ば
︑
中
華
と
周
邊
の
關
係
の
一
つ
で
あ
り
︑
時
代
・
地
域
が
衣
な
れ
ば
︑
ま
っ
た
く
別
の
形
で
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中
華
と
周
邊
の
關
わ
り
方
が
見
い
だ
せ
る
︒
旣
に


書
の
﹁
お
わ
り
に
﹂
で
は
︑
日
本
や
�
鮮
V
島
に
つ
い
て
﹁
�
物
や
人
閒
の
移
動
が
華
北

か
ら
具
體
,
に
ど
の
樣
に
8
ん
で
い
た
か
と
い
っ
た
問
題
﹂
を
取
り
上
げ
つ
つ
も
︑
閏
分
に
は
展
開
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る

(

書
六
一
三
頁
)
が
︑
本
書
で
著
者
が
企
圖
し
た
こ
と
は
︑
こ
の
問
題
を
よ
り
	
|
,
に
擴
大
し
︑
地
域
,
に
は
東
ア
ジ
ア
�
域
︑
時
閒
,
に

は


(
代
�
て
に
}
衍
し
う
る
論
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

右
で
営
べ
た
よ
う
な
目
,
や
�
義
の
~
當
性
は
︑
東
ア
ジ
ア


(
代
の
歷
�
硏
究
者
に
と
っ
て
︑
無
條
件
で
肯
首
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
ら
の
議
論
の
ス
ケ
ー
ル
は
(
年
の
硏
究
書
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
廣
さ
・
深
さ
を
持
つ
と
い
え
る
が
︑
そ
の
議
論
範
圍
の
廣
さ
ゆ
え
に
︑

�
者
に
は
も
う
少
し
補
足
,
な
說
9
を
求
め
た
い
箇
)
も
あ
っ
た
︒

第
一
點
と
し
て
︑
日
本
や
�
鮮
と
中
國
と
の
關
係
を
規
定
し
た
東
ア
ジ
ア
の
册
封
體
制
か
ら
生
ま
れ
た
天
下
觀
や
自
立
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
︑

北
魏
や
そ
の
後
の
﹁
征
�
王
�
﹂
に
も
�
應
し
う
る
の
か
︑
と
い
う
疑
問
を
感
じ
た
︒
例
え
ば
第
二
�
第
一
違
で
は
︑
五
胡
・
北
�
・
隋
�
・

古
代
日
本
を
い
ず
れ
も
册
封
關
係
を
S
體
と
す
る
魏
晉
南
�
,
シ
ス
テ
ム
の
中
か
ら
成
長
し
た
と
す
る
︒
ま
た
︑
第
三
�
第
一
違
で
は
雲
南
と

日
本
︑
�
鮮
V
島
が
中
華
�
國
を
中
心
と
し
て
見
た
場
合
に
︑
共
.
す
る
地
政
學
,
特
q
を
持
つ
と
す
る
︒
中
國
の
東
方
︑
南
方
と
の
關
係
は
︑

西
嶋
定
生
の
い
う
﹁
東
ア
ジ
ア
世
界
﹂
と
し
て
︑
册
封
關
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
秩
序
を
持
っ
て
い
た(3

)
︒

著
者
の
論
じ
る
.
り
︑
巨
視
,
に
見
て
︑
倭
國
や
北
魏
な
ど
の
國
々
は
︑
中
國
の
影
>
下
か
ら
一
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
經
て
自
立
す
る
に
至
っ

た
︑
と
い
う
點
で
共
.
し
て
い
る
︒
第
二
�
第
四
違
で
は
﹃
晉
書
﹄
卷
一
〇
八
慕
容
廆
載
記
を
引
き
︑
慕
容
鮮
卑
の
自
立
の
2
3
と
倭
國
の
そ

れ
と
の
共
.
性
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
同
載
記
の
引
用
で
︑


燕
の
皇
�
に
卽
位
し
た
慕
容
儁
が
東
晉
の
!
者
に
言
っ
た
言
葉
と
し
て

﹁
爲
中
國
)
推
︑
已
爲
�
矣
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
中
原
の
漢
族
の
荏
持
を
背
景
と
し
た
發
言
で
あ
る
︒
五
胡
諸
王
�
︑
遼
・
金
・

元
・
淸
は
中
原
へ
勢
力
を
擴
張
し
た
結
果
︑
皇
�
を
名
乘
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
ら
と
︑
倭
國
の
よ
う
に
獨
自
の
勢
力
圈
を
確
立
し
た
上
で
︑

そ
の
範
圍
を
天
下
と
定
義
し
︑
そ
の
中
で
自
立
し
た
王
�
と
は
︑
中
華
と
邊
境
を
比
�
す
る
と
い
う
本
書
の
趣
旨
か
ら
み
る
と
︑
2
3
が
衣

な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
︒
五
胡
の
諸
王
�
や
︑
後
の
遼
・
金
・
元
・
淸
の
よ
う
に
中
國
の
內
部
に
領
土
を
持
っ
た
王
�
が
い
ず
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れ
も
皇
�
を
名
乘
っ
て
い
る
の
に
對
し
て
︑
倭
・
匈
奴
・
突
厥
は
天
皇
・
單
于
・
可
汗
と
い
う
獨
自
の
稱
號
を
持
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
中
華

の
影
>
を
Z
け
︑
や
が
て
獨
自
の
天
下
を
持
つ
に
至
っ
た
邊
境
の
國
々
が
︑
皇
�
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
中
國
王
�
の
天
下
と
は
R
う
も
の
で

あ
る
と
い
う
自
己
S
張
で
あ
り
︑
本
書
で
-
う
中
華
と
邊
境
の
問
題
を
考
え
る
上
で
︑
決
し
て
小
さ
い
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る(4

)
︒

中
原
ま
で
勢
力
範
圍
を
廣
げ
ず
︑
一
貫
し
て
中
華
世
界
の
邊
緣
に
あ
り
な
が
ら
︑
獨
自
の
天
下
を
持
つ
に
至
っ
た
事
例
と
し
て
漢
と
匈
奴
あ

る
い
は
︑
�
と
突
厥
と
の
關
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
附
け
る
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
れ
ば
︑
本
書
の
論
點
が
よ
り
9
確
に
な
っ
た
よ
う
に
思

え
る
︒

も
う
一
點
は
︑
時
代
區
分
,
な
記
営
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
漢
か
ら
元
・
淸
ま
で


(
代
を
.
じ
て
記
営
す
る
た
め
に
は
︑
ど
う
し
て
も
古

代
・
中
世
・
(
世
と
い
っ
た
時
代
區
分
に
觸
れ
ざ
る
を
得
な
い
︒
例
え
ば
︑
第
一
�
第
五
違
で
は
﹁
元
や
淸
に
北
魏
の
そ
れ
と
相
似
た
組
織
が

生
じ
た
理
由
は
︑
皇
�
を
中
心
と
し
て
高
度
に
發
E
し
た
中
國
王
�
の
中
樞
に
︑
い
わ
ば
古
代
,
と
も
い
う
べ
き
族
制
,
原
理
に
基
づ
く
集
團

(モ
ン
ゴ
ル
︑
滿
州
︑
鮮
卑
)
が
座
を
占
め
た
が
た
め
﹂
(一
二
八
頁
)
と
あ
り
︑
ま
た
︑
第
四
�
第
二
違
で
は
金
と
宋
の
德
n
の
變
o
を
比
�
し
︑

金
が
﹁
中
國
の
政
治
思
想
の
影
>
を
Z
け
な
が
ら
も
︑
(
世
,
な
そ
れ
で
は
な
く
﹁
中
世
,
﹂
な
そ
れ
の
影
>
下
に
あ
っ
た
﹂
(四
一
八
頁
)
と

す
る
︒
こ
れ
ら
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
古
代
・
中
世
・
(
世
は
單
な
る
年
代
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑﹁
古
代
,
と
も
い
う
べ
き
集
團
﹂

﹁﹁
中
世
,
﹂
な
政
治
思
想
﹂
と
い
う
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
は
9
ら
か
で
あ
り
︑
集
團
の
在
り
方
や
政
治
思
想
の
持
つ
特
q
と
し
て
︑
古
代

,
︑
中
世
,
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

こ
の
問
題
は
︑
今
ま
で
も
數
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
著
者
も
愼
重
に
斷
定
,
な
記
営
を
�
け
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
書
で
は
時

代
區
分
に
つ
い
て
9
確
な
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
以
下
の
よ
う
な
記
営
か
ら
︑
著
者
が
東
ア
ジ
ア
の
國
家
が
經
る

べ
き
一
定
の
發
展
段
階
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
︒
第
三
�
第
一
違
で
は
漢
か
ら
�
に
か
け
て
の
西
南
中
國
に
つ
い
て
﹁
古
代
�

鮮
・
日
本
と
同
樣
の
動
き
は
あ
っ
た
が
︑
い
ま
だ
自
立
の
段
階
に
ま
で
E
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂
(二
六
六
頁
)
と
あ
り
︑
ま
た
第
四
違
第
四

�
で
は
﹁
家
父
長
,
權
力
の
も
と
に
家
產
制
,
國
家
が
円
設
さ
れ
て
い
く
2
3
﹂
(四
八
二
頁
)
が
	
|
,
な
視
座
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
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ら
の
記
営
か
ら
は
︑
東
ア
ジ
ア
諸
國
家
に
は
共
.
す
る
發
展
2
3
が
存
在
し
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
發
展
段
階
は
地
域
や
分
野

(政
治
體
制
︑

政
治
思
想
な
ど
)
ご
と
に
差
が
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
も
し
︑
こ
の
理
解
で
よ
い
の
で
あ
れ
ば
︑
か
つ
て


田
直
典
が
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
發
展
が
地
域
ご
と
に
衣
な
っ
て
お
り
︑
時
代
が
影
る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
差
が
小
さ
く
な
る
と
指
摘
し
て
い
る(5

)
點
と
︑
ど
の
よ
う
に
關

聯
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

時
代
區
分
の
問
題
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
硏
究
者
の
歷
�
觀
に
直
結
し
て
お
り
︑﹁
正
し
い
時
代
區
分
﹂
を
規
定
す
る
こ
と
は
お
お
よ
そ
不
可
能

で
あ
る
︒
た
だ
︑
著
者
が
﹁
古
代
,
﹂﹁
中
世
,
﹂
と
い
う
語
で
示
そ
う
と
し
た
內
容
を
詳
し
く
知
る
こ
と
で
︑
本
書
の
�
義
を
よ
り
深
く
理

解
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

か
つ
て
﹁
時
代
區
分
論
爭
﹂
と
呼
ば
れ
た
議
論
が
︑
9
確
な
結
論
を
持
た
ぬ
ま
ま
下
火
に
な
っ
て
久
し
い
︒﹁
發
展
段
階
﹂﹁
時
代
區
分
﹂
と

い
っ
た
用
語
が
問
題
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
背
景
に
︑
硏
究
の
個
別
細
分
'
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
︒
北
�
の
︑
あ
る
い

は
北
魏
一
代
の
歷
�
に
つ
い
て
個
別
具
體
,
に
論
じ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
が
﹁
古
代
﹂
か
﹁
中
世
﹂
か
と
い
う
差
で
︑
行
論
上
の
問
題
が

生
じ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う

(も
ち
ろ
ん
︑
個
々
の
歷
�
家
と
し
て
立
場
を
9
確
に
す
べ
き
︑
と
い
う
批
g
は
Z
け
る
だ
ろ
う
が
)
︒
大
き
な
議
論
に
踏
み

入
る


に
︑
個
々
の
分
野
を
掘
り
下
げ
る
硏
究
も
必
J
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
書
を


に
す
る
と
︑
�
者
も
含
め
て
︑
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
議

論
を
す
る
こ
と
に
8
び
腰
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
と
反
省
さ
せ
ら
れ
る
︒

本
書
は
︑
時
代
・
地
域
を
限
定
し
て
具
體
,
事
例
を
掘
り
下
げ
る
論
考
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
そ
れ
ら
の
上
で
歷
�
モ
デ
ル
を
�
築
す
る
論
考
に

ま
で
e
ん
で
い
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
東
ア
ジ
ア
の


(
代
と
は
何
か
︑
と
い
う
	
|
,
な
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
古

代
,
﹂﹁
中
世
,
﹂
の
指
す
具
體
,
內
容
が
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
︒
(
年
の
硏
究
書
で
︑
こ
こ
ま
で
廣
鋭
か
つ
	
|
,
な
議
論
を
行
っ

て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
ろ
う
︒

本
書
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑
著
者
は
@
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒﹁
中
國
に
お
け
る
民
族
問
題
は
現
狀
に
お
い
て
は
結
局
︑
人
權
の
問
題
と

し
て
︑
あ
る
い
は
歷
�
の
總
體
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
存
在
す
る
と
深
く
�
識
さ
れ
る
段
階
に
ま
で
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
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え
な
い
﹂︒
こ
こ
に
︑﹁
歷
�
の
總
體
﹂
を
-
お
う
と
し
た
本
書
の
現
代
,
�
義
に
つ
い
て
︑
著
者
の
�
圖
が
詰
め
P
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

�(1
)



書
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
窪
添
慶
�

(﹃
東
方
﹄
二
二
一
︑
一
九

九
九
)︑
石
見
淸
裕

(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
五
八−

四
︑
二
〇
〇
〇
)︑

三
崎
良
違

(﹃
�
代
�
硏
究
﹄
三
︑
二
〇
〇
〇
)
に
よ
る
書
�
が
あ

る
︒

(2
)

伊

一
彥

(﹃
中
國
硏
究
�
報
﹄
六
九−

八
︑
二
〇
一
五
)

(3
)

西
嶋
定
生
﹃
中
國
古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄
(東
京
大
學
出

版
會
︑
一
九
八
三
)

(4
)

一
部
の
五
胡
諸
國
家
で
は
﹁
天
王
﹂
と
い
う
そ
れ
ま
で
!
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
稱
號
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
王
位
と
皇
�
位
の
閒
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る

(谷
川
k
雄
﹃
隋
�
�
國
形
成
�

論
﹄
(筑
�
書
�
︑
一
九
七
一
)
第
三
�
第
三
違
﹁
五
胡
十
六
國
・

北
周
に
お
け
る
天
王
の
稱
號
﹂)︒
こ
の
場
合
に
も
︑
五
胡
諸
國
家
が

﹃
周
禮
﹄
に
基
づ
く
天
王
號
を
用
い
な
が
ら
︑
な
ぜ
�
[
,
に
﹃
周

禮
﹄
な
ど
に
典
故
の
な
い
﹁
皇
�
﹂
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
︑
と
い
う
問
題
は
自
9
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

(5
)



田
直
典
﹁
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
古
代
の
[
末
﹂
(﹃
歷
�
﹄
一−

四
︑
一
九
四
八
)︒
な
お
著
者
と


田
と
い
う
︑
と
も
に
北
�
︑
元

と
い
う
非
漢
民
族
王
�
を
S
と
す
る
硏
究
者
か
ら
︑
相
似
た
時
代
區

分
に
關
す
る
議
論
が
別
個
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
︑
中
國
�
に
お
け

る
非
漢
族
王
�
の
硏
究
の
持
つ
�
義
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
︒

附
記
：
本
書
�
脫
稿
後
︑﹃
�
代
�
硏
究
﹄
一
九
號
に
︑
d
田
陽
一
郞
氏

に
よ
る
書
�
が
揭
載
さ
れ
た
︒
�
せ
て
參
考
に
さ
れ
た
い
︒

二
〇
一
五
年
三
�

東
京

	
古
書
院

二
二
糎

八+

五
一
二+

五
頁

一
二
〇
〇
〇
圓+

稅
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