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【
要
約
】
　
国
愛
が
ミ
シ
バ
セ
に
粛
慎
の
文
学
を
当
て
る
の
は
中
国
の
世
界
知
識
に
よ
る
北
辺
の
異
民
族
へ
の
解
釈
を
示
す
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
六
世
紀
…

末
以
降
の
高
麗
と
の
通
交
に
導
か
れ
た
日
本
の
北
辺
と
大
鑑
東
北
翻
と
の
近
接
と
い
う
地
理
的
観
念
に
負
う
も
の
だ
ろ
う
。
阿
倍
比
羅
夫
の
北
笹
は
、
従
来
い
｝

わ
れ
た
よ
う
な
、
・
・
シ
バ
セ
と
蝦
夷
と
の
指
紙
へ
の
単
な
る
介
入
で
は
な
く
、
こ
の
地
方
の
地
理
的
関
係
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
藻
検
の
縫
格
を
強
く
帯
び
｝

て
お
り
、
そ
の
薗
接
の
目
的
は
嶺
時
の
国
家
的
要
請
で
あ
っ
た
海
外
ル
ー
ト
の
発
見
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
曝
本
の
北
辺
と
大
陸
と
の
掌
理
一

芸
関
係
は
一
九
世
紀
の
は
じ
め
ま
で
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
地
理
学
塑
的
課
題
で
あ
る
が
、
比
羅
夫
は
こ
の
二
つ
の
地
方
に
住
む
民
族
の
一
致
と
い
う
形
で
こ
れ
…

に
答
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

阿倍比羅夫北征考（室賀）

　
わ
が
国
に
お
け
る
地
理
的
知
識
の
発
展
の
う
え
に
、
北
辺
の
地
域

の
探
究
が
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
、
私
は
嘗
て
論
じ
た

　
　
　
　
　
①

こ
と
が
あ
る
。
近
代
に
至
る
ま
で
、
こ
の
地
方
は
日
本
入
に
と
っ
て

ば
か
り
ぞ
な
く
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
探
検
航
海
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、

深
い
乳
色
の
霧
に
と
ざ
さ
れ
た
テ
ラ
・
イ
ン
コ
グ
ニ
タ
と
し
て
と
ど

ま
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
そ
の
発
見
の
歴
史
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
地

理
像
の
形
成
と
、
そ
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
定
位
の
過
程
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
問
題
の
源
流
を
た
ず
ね
る
時
、
私
に
は
そ
れ

が
七
世
紀
に
お
け
る
阿
倍
比
羅
夫
の
遠
征
に
ま
で
遡
り
得
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
史
上
に
名
高
い
こ
の
壮
…
挙
に
つ
い
て
、
書
紀
は
附
倍
臣
の
率
い
る

舟
師
が
、
手
明
墨
染
の
四
年
目
五
年
（
六
五
八
、
六
蕉
九
）
鰐
…
田
、
樋

代
、
津
軽
方
面
に
進
塾
し
て
渡
嶋
の
蝦
夷
を
掘
撫
し
、
翌
六
年
粛
慎

の
国
［
を
討
っ
て
弊
寄
身
の
島
に
戦
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
記
事
に
は
疑
問
の
点
が
多
く
。
古
く
か
ら
堕
家
の
閥
に
議
論
の
あ

る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
と
に
最
近
に
至
っ
て
田
名
網
宏
、
村
尾
次
郎
、
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坂
本
太
郎
の
諸
氏
に
よ
る
精
詳
な
論
考
が
椙
次
い
で
発
表
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
解
明
へ
の
試
み
は
ふ
た
た
び
活
濃
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
私
も

ま
た
こ
こ
で
、
従
来
多
く
顧
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
理
学
皮
的

な
視
野
の
な
か
に
、
も
う
一
度
こ
の
問
題
を
と
ら
え
て
み
よ
う
と
思

う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
或
は
こ
れ
ら
の
先
学
の
業
績
に
、
な
お
こ
三
の

見
解
を
補
う
こ
乏
が
で
き
る
か
屯
知
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

一

　
阿
倍
比
羅
夫
北
征
の
物
語
は
、
粛
慎
と
い
う
謎
め
い
た
民
族
の
母

上
に
よ
っ
て
、
蝦
夷
と
の
交
渉
皮
の
な
か
で
も
特
に
ユ
ニ
ー
ク
な
色

彩
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
異
様
な
民
族
は
欽
明
朝
に
佐
渡
へ
の

奇
怪
な
漂
着
者
と
し
て
現
わ
れ
た
の
を
除
い
て
は
、
斉
明
紀
に
お
い

て
唐
突
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
後
わ
ず
か
な
残
像

を
と
ど
め
た
ば
か
り
ぞ
、
永
久
に
国
輿
の
上
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
実
相
を
と
ら
え
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
諸

家
の
考
説
も
お
の
ず
か
ら
多
岐
に
亘
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
も
と
も
と
粛
慎
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
申
国
の
古
典
に
極
暑
の
地

に
住
む
と
さ
れ
た
伝
説
的
な
民
族
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
国
の
こ
ろ
か

ら
今
の
満
州
の
寧
古
塔
付
近
を
申
心
と
す
る
抱
楼
に
付
会
さ
れ
、
魏

志
諸
芸
伝
は
こ
れ
を
「
古
之
粛
慎
醜
語
国
争
」
と
い
う
に
至
っ
た
。

そ
れ
以
来
粛
慎
は
泣
笑
に
抱
楼
、
女
真
、
靱
鞠
な
ど
の
名
を
以
て
呼

ば
れ
る
満
州
方
面
の
ツ
ン
グ
ー
ス
系
民
族
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で

　
③

あ
る
。

　
一
方
、
国
皮
に
見
え
る
粛
慎
は
ミ
シ
バ
セ
文
は
ア
シ
バ
セ
と
調
ま

れ
る
。
こ
こ
で
は
通
説
に
よ
っ
て
ミ
シ
バ
セ
に
従
っ
て
お
く
が
、
今

私
に
は
そ
の
語
義
を
明
ら
め
得
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
粛
慎
の
音
を
写

し
た
も
の
で
な
い
以
上
、
少
く
と
も
言
葉
の
上
だ
け
で
は
大
陸
の
粛

慎
と
関
係
が
な
く
、
む
し
ろ
北
方
の
異
族
に
対
す
る
蝦
夷
の
呼
称
を

そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
国
史
の
上

で
、
そ
の
ミ
シ
バ
セ
に
難
儀
の
文
字
が
当
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

当
時
の
大
和
の
人
々
が
、
閨
事
の
北
辺
ぞ
接
触
し
た
こ
の
異
民
族
を
、

中
国
か
ら
学
ん
だ
世
界
知
識
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
こ
と
を
意
味
す
る

だ
ろ
う
。
私
は
国
砂
上
の
粛
慎
を
理
解
す
る
う
え
に
、
こ
れ
は
重
要

な
点
だ
と
思
う
。
北
辺
の
微
々
た
る
夷
獣
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
。
ア

ッ
プ
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
そ
れ
が
大
陸
の
古
典
的
な
民
族
に

鼠
9
廷
ぐ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
ぞ
国
皮
に
現
わ
れ
る
現
笑
の
民
族
と
し
て
の
ミ
シ
バ
セ
と
、

そ
の
解
釈
と
し
て
の
粛
慎
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
も
私
意
ぶ
か
く
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阿倍比羅央北征考（室賀）

区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
行
わ
れ

た
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
、
に
対
す
る
も
っ
と
も
素
朴
な
答
は
、
書
紀
の
記
す
と
こ
ろ
を

そ
の
ま
ま
に
、
こ
の
両
者
を
同
一
視
す
る
か
、
少
く
と
も
極
め
て
近

縁
関
係
に
あ
る
民
族
と
見
諒
す
こ
と
で
あ
る
。
ミ
シ
バ
セ
の
音
が
砂

払
の
転
糺
ぞ
あ
る
と
し
た
那
珂
通
世
博
士
や
、
古
く
樺
太
、
北
海
道

方
面
に
ま
ぞ
来
往
し
た
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
属
族
を
考
え
た
村
岡
良
弼
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

吉
田
東
伍
、
白
鳥
庫
吉
な
ど
の
諸
氏
が
そ
れ
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
説

ぞ
は
渡
嶋
は
北
海
道
に
、
弊
発
言
の
島
は
樺
太
に
比
定
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
書
紀
の
編
者
の
解
釈
と
歴
史
事
実
と
を
混
同
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
今
日
の
地
理
的
知
識
に
よ
っ
て
古
代
を
類
推
し
た
と
い

う
二
重
の
誤
を
お
か
し
て
い
る
。

　
だ
が
斉
明
紀
の
記
事
に
対
す
る
疑
問
は
、
や
が
て
丸
山
二
郎
氏
に

　
　
　
　
　
　
⑤

よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
さ
ら
に
津
田
左
警
急
博
士
が
そ
の
モ
ユ
ユ
メ
ン

タ
ル
な
業
績
の
な
か
で
書
紀
の
本
文
に
徹
底
し
た
合
理
主
義
的
批
判

を
加
え
る
に
至
っ
て
、
比
羅
夫
北
征
の
事
跡
は
薪
た
な
再
構
成
を
受

　
　
　
　
　
　
　
④

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
博
士
は
そ
の
な
か
で
思
置
を
鵬
…
田
、
淳
代
、

津
軽
の
地
方
を
含
む
総
称
で
あ
っ
て
、
し
か
も
時
代
と
と
屯
に
変
化

す
る
概
念
ぞ
あ
る
と
し
、
ま
た
海
楼
は
、
最
後
ま
で
服
属
し
な
か
っ

た
本
州
の
最
北
端
に
住
む
蝦
夷
の
諸
部
落
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
中

国
風
の
雅
名
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
た
し
か
に
渡
嶋
を
、
そ
の
先
入
観

と
な
っ
て
い
た
北
海
道
か
ら
、
ま
た
粛
慎
を
満
州
ツ
ン
グ
ー
ス
か
ら

解
放
し
た
の
は
搏
士
の
独
創
的
な
見
識
ぞ
あ
っ
た
。
だ
が
渡
嶋
に
つ

い
て
は
諸
家
は
大
体
に
お
い
て
博
士
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
が
、

粛
慎
に
関
し
て
は
異
論
が
多
い
。
書
紀
に
よ
る
と
渡
嶋
の
蝦
夷
は
ミ

シ
バ
セ
を
自
己
と
異
な
る
種
族
だ
と
見
て
い
る
し
、
書
紀
の
編
考
自

身
も
一
貫
し
て
こ
の
両
者
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
態
度
を
と
っ
て

い
る
か
ら
、
粛
慎
の
・
文
字
が
単
な
る
・
文
飾
か
ら
繊
た
と
は
考
え
難
い

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
田
名
網
宏
氏
は
古
代
蝦
夷
に
関
す
る
近
年
の
形
質

人
類
学
上
の
成
果
を
背
景
と
し
て
、
蝦
夷
が
人
種
的
に
昌
本
人
と
大

差
な
い
民
族
で
あ
る
の
に
対
し
、
、
ミ
シ
バ
セ
こ
そ
北
海
道
に
住
む
ア

イ
ヌ
で
あ
る
と
の
説
を
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
は
た
し
か
に
魅
力
に
富

む
発
言
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
書
紀
の
な
か
で
ミ
シ
バ
セ
と
蝦
夷
と

が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
両
者
の
人
種
的
相

違
ま
で
竜
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
居
住
地
の
懸
隔
や
敵
対
行
為

の
継
続
が
、
人
種
的
に
近
縁
関
係
に
あ
る
昆
族
を
互
い
に
意
識
の
う

え
で
異
種
族
と
す
る
例
は
し
ば
し
ば
だ
し
、
生
態
の
上
で
も
異
な
つ
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た
環
境
へ
の
適
応
に
よ
る
分
化
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と

く
に
書
紀
は
ミ
シ
バ
セ
の
民
族
的
特
徴
に
つ
い
て
断
片
的
に
触
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
し
、
そ
れ
が
特
に
ア
イ
ヌ
で
あ
る
と
い
う
表
緬
殊
を

受
け
て
い
る
の
ぞ
竜
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
後
人
類
学
上
の
資

料
が
豊
か
と
な
り
、
古
代
蝦
夷
非
ア
イ
ヌ
説
が
立
証
さ
れ
た
と
し
て

竜
、
た
し
か
に
そ
れ
に
よ
っ
て
ミ
シ
バ
セ
ボ
ア
イ
ヌ
で
あ
る
こ
と
の

蓋
然
性
は
高
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
決
定
的
な
も
の
に
な
る
に

は
、
な
お
多
く
の
困
難
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
も
と
よ
り
私
も
こ
の
謎
の
民
族
の
た
め
に
、
今
日
の
人
種
名
彙
の

な
か
で
安
定
し
た
座
席
を
見
轟
し
て
や
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
だ

が
も
し
そ
れ
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
古
代

の
人
々
が
ミ
シ
バ
セ
を
粛
慎
と
考
え
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
　
田
名
網
氏
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
　
日
本
人
が

「
北
海
道
や
千
島
・
樺
太
の
、
蝦
夷
と
は
ち
が
っ
た
異
族
の
存
在
を

知
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
沿
海
州
方
面
の
、
中
国
で
粛
慎
と
呼
ん
だ
民
族

と
は
同
一
の
民
族
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
も
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
は
津
田
博
士
の
雅
名
説
を

否
定
し
、
こ
の
問
題
を
ふ
た
た
び
地
理
的
関
係
の
な
か
に
と
ら
え
た

点
ぞ
結
論
約
に
は
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
そ
の
解
釈
の
し
か
た
は

少
し
安
易
に
過
ぎ
た
。
田
名
網
氏
は
従
来
こ
の
問
題
を
論
じ
た
多
く

の
史
家
と
同
様
に
、
現
在
の
地
理
的
知
識
を
以
て
直
ち
に
過
虫
を
類

推
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ミ
シ
バ
セ
と
粛
慎
が
同

一
視
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
体
質
や
習
俗
の
比
較
だ
け
で
は
充
分

で
な
く
、
何
よ
り
も
彼
ら
の
郷
土
の
地
理
的
な
近
縁
関
係
の
認
識
が

前
提
と
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
七
世
紀

の
旧
本
人
が
国
土
の
北
辺
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
知
見
を
有
し
て
い

た
か
、
こ
れ
は
ま
だ
全
く
論
証
さ
れ
て
い
な
い
問
題
な
の
ぞ
あ
る
。

　
例
え
ば
日
本
を
表
現
し
た
も
っ
と
も
古
い
地
図
は
、
下
愛
社
所
伝

の
延
暦
廿
四
年
改
定
と
伝
え
る
輿
地
図
（
藤
霞
韓
、
集
古
図
所
収
）
や

仁
和
寺
所
蔵
の
嘉
元
三
年
の
濤
本
図
な
ど
、
い
ず
れ
も
国
土
を
東
陽

の
方
向
に
延
長
す
る
島
と
し
て
描
い
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
形
は
は

る
か
後
世
ま
ぞ
受
け
つ
が
れ
る
の
だ
が
、
も
し
こ
れ
を
ア
ジ
ア
の
地

図
の
な
か
に
描
き
こ
む
と
し
た
ら
、
日
本
は
東
方
の
太
平
洋
上
に
突

毘
し
て
、
奥
羽
地
方
は
大
陸
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
申

国
側
の
地
図
で
も
、
日
本
の
北
境
を
大
睦
に
近
づ
け
た
の
は
、
．
よ
う

や
く
近
世
に
な
っ
て
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
な
ど
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系

の
世
界
図
が
つ
く
ら
れ
て
か
ら
後
の
こ
と
ぞ
あ
る
。
地
図
［
的
表
現
と

地
理
的
知
識
と
億
必
ず
し
も
並
行
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
後
世
の
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地
図
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
古
代
の
日
本
人

が
ミ
シ
バ
セ
を
見
て
こ
れ
を
粛
慎
と
考
え
た
の
は
、
け
っ
し
て
「
当

然
」
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
こ
の
両
考
を
一
致
さ
せ
る
も
の

は
客
観
的
な
地
理
的
事
実
で
は
な
く
て
、
そ
の
当
時
の
人
陰
の
抱
懐

し
た
地
理
的
観
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ミ
シ
バ
セ

と
重
事
が
国
史
の
上
ノ
し
同
じ
民
族
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
む
し
ろ
逆
に
、
国
土
の
北
辺
と
大
陸
と
の
地
理
的
近
接
に
つ
い

て
、
日
本
人
が
或
る
程
度
の
認
識
に
達
し
て
い
た
事
実
を
証
示
す
る

も
の
だ
と
考
え
た
い
。

　
新
し
い
課
題
が
そ
こ
か
ら
展
げ
て
く
る
。
日
本
人
が
そ
の
国
土
の

東
北
部
に
つ
い
て
さ
え
あ
ま
り
確
実
な
知
識
を
も
つ
て
い
な
か
っ
た

時
代
に
、
遠
い
大
陸
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
こ
の
よ
う
な
地
理
的

認
識
は
い
か
に
し
て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
比
羅

夫
の
北
征
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
の
で
あ
る
か
。

二

　
私
は
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
日
本
の
国

土
に
お
け
る
北
方
の
観
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ミ
シ
バ
セ
も

面
懸
屯
大
和
の
人
た
に
と
っ
て
は
と
も
に
北
の
国
の
夷
猷
で
あ
り
、

こ
の
両
者
を
直
接
媒
介
し
た
も
の
は
、
何
よ
9
も
北
方
と
い
う
地
理

的
表
象
だ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
今
日
で
は
本
州
の
北
端
と
さ
れ
る
陸
奥
は
、
古
く

は
東
の
国
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
北
方
と
は
、

都
の
北
に
当
た
る
越
の
国
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
多
く
の
古
代
民
族
の

間
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
支
配
者
の
居
住
地
を
中
心
に
国
土
を
東
西

南
北
に
配
し
て
考
え
る
主
観
的
に
図
式
化
さ
れ
た
国
土
観
に
塞
く
も

の
で
、
例
え
ば
孝
徳
紀
（
白
旗
元
年
の
条
）
に
見
え
る
「
四
方
の
大
八

島
」
と
い
う
思
想
に
も
そ
丸
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
考
え
方

に
あ
っ
て
は
、
北
国
も
東
国
も
、
知
見
の
拡
大
に
従
っ
て
そ
の
外
延

を
ひ
ろ
め
て
い
く
だ
ろ
う
。
陸
奥
が
東
国
で
あ
る
の
は
、
こ
の
方
面

の
…
開
拓
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
れ
が
毛
の
国
や
常
陸
の
延
長
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
裏
日
本
方
面
の
知

識
が
進
展
す
る
と
、
越
の
延
長
と
し
て
後
の
禺
羽
か
ら
津
軽
に
至
る

地
方
ま
で
が
北
の
国
の
範
疇
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
こ
の

地
方
の
住
民
で
あ
る
蝦
夷
に
対
し
て
も
、
斉
明
元
年
紀
に
見
え
る
よ

う
に
、
陸
奥
の
も
の
を
東
の
蝦
夷
、
越
の
を
北
の
蝦
夷
と
し
て
区
別

す
る
こ
と
が
、
か
な
り
後
ま
で
行
わ
れ
た
。
奈
良
朝
の
蝦
夷
討
伐
に

当
っ
て
陸
奥
方
面
に
向
か
う
軍
隊
の
統
率
者
を
征
夷
将
軍
、
宝
蔵
将
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軍
、
征
東
大
使
な
ど
と
呼
び
、
裏
日
本
に
対
す
る
も
の
を
鎮
護
将
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
称
し
た
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
う
し
て
古
代
に
お
け
る
日
本

の
六
境
は
越
か
ら
日
本
海
に
沿
う
地
域
を
指
し
た
の
で
、
こ
の
ル
ー

ト
を
通
じ
て
知
見
に
入
っ
て
き
た
渡
嶋
や
ミ
シ
バ
セ
も
ま
た
3
3
の
ず

か
ら
北
の
国
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
と
っ
て
は
も
う
一
つ
の
北
方
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
楽
浪
通
交
以
来
半
島
を
通
じ
て
知
ら
れ
て
い
た
北
鮮
噛
遼
東
の

地
方
で
あ
る
。
す
で
に
韓
土
そ
の
も
の
が
、
宋
書
の
倭
琴
武
の
上
表

に
も
、
ま
た
神
代
紀
に
竜
「
海
北
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
北
方
に
は
好
太
王
以
来
の
高
麗
が
、
日
本
人
の
心
に
強
く

印
象
づ
け
謬
れ
て
い
た
。

　
だ
が
こ
れ
は
も
と
よ
り
国
土
の
北
辺
と
い
う
意
識
と
は
…
関
係
な
く
、

む
し
ろ
中
国
的
な
枇
界
像
へ
の
接
点
と
し
て
の
筑
紫
を
基
点
と
し
た

観
念
ぞ
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
北
方
は
、
心
理
的
に
愛
国
の
側

へ
、
す
な
わ
ち
西
方
へ
傾
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
六
世

紀
の
半
ば
ご
ろ
、
半
島
の
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
、
日
車
閤
に
使
節

の
往
来
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
こ
の
地
理
的
関
係
の
認
識

の
う
え
に
も
、
お
の
ず
か
ら
新
し
い
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
欽
明
朝
の
三
十
一
年
（
五
七
〇
）
に
高
麗
の
使
人
が
越
の
海
岸

に
漂
慰
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
後
に
渤
海
の
使
が
来
往
し
た
日
本

海
経
由
の
航
路
は
、
こ
の
時
は
じ
め
て
大
和
の
人
々
の
意
識
に
上
つ

　
　
　
　
⑧

た
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
敏
達
紀
二
年
、
三
年
の
条
に
も
同
じ
よ
う

に
高
麗
の
使
が
越
の
国
に
来
着
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
時

朝
廷
で
は
高
麗
の
使
が
頻
り
に
路
に
迷
う
こ
と
を
猜
っ
て
、
饗
せ
ず

し
．
て
放
還
し
、
吉
備
海
部
直
難
波
を
そ
の
送
使
と
し
た
が
、
難
波
は

風
浪
を
恐
れ
て
高
麗
の
使
を
海
に
投
じ
、
海
中
に
鮮
魚
が
い
て
船
を

呑
も
う
と
す
る
の
で
帰
っ
た
と
偽
っ
て
報
告
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で

道
に
迷
う
こ
と
を
疑
っ
た
と
い
う
の
は
、
後
に
政
治
的
考
慮
か
ら
渤

海
の
使
に
対
し
て
北
陸
方
面
へ
の
来
航
を
禁
じ
た
の
と
軌
を
一
に
す

る
よ
う
で
あ
る
が
（
続
紀
、
宝
亀
四
年
六
月
）
ま
た
越
と
高
麗
と
の
地

理
的
関
係
に
つ
い
て
の
不
審
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
都
に
入
れ
ず

に
放
還
し
た
外
人
に
送
使
を
附
し
た
の
も
こ
の
新
航
路
を
調
査
す
る

た
め
で
あ
っ
た
か
と
恩
わ
れ
、
大
魚
に
船
を
呑
ま
れ
よ
う
と
し
た
と

い
う
報
告
竜
未
知
の
海
へ
の
恐
怖
を
物
語
る
よ
う
で
あ
る
。

　
従
来
日
本
の
一
睡
で
あ
る
筑
紫
か
ら
半
島
を
通
じ
て
北
方
と
考
え

ら
れ
て
い
た
高
麗
は
、
こ
う
し
て
意
外
に
も
国
土
の
北
境
で
あ
る
越

と
結
び
つ
い
た
。
’
こ
の
こ
と
は
高
麗
の
位
置
が
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
東
へ
張
り
出
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
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る
。
推
古
朝
あ
た
り
か
ら
高
麗
の
僧
侶
た
ち
の
来
朝
も
著
し
く
な
る

が
、
そ
れ
ら
の
国
際
的
知
識
人
か
ら
の
伝
聞
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
よ

う
な
考
え
は
一
層
確
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
ま
た
大
和
の
人
女
に
越
の
国
の
意
義
を
改
め
て
認
識
さ
せ

る
こ
と
に
竜
な
っ
た
。
こ
の
方
面
に
関
す
る
中
央
の
沈
意
も
、
こ
の

こ
ろ
か
ら
高
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
欽
明
五
年
紀
に
見
え
る

粛
慎
の
佐
渡
漂
着
謳
は
、
説
話
の
内
容
も
そ
の
年
紀
も
信
葱
性
を
疑

わ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
ろ
に
は
、
大
和
の
人
女

の
間
に
北
越
方
面
の
異
ハ
人
穴
藩
の
物
語
を
単
な
る
奇
聞
以
上
の
も
の

と
し
て
耳
を
傾
け
る
用
意
が
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
疑
え
ぬ
事

実
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
崇
峻
二
年
紀
は
東
海
、
東
由
と
並
ん
ぞ
北
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

へ
阿
倍
臣
が
遣
さ
れ
、
越
等
の
諸
国
の
境
を
観
せ
し
め
た
と
伝
え
る
。

津
田
博
士
は
蝦
夷
と
の
交
渉
に
関
し
て
、
大
化
雲
足
以
前
に
は
そ
れ

が
地
方
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
改
新
後
申
央
集
権
の
結
果

政
府
が
直
接
経
営
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
規
模
屯
大
き
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
り
活
動
も
活
澄
化
し
た
と
説
か
れ
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
傾
聴
す

べ
き
見
解
ぞ
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
竜
と
よ
り
改
新
に
よ
っ
て
明
確
な

一
線
が
引
か
れ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
準
備
し
、
そ
れ
へ
盛
り
上
る

期
闇
が
あ
っ
て
、
そ
の
胎
動
は
す
で
に
六
世
紀
末
か
ら
は
じ
ま
っ
て

い
た
と
見
た
い
。

　
こ
う
し
て
蝦
夷
と
の
交
渉
が
次
第
に
中
央
の
手
に
移
っ
て
い
っ
た

こ
と
は
、
大
和
の
入
女
の
視
界
を
遠
く
国
土
の
北
辺
に
ひ
ろ
げ
た
ば

か
り
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
地
方
的
に
断
片
化
さ
れ
て
い
た
夷
地
に
関

す
る
知
識
を
申
央
に
お
い
て
滑
舌
づ
け
、
広
い
展
望
の
竜
と
に
秤
量

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
も
し
こ
の
知
見
が
、
高
麗
と
の

通
交
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
大
陸
東
北
部
に
つ
い
て
の
知
識
と

結
び
つ
く
と
す
れ
ば
、
日
本
の
北
端
は
お
の
ず
か
ら
大
陸
に
接
近
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
や
筑
紫
を
通
じ
て
半
島
の
北
部
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
高
麗
は
、
よ
り
東
に
、
海
を
へ
だ
て
て
わ
が
越
の
北

方
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
越
か
ヶ
は
未
知
の
夷
地
が
遠
く
北
方
に
延

び
て
い
る
。
と
す
れ
ば
越
の
海
岸
沿
い
に
さ
ら
に
北
に
進
め
ば
、
や

が
て
こ
の
二
つ
の
北
方
は
相
合
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
は

蝦
壽
夷
か
ら
の
伝
聞
に
よ
れ
ば
ミ
シ
バ
セ
と
呼
ば
れ
る
漢
民
族
の
郷
土

ぞ
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
高
麗
の
北
に
あ
る
と
い
う
粛
慎
氏
の
国

で
は
な
い
の
か
。
ま
だ
推
測
の
域
を
瓢
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の

よ
う
に
し
て
大
和
の
人
女
の
脳
裡
に
は
、
国
土
の
北
辺
の
地
理
像
が

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
浮
か
び
上
っ
て
き
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
比
羅
夫
の
遠
征
は
、
疑
い
も
な
く
こ
の
よ
う
な
北
方
地
理
に
関
す
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る
考
え
を
親
実
の
も
の
た
ら
し
め
た
。
斉
明
五
年
紀
に
は
、
わ
が
国

に
来
朝
し
た
高
麗
の
使
人
が
罷
…
の
皮
を
高
価
に
売
ろ
う
と
し
た
が
、

招
宴
の
席
に
七
十
放
の
照
の
皮
が
敷
か
れ
て
あ
る
の
を
見
て
蓋
じ
叫

ん
だ
と
い
う
話
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
前
年
、
比
羅
夫

が
ミ
シ
バ
セ
の
国
を
討
っ
て
生
罷
…
二
つ
、
覆
の
皮
七
十
枚
を
献
じ
た

と
い
う
記
事
と
，
関
連
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
半
島
を
経
由
す
る
満

州
方
面
の
特
殊
な
産
物
が
、
別
に
わ
が
北
辺
か
ら
も
豊
富
に
亀
た
ら

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
こ
の
工
つ
の
地
方
の
地
理
的

同
一
に
想
到
さ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
わ
が
中

央
の
知
識
人
の
聞
に
、
二
つ
の
北
方
の
影
像
が
一
つ
に
結
ば
れ
て
ゆ

く
過
程
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
興
味
を
ひ
く
。

　
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
北
方
の
未
知
の
国
を
中
国
人
の
地
理
的
知

識
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
新
し
く
晃
繊
さ
れ
た
自
己
の
国
土
の
北
辺
を

そ
の
体
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
に

専
意
し
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
中
国
の

世
界
知
識
は
そ
の
ま
ま
古
血
馬
主
権
威
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
新
た
な
知
見
を
そ
の
な
か
に
組
入
れ
る
こ
と
は
、
ま
た
こ
れ
を
権

威
あ
る
知
識
と
し
て
安
定
さ
せ
る
所
以
ぞ
も
あ
っ
た
ぞ
あ
ろ
う
。
そ

の
島
影
味
か
ら
〆
も
、
閨
固
愛
の
壷
な
か
で
ミ
シ
バ
セ
に
あ
て
ら
ノ
れ
た
粛
慎
と

は
、
単
に
具
体
的
に
描
矢
石
弩
の
使
用
者
を
指
す
も
の
で
な
く
、
む

し
ろ
象
徴
的
に
、
国
土
の
北
辺
と
大
陸
と
の
地
理
的
媒
介
者
と
し
て

の
性
格
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

　
わ
が
国
土
の
北
辺
に
関
す
る
地
理
的
観
念
は
、
古
代
に
お
い
て
こ

の
よ
う
に
展
開
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
の
な
か
で
、
改
め
て

阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
比
羅
夫
の
北
進
は

異
常
に
早
く
、
途
中
で
夷
酋
を
郡
領
と
す
る
な
ど
の
こ
と
は
あ
る
が
、

と
く
に
夷
地
の
な
か
に
和
人
の
進
禺
の
た
め
の
確
実
な
地
歩
を
一
歩

一
歩
築
い
て
い
っ
た
ら
し
い
様
子
は
見
え
な
い
。
も
っ
と
も
丸
出
二

郎
氏
の
よ
う
に
斉
明
紀
の
記
事
を
多
年
に
わ
た
る
北
進
の
集
約
的
な

表
現
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
北
征
の
皮
実
そ
の
も
の
に
関
す
る
限

り
、
こ
れ
を
肯
定
し
得
る
だ
け
の
根
拠
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
え
っ
て
最
近
で
は
村
尾
次
郎
氏
が
三
年
に
亘
る
斉
明
紀
の
比
羅
夫

関
係
の
記
事
は
実
は
一
年
の
取
立
事
と
し
て
ま
と
め
得
る
と
い
う
注

匿
す
。
へ
き
説
を
発
出
衣
さ
繭
ル
た
。
　
こ
あ
ル
に
［
つ
い
て
は
一
叡
・
本
博
士
に
［
も
田
弼

到
な
考
証
が
あ
り
、
そ
の
論
旨
は
、
斉
明
紀
四
年
、
五
年
の
爾
条
の
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記
載
は
一
圃
の
事
件
の
重
複
と
認
め
ら
れ
る
が
、
六
年
の
条
の
粛
慎

討
伐
の
記
事
は
こ
れ
と
は
別
の
独
立
し
た
事
実
で
、
す
な
わ
ち
比
羅

夫
の
北
征
は
二
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い

う
に
あ
る
。
も
っ
と
も
穏
当
な
解
釈
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
そ
う
な
る
と
比
羅
夫
の
北
進
の
ス
ピ
ー
ド
は
勲
岡
紀
に
記

さ
れ
て
い
る
以
上
に
速
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
聞
に
行
わ
れ
た
蝦
夷

の
招
撫
も
、
た
だ
ひ
た
す
ら
な
北
進
の
た
め
の
ベ
ー
ス
を
つ
く
る
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
事
実
こ
の
方
面
の
夷
地

の
藩
…
実
な
拓
植
は
、
さ
ら
に
半
世
紀
後
の
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に
最

上
河
口
附
近
に
萬
羽
郡
が
置
か
れ
た
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く
緒
に
つ
い

た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
比
羅
夫
に
こ
の
よ
う
に
急

速
な
進
融
を
な
さ
し
め
た
目
的
は
、
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　
津
田
博
士
は
こ
れ
に
つ
い
て
斉
心
元
年
紀
に
突
然
津
軽
の
蝦
夷
の

来
朝
し
た
記
事
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
、
こ
の
方
面
の
蝦
夷
は
早
く

か
ら
藍
本
海
沿
岸
航
路
に
よ
っ
て
南
北
に
往
来
し
て
い
た
が
、
こ
の

時
北
方
の
ミ
シ
バ
セ
の
圧
迫
を
受
け
て
越
の
国
に
救
援
を
求
め
た
の

で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
提
禺
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
諸
家
も
漏
ユ
ア

ン
ス
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
こ
の
説
を
継
承
し

　
　
⑪

て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
比
羅
夫
の
北
征
を
促
し
た
蝦
夷
側
の
事
情
を

指
摘
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
乞
に
応
じ
た
日
本
側
の
意
図

を
充
分
に
説
明
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
丸
山
氏
が
す
で
に
論

じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
比
羅
夫
が
北
征
に
際
し
て
率
い
た
舟
師
は
、
書
紀

に
百
八
十
耳
鳴
は
二
百
艘
と
い
わ
れ
、
そ
れ
に
誇
張
が
あ
る
に
し
て

も
、
な
お
当
時
と
し
て
は
第
一
級
の
動
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
少
く
と
も
こ
れ
は
罷
…
の
皮
や
罪
業
の
交
易
を
維
持
す
る
代
償
と

し
て
は
少
し
大
き
過
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
ま
だ
国
家
的
秩
序
を

形
成
す
る
ま
で
に
屯
至
っ
て
い
な
か
っ
た
遠
い
北
辺
の
夷
秋
の
紛
紙

が
大
和
の
人
女
に
そ
れ
ほ
ど
切
実
な
危
機
感
を
与
え
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。
も
っ
と
も
村
尾
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
化
改
新
以
前
に

和
人
の
交
易
基
地
は
か
な
り
の
北
方
に
及
ん
で
い
た
と
の
想
定
か
ら
、

ミ
シ
バ
セ
の
南
下
に
よ
っ
て
蝦
夷
の
闇
に
も
動
揺
が
起
り
、
日
本
に

反
抗
の
気
勢
を
示
す
も
の
も
あ
っ
て
、
遂
に
は
わ
が
地
盤
を
危
く
す

る
傾
向
を
生
じ
た
と
考
え
、
大
化
の
法
足
、
磐
船
の
柵
の
構
築
も
日
本

の
積
極
的
な
進
禺
と
い
う
よ
り
、
こ
の
趨
勢
に
対
す
る
防
禦
措
置
と

見
、
比
羅
夫
の
遠
征
は
そ
の
鎮
圧
の
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
お
ら
れ

る
。
こ
の
説
は
多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
全
体
と
し

て
は
や
は
り
言
い
過
ぎ
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
書
紀
に
記
す
限
り
、
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こ
の
よ
う
な
蝦
夷
の
動
揺
の
徴
候
と
思
わ
れ
る
も
の
は
特
に
見
当
ら

・
な
い
し
、
ふ
数
た
比
剛
維
夫
の
瞭
返
征
臼
H
身
が
ミ
シ
バ
セ
に
接
触
す
る
キ
頴
で
、

途
中
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
抵
抗
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
私
も
ま
た
津
軽
蝦
夷
の
乞
師
を
、
き
わ
め
て
有
り
得
る
こ
と
だ
と

考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
比
羅
夫
の
北
征
の
単
な

る
直
接
の
動
因
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
北
征
の
真
の

学
的
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
国
土
の
北
辺
と
大
陸
と
の
地
理
的

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い

い
か
え
る
と
、
こ
の
遠
征
は
特
に
地
理
的
探
検
の
性
格
を
色
濃
く
も

つ
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
比
羅
夫
の
意
図
は
、
他
の
蝦

夷
地
経
営
の
場
含
と
は
類
を
異
に
し
、
は
じ
め
か
ら
た
だ
一
途
に
遠

く
世
論
の
国
に
到
達
ふ
9
1
る
こ
と
を
計
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
書
紀
の
記
載
ぞ
は
、
　
一
部
の
説
話
的
な
性
質
を
も
つ
記
録
に
よ
っ

て
蝦
夷
の
討
伐
と
混
酸
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
斉
明
紀
の
記
事
の
う

ち
官
府
の
記
録
か
ら
撮
た
と
思
わ
れ
る
津
田
博
士
の
い
わ
ゆ
る
乙
史

料
、
坂
・
本
博
士
の
い
う
実
録
型
に
属
す
る
記
事
で
は
、
い
ず
れ
も
こ

の
遠
征
を
特
に
粛
慎
の
国
を
伐
つ
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め

て
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
て
遠
く
大
陸
と
連
な
る
と

想
像
さ
れ
た
粛
慎
氏
の
国
に
入
る
こ
と
が
目
的
ぞ
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

遠
征
軍
の
エ
キ
ッ
プ
メ
ン
ト
の
点
か
ら
も
大
規
模
な
船
隊
を
動
か
し

た
こ
ど
は
ヶ
な
ず
け
る
し
、
比
羅
夫
が
ひ
た
す
ら
な
北
進
を
続
け
た

事
情
も
理
解
ぞ
き
る
の
、
て
は
あ
る
ま
い
か
。

　
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
な
お
開
題
は
残
る
。
こ
の
時
こ
の
大
規
模
な

探
検
が
行
わ
れ
た
た
め
に
ば
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
疑
点
に
対
し
て
私
が
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
比
羅

夫
北
征
の
当
縛
の
日
本
が
、
い
わ
ば
海
外
探
検
時
代
と
も
呼
ば
る
べ

き
時
期
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的
背
景
と
し
て

は
推
古
朝
以
来
大
化
改
薪
を
経
て
、
日
本
人
の
世
界
意
識
の
注
々
と

し
て
み
・
な
ぎ
り
漏
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
が
、
ま

た
そ
れ
と
と
も
に
、
日
本
と
海
外
と
の
地
理
的
関
係
に
つ
い
て
正
確

な
知
識
が
要
求
さ
れ
る
現
実
の
事
情
も
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
六

世
紀
末
以
来
の
韓
土
の
形
勢
の
変
化
は
、
従
来
半
島
を
足
場
と
し
て

い
た
日
本
の
中
国
通
交
の
航
路
を
よ
う
や
く
不
安
定
な
ら
し
め
た
が
、

そ
れ
は
必
然
的
に
日
本
を
し
て
新
し
い
海
外
ル
ー
ト
の
探
求
に
向
け

し
め
た
の
で
あ
る
。
や
や
後
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
孝
謙
朝
の
遣
唐

使
（
七
五
ユ
ー
七
五
四
）
に
つ
い
て
唐
書
田
本
伝
は
「
新
羅
梗
二
海
道
↓

更
籍
穴
明
越
州
聖
岳
」
と
記
し
て
い
る
。
規
模
こ
そ
ち
が
え
、
そ
れ
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は
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
に
よ
る
東
洋
通
路
の
閉
塞
が
イ
ベ
リ
ア
の
航
海

者
た
ち
を
未
知
の
大
洋
に
か
り
た
て
た
経
緯
を
想
起
’
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

　
中
国
へ
の
新
し
い
交
通
路
ど
し
て
、
東
シ
ナ
海
を
横
断
す
る
い
わ

ゆ
る
南
路
が
構
想
さ
れ
た
端
緒
は
、
す
で
に
七
世
紀
の
初
頭
に
あ
る

と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
航
路
の
発
見
∴
継
持
と
関
速
し
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
世
紀
の
末
期
に
は
南
西
諸
島
に
活
溌
な
探
検
調
査
が
行
わ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
南
島
へ
の
関
心
は
早
く
推
古
、
欽
明
朝
に
は
じ
ま
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
⑬

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
ん
ぞ
新
航
路
の
啓
開
一
を
目
指
す
冒
［
険
的
な

試
み
も
七
世
紀
の
な
か
ご
ろ
か
ら
積
極
化
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

別
の
機
会
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
比
羅
夫
と
同
時
代
の
孝
徳
、

斉
明
朝
に
一
一
回
に
わ
た
っ
て
芳
心
カ
航
路
発
見
の
た
め
の
探
検
航
海
…
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
比
羅
夫
の
北
征
も
ま
た
統
一
的

な
国
家
意
志
の
表
現
と
し
て
、
南
鳥
へ
の
関
心
、
韓
国
へ
の
薪
航
路

の
探
求
と
関
連
す
る
一
つ
の
系
列
の
な
か
で
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
が
北
辺
地
理
の
問
題
が
高
麗
と
の
関
係
か
ら

導
か
れ
る
と
こ
ろ
大
き
か
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
そ
し
て
も
し

そ
の
北
方
の
粛
慎
氏
の
国
が
わ
が
国
土
に
連
接
し
て
い
る
と
し
た
ら
、

日
本
海
を
横
断
す
る
危
険
な
航
海
を
避
け
て
、
自
国
の
海
岸
沿
い
に

高
麗
へ
の
一
層
安
全
な
捷
路
が
求
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

・
も
・
て
こ
か
ら
は
遼
粛
小
を
W
逓
じ
て
｛
甲
陶
唄
へ
至
・
ゆ
輔
逼
が
閣
四
協
り
て
い
る
Q
た

と
え
当
時
高
麗
と
申
国
と
が
し
ば
し
ば
敵
対
関
係
に
お
か
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
嘗
て
日
本
人
自
身
が
漢
魏
の
都
へ
至
っ
た
道
で

あ
り
、
ま
た
後
に
蟹
耽
が
記
述
し
た
唐
代
の
国
際
ル
ー
ト
で
も
あ
っ

た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
粛
慎
・
高
麗
を
経
由
す
る
北
方
の
道
が
当
時

の
国
家
的
要
請
ぞ
あ
っ
た
大
陸
へ
の
新
ル
ー
ト
発
見
の
試
み
の
一
部

門
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
て
も
、
あ
な
が
ち
無
稽
の
空
想

と
は
い
え
ま
い
か
と
思
う
。

　
す
そ
に
吉
田
東
伍
博
士
は
比
羅
夫
の
遠
征
を
以
て
、
　
「
粛
慎
の
北

道
」
を
求
め
て
半
島
の
克
服
を
企
て
た
深
謀
雄
図
ぞ
あ
っ
た
と
い
い
、

唐
の
新
羅
救
援
軍
が
早
く
至
っ
た
た
め
、
比
羅
夫
も
兵
を
罰
し
て
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

土
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
と
説
か
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
直
接
半
島
問
題
の
処
理
を
匿
的
と
し
た
軍
事
的
漁
図
が
こ
の
挙

の
な
か
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
こ
れ
を
単
に
蝦

夷
の
側
か
ら
起
さ
れ
た
辺
地
の
紛
転
へ
の
介
入
と
し
て
解
釈
し
て
し

ま
う
に
は
、
こ
の
北
方
遠
征
は
あ
ま
り
に
特
異
で
も
あ
ろ
う
。
吉
田

博
士
の
見
解
は
、
い
わ
ば
国
家
の
発
展
力
を
無
条
件
に
信
頼
し
、
そ

れ
を
誇
9
と
す
る
こ
と
の
ぞ
き
た
古
き
よ
き
明
治
の
学
者
の
壮
心
を
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示
す
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
σ
し
か
し
少
く
と
も
、
財
土
の
北

斗
の
嵩
来
事
を
ア
ジ
ア
の
形
勢
の
な
か
に
見
よ
う
と
す
る
広
い
視
野

だ
け
は
、
わ
れ
わ
れ
も
も
う
一
度
反
省
し
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
比
羅
夫
の
意
図
し
た
と
思
わ
れ
る
北
方
ル
ー
ト
の
発
見
は
も
と
よ

り
失
敗
に
帰
し
た
。
そ
の
実
際
に
至
り
得
た
地
方
は
、
諸
家
の
い
う

よ
う
に
、
お
そ
ら
く
北
海
道
の
南
都
を
禺
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

書
紀
に
よ
る
と
ミ
シ
バ
セ
の
抵
抗
は
か
な
り
激
し
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
し
、
ま
た
北
の
國
の
き
び
し
い
自
然
が
遠
征
軍
の
そ
れ
以
上
の
北

進
を
阻
ん
だ
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
そ
の
踏
ん
だ
土
地
が
真
に

中
国
の
書
物
に
い
う
粛
慎
の
国
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
比
羅
夫
の
遠

征
に
よ
っ
て
は
、
な
お
決
定
的
な
確
認
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

は
ず
で
あ
っ
た
。
大
和
の
人
女
は
、
ミ
シ
バ
セ
に
関
レ
て
は
、
例
え

ば
斉
明
六
年
紀
に
石
上
の
池
の
ほ
と
り
に
須
弥
山
を
築
い
て
粛
慎
四

十
七
人
を
饗
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
掛
盤
を
ま
の
あ
た
り
に
見

て
詳
し
い
具
体
的
な
知
識
を
得
て
い
た
わ
け
．
て
あ
っ
た
。
し
か
し
大

陸
の
粛
慎
に
つ
い
て
は
、
た
だ
わ
ず
か
な
文
献
と
伝
聞
と
に
よ
る
は

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
α

　
と
こ
ろ
が
比
羅
夫
北
征
か
ら
十
六
年
の
後
、
天
武
朝
の
四
年
（
六

七
六
）
に
来
朝
し
た
新
羅
の
使
は
、
三
国
七
人
を
伴
っ
て
い
た
と
い

　
　
⑱

わ
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
遂
に
粛
慎
は
日
本
の
北
辺
を
通
じ
て
ぞ
は

な
く
、
半
島
を
経
て
大
陸
か
ら
、
大
和
の
人
々
の
前
に
姿
を
現
わ
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
国
皮
に
見
え
る
前
後
た
だ
一
圏
の
事

例
ノ
し
あ
つ
て
み
・
れ
ば
、
お
”
て
上
り
く
こ
れ
は
、
・
、
シ
バ
セ
ド
か
心
当
ノ
し
噸
の
w
⇔

と
の
推
定
を
二
極
に
す
る
た
め
に
、
わ
が
朝
廷
か
ら
半
島
の
使
節
に

そ
の
北
境
の
夷
心
を
同
伴
す
る
こ
と
を
求
め
、
薪
羅
が
こ
の
時
そ
の

約
を
果
た
し
た
の
ぞ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
何

の
記
載
も
な
い
が
、
た
だ
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
政
府
が
な
お
北

方
の
地
理
、
民
族
の
問
題
に
つ
い
て
、
引
つ
づ
き
か
な
り
積
極
的
に

そ
の
解
閣
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
思
う
。

　
一
方
北
辺
の
ミ
シ
バ
セ
と
の
交
渉
も
な
お
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
ら

し
く
、
持
統
紀
の
八
年
と
十
年
の
条
に
粛
慎
に
位
を
授
け
、
ま
た
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
賜
う
な
ど
の
こ
と
が
見
え
る
沿
そ
の
後
さ
ら
に
養
老
四
年
（
七
二

〇
）
に
は
渡
嶋
津
軽
津
司
諸
君
鞍
男
心
六
人
を
駄
立
国
に
遣
し
て
そ

の
風
俗
を
観
せ
し
め
た
。
こ
｝
日
て
は
も
は
㌣
粛
慎
の
古
名
は
捨
て
ら

れ
て
、
薪
鮮
な
転
鵜
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が

12　（364＞
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依
然
と
し
て
北
辺
の
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
比
羅

夫
時
代
の
観
念
が
そ
の
ま
ま
八
世
紀
の
は
じ
め
ま
で
受
け
つ
が
れ
、

政
府
の
手
に
よ
っ
て
な
お
そ
の
探
究
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
比
羅
夫
の
遠
征
が
竜
た
ら
し
た
地
理
的
知
識
へ
の
寄
与
を

考
え
て
み
る
と
、
そ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
い
う
ま
ぞ
も
な

く
日
本
と
大
陸
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
新
知
見
ぞ
あ
る
。
ユ
、
れ
ま
で

日
本
は
申
国
的
な
世
界
侮
い
の
な
か
に
、
わ
ず
か
に
筑
紫
を
桶
…
じ
て
連

な
っ
て
い
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
筑
紫
へ
は
魏
下
働
懸
盤
の
記
載
以
来
、

半
島
か
ら
の
位
置
的
関
係
は
す
で
に
計
量
化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

国
土
の
東
部
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
模
糊
と
し
て
海
申
に
没
し

去
っ
て
い
た
の
ぞ
あ
る
。
中
国
の
側
で
も
、
笹
書
に
見
え
る
流
鬼
が

通
説
の
よ
う
に
樺
太
を
指
す
と
し
た
ら
、
大
陸
の
東
北
部
に
つ
い
て

意
外
に
詳
し
い
情
報
が
得
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の

部
分
と
日
本
の
北
辺
と
は
全
然
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

当
時
の
中
国
の
地
図
に
は
、
例
え
ば
今
は
失
わ
れ
た
頁
耽
の
海
内
華
・

夷
図
の
如
き
も
、
日
本
は
現
在
の
位
置
よ
り
は
る
か
南
に
偏
し
て
、

し
か
も
九
州
か
ら
南
方
に
延
び
る
鳥
嗅
群
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た

ら
し
い
。
硯
存
す
る
席
代
の
地
図
に
も
毛
人
や
蝦
夷
が
倭
国
や
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勾

よ
り
南
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
粛
慎
氏
の
国
を
媒

介
と
し
て
日
本
と
大
陸
と
が
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
、
歪
め
ら
れ
た
日

本
の
地
理
的
形
姿
を
ほ
ぼ
正
し
く
描
き
直
す
こ
と
に
な
る
べ
き
は
ず

で
あ
っ
た
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
朝

鮮
半
島
の
東
岸
部
か
ら
日
本
の
出
陰
方
面
に
か
け
て
の
み
知
ら
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
日
本
海
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
じ
め
て
東

ア
ジ
ア
の
縁
海
と
し
て
、
そ
の
ほ
ぼ
金
き
姿
を
結
像
し
た
こ
と
で
あ

る
。
い
う
な
ら
ば
そ
れ
は
日
本
海
の
生
誕
で
あ
っ
た
。
日
本
人
の
地

理
的
知
識
の
発
展
の
上
に
、
こ
れ
は
記
憶
さ
る
べ
き
禺
来
事
で
あ
る

と
思
う
が
、
そ
れ
も
多
く
を
比
羅
夫
の
北
征
に
負
う
て
い
た
の
で
あ

る
。　

第
二
に
、
こ
の
遠
征
は
日
本
の
国
土
自
身
の
形
状
に
つ
い
て
、
新

し
い
認
識
を
加
え
た
。
こ
の
挙
に
よ
っ
て
国
土
の
日
・
本
海
岸
は
お
そ

ら
く
そ
の
北
端
ま
ノ
L
極
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
北
方
に
連
な
る
島
た

に
つ
い
て
も
、
な
に
が
し
か
の
知
識
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
地
方
は
或
は
そ
れ
ま
ぞ
聯
人
の
未
到
の
地
と
い
う
の

ぞ
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
少
く
と
も
中
央
の
知
識
人

に
と
っ
て
は
未
知
の
国
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
遠
征
の
報
告

は
、
そ
れ
ま
ぞ
の
日
本
の
地
理
像
を
そ
の
北
辺
に
お
い
て
大
き
く
修
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正
す
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

竜
の
だ
っ
た
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
も
し
強
い
て
後
世
の
地
図
の

な
か
に
そ
れ
を
求
め
る
な
ら
、
或
は
平
静
抄
所
載
の
日
本
図
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
前
に
述
べ
た
集
野
墓
所

収
の
延
暦
図
や
仁
和
寺
の
嘉
元
図
な
ど
は
、
奥
羽
地
方
を
陸
奥
を
－
主

体
と
し
て
東
に
延
び
る
形
に
描
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
同
じ
行
暴
図

の
系
統
に
属
す
る
拾
芥
抄
の
日
本
図
で
は
、
国
土
の
東
北
部
が
か
な

り
起
き
上
っ
て
、
今
日
の
地
図
に
近
づ
い
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

し
か
し
こ
れ
は
実
は
依
然
と
し
て
東
西
の
方
向
を
も
つ
睦
奥
の
北
側

に
、
津
軽
大
里
と
記
さ
れ
た
広
い
一
区
域
が
半
島
状
に
附
け
加
え
ら

れ
た
の
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
津
軽
の
西
側

に
法
意
の
海
岸
が
北
に
向
か
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
拾
芥
抄
が
つ
く

ら
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
の
末
期
と
さ
れ
る
か
鉄
、
こ
の
図
を
直
接
比

羅
夫
の
遠
征
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
無
謀
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し

陸
奥
を
そ
の
ま
ま
東
国
の
位
置
に
お
き
な
が
ら
、
津
軽
を
中
心
と
し

て
奥
羽
の
日
本
海
側
を
強
調
し
た
特
異
な
表
現
は
、
も
し
比
羅
夫
の

知
識
を
地
図
化
し
た
ら
こ
の
よ
う
な
図
形
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
形
の
日
本
な
ら
ば
、
斉

二
五
年
紀
に
引
か
れ
た
傍
吉
博
徳
の
書
に
あ
る
よ
う
に
、
蝦
夷
の
住

地
を
正
し
く
国
の
東
北
に
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ

っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
比
羅
夫
の
も
た
ら
し
た
知
識
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
日
本
地
図
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
陸
奥
方
面
に
経
営

の
重
心
が
移
っ
た
後
輿
の
地
図
よ
り
も
、
か
え
っ
て
進
ん
だ
形
を
示

し
て
い
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
比
羅
夫
の
遠
征
が
も
た
ら
し
た
こ
の
よ
う
な
数
々
の
成
果

も
、
不
幸
に
し
て
後
世
に
受
け
つ
が
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
に

見
え
る
。
探
検
の
直
接
の
圓
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
北
方
ル
ー
ト
の

啓
開
が
失
敗
に
帰
し
た
う
え
に
、
村
尾
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
蝦
夷

経
営
の
方
針
自
体
が
交
易
関
係
か
ら
開
拓
的
な
植
異
政
策
へ
転
換
し

た
こ
と
は
、
北
征
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
特
に
実
質
的
利
害
と

関
係
の
薄
い
も
の
と
し
た
。
知
識
を
知
識
と
し
て
継
承
し
発
展
さ
せ

て
ゆ
く
体
制
の
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
、
現
実
へ
の
直
接
な
関
連
の

欠
除
は
、
い
つ
で
も
知
識
そ
の
も
の
に
苛
酷
な
運
命
を
負
わ
せ
る
。

は
じ
め
は
か
な
り
熱
心
に
北
辺
の
地
理
的
関
係
を
追
求
し
た
よ
う
に

見
え
る
政
府
も
、
や
が
て
次
第
に
そ
の
興
味
を
失
い
、
粛
慎
の
記
載

も
元
正
朝
の
靱
鞠
国
視
察
を
最
後
に
長
く
国
史
の
上
か
ら
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
。
後
に
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
の
三
善
清
行
の
封
事
に
「
東

平
二
粛
慎
↓
北
降
洗
三
家
こ
（
本
朝
丈
粋
巻
　
じ
と
い
う
対
句
と
な
っ
て
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規
わ
れ
た
時
に
は
、
粛
慎
は
も
は
や
夷
地
と
し
て
の
陸
奥
の
婦
長
た

る
東
の
国
と
さ
れ
、
そ
の
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ナ
で
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
国

土
は
依
然
と
し
て
東
西
の
方
向
を
も
つ
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
東
端
は

奥
州
外
が
浜
、
西
端
は
鎮
西
鬼
界
が
島
（
源
平
盛
衰
記
）
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
平
安
朝
以
後
の
海
外
意
識
の
低
調
に
と
も
な
っ
て
、

国
土
と
大
陸
と
の
位
贋
的
関
係
へ
の
関
心
も
う
す
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

　
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
北
辺
が
大
陸
の
満
州
方
面

と
近
い
と
い
う
観
念
は
、
断
続
し
な
が
ら
も
長
く
入
々
の
心
の
隅
に

ひ
そ
ん
で
い
た
ら
し
い
。
宇
治
拾
遺
物
語
巻
＋
五
に
あ
る
安
倍
等
時

が
夷
地
で
胡
人
を
見
た
と
い
う
説
話
は
、
そ
の
か
す
か
な
露
頭
で
も

あ
ろ
う
。
不
慮
舟
の
海
東
諸
国
記
の
序
に
日
本
の
地
が
黒
龍
江
の
北

に
は
じ
ま
る
と
言
い
、
さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
岡
じ
く
朝
鮮
ぞ
つ

く
ら
れ
た
倭
里
国
図
と
題
す
る
日
本
図
に
も
、
倭
人
が
陸
奥
か
ら
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

鮮
の
東
北
部
へ
は
海
路
至
近
で
あ
る
と
い
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
屯
、

こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
考
え
が
半
島
に
ま
で
伝
聞
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
愚
わ
せ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
北
辺
の
地
理
が
新
し
い
脚
光
を
浴
び
る

の
は
、
近
世
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
入
の
地
理
的
探
検
が
北
太
平
洋

に
及
ん
だ
時
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
ロ
シ
ア
人
の
南
下
は
、
日
本

の
学
考
た
ち
を
も
、
国
家
的
緊
張
を
も
つ
て
こ
の
…
問
題
に
参
「
加
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
全
き
解
決
は
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世

紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
行
わ
れ
た
ラ
ペ
ル
ー
ズ
、
ブ
ロ
ー
ト
ン
、
ク

ル
！
ゼ
ン
シ
ニ
テ
ル
ン
、
或
は
わ
が
開
宮
林
蔵
等
に
よ
る
探
検
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
と
大
陸

と
の
関
係
は
、
こ
う
し
て
日
本
の
北
辺
の
地
理
が
探
究
さ
れ
る
時
、

常
に
現
わ
れ
て
く
る
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
解
釈
に
先
立
つ
四
百

余
年
の
昔
に
、
す
で
に
阿
倍
比
羅
夫
は
、
こ
の
二
つ
の
地
方
に
住
む

民
族
の
ご
欽
と
い
う
形
で
、
こ
の
地
理
学
的
課
題
に
答
え
よ
う
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
村
尾
次
郎
氏
は
、
つ
い
に
正
体
を
現
わ
さ
ぬ
国
輿
上
の
粛
慎
を

「
支
那
風
の
雅
名
に
か
く
さ
れ
た
歴
皮
の
シ
ル
エ
ッ
ト
」
に
た
と
え

ら
れ
た
。
た
し
か
に
そ
れ
は
単
に
北
辺
に
お
い
て
見
燃
さ
れ
た
異
民

族
で
あ
る
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
藍
本
と
大
陸
と
の
地
理
的

連
繋
の
象
徴
で
竜
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
地
理
的
関
係
へ
の

関
心
が
う
す
れ
た
時
、
そ
の
ま
ま
清
滅
す
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
の
ぞ

あ
る
。
粛
慎
が
暗
い
北
の
海
に
う
つ
し
欝
さ
れ
た
か
り
そ
め
の
影
絵
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で
あ
っ
た
所
以
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
ぞ
あ
ろ
う
。

①
拙
稿
蝦
夷
地
一
そ
の
地
理
学
爽
的
意
味
（
京
大
丈
学
部
編
紀
元
ニ

　
エ
ー
六
百
年
無
ふ
心
皮
轡
†
鵡
禍
難
集
　
　
昭
和
｝
山
ハ
）

②
照
名
網
宏
阿
倍
比
羅
夫
の
渡
島
遠
征
に
つ
い
て
（
日
本
歴
史
六
六
）

　
　
村
尾
次
郎
　
渡
島
と
日
高
見
国
（
芸
林
五
ノ
三
）

　
　
坂
本
太
郎
　
日
本
書
紀
と
蝦
夷
（
古
代
史
談
話
会
編
　
蝦
夷
　
昭
三
　
）

　
な
お
板
橋
源
、
阿
倍
麗
粛
慎
征
討
年
代
考
（
岩
手
大
単
学
芸
学
部
年
報
一

　
昭
二
五
）
が
あ
る
が
参
照
で
き
な
か
つ
潅
。

③
池
内
宏
蹴
慎
考
（
満
洲
史
研
究
上
世
編
昭
二
六
）

④
　
村
岡
良
弼
　
日
本
地
理
志
料

　
　
吉
田
東
伍
　
大
羅
綾
地
名
辞
書

　
　
白
鳥
庫
吉
　
粛
慎
考
（
歴
史
地
理
　
一
七
ノ
一
）

⑤
丸
山
二
郎
斉
明
紀
に
於
け
る
阿
倍
臣
の
北
進
に
就
い
て
（
輿
単
雑
誌

　
三
八
ノ
一
一
）

⑥
　
灘
一
心
左
右
吉
　
殿
慎
考
（
日
本
・
古
典
の
研
究
　
下
　
昭
二
五
）

⑦
9
本
後
紀
弘
仁
元
年
十
月
の
条
に
も
「
渡
島
秋
」
と
い
う
よ
う
な
用
例

　
が
あ
る
。

③
雪
田
伊
人
平
城
平
安
時
代
日
本
海
海
上
交
通
路
の
概
観
（
歴
史
地
理

　
五
七
ノ
四
）

⑨
津
田
博
士
は
こ
の
記
事
を
虚
構
と
さ
れ
た
が
（
前
掲
書
一
〇
八
頁
）
坂

　
本
太
郎
博
士
は
そ
の
信
じ
得
る
こ
と
を
反
論
さ
れ
た
。
　
（
長
男
論
文
七
四

　
頁
）

⑩
　
日
本
宵
瓶
ρ
の
研
究
　
上
　
二
二
一
マ
i
四
日
貝

⑪
誰
②
の
諾
論
丈
並
に
坂
本
太
郎
大
化
改
新
の
研
究
昭
≡
、
四
六

　
八
頁
な
ど
参
照
。

⑫
　
天
武
鵜
八
年
、
十
年
、
陥
狩
統
紀
九
年
、
⊥
又
武
紀
二
年
、
　
二
年
等
の
条
。

＠
　
推
古
紀
二
十
・
照
年
、
二
十
六
年
、
静
明
紀
元
年
筆
の
条
。
な
お
譲
四
蹴
〔
倭

国
瓢
に
穴
業
㎜
年
（
六
〇
八
）
わ
が
遣
階
使
が
流
求
の
布
甲
を
見
て
郡
久

　
蘭
山
人
の
所
…
用
だ
と
い
っ
た
と
い
う
の
が
、
同
本
人
の
南
島
へ
の
知
見
を
讃

　
す
毒
つ
と
も
古
い
誕
事
で
あ
る
。

⑪
　
嗣
年
徳
加
刷
の
嵐
維
四
年
忌
暁
阻
庸
使
が
燕
陛
廃
「
の
近
脚
半
で
湘
遺
難
㎜
し
た
の
は
衝
…
路

　
の
啓
閣
四
を
試
み
て
失
敗
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
斉
明
朝
五
年
の
遣

　
唐
繍
い
が
百
済
一
南
…
辺
の
島
か
ら
漂
流
し
て
漸
江
省
〔
方
面
に
藩
岸
し
た
の
は
、

　
我
が
使
舶
に
よ
る
貰
一
シ
ナ
鴇
緑
横
断
…
の
阿
明
初
の
記
録
で
あ
る
。
藤
田
元
瀞
雛
…

　
士
は
こ
れ
を
偶
然
の
成
功
と
い
わ
れ
る
が
、
私
は
や
は
り
計
画
さ
れ
た
探

　
検
獄
　
海
で
あ
っ
た
と
思
う
。
藤
田
元
蘇
【
　
上
代
日
支
交
欄
地
史
の
研
究
　
昭
…

　
一
八
、
二
一
八
頁
参
照
。

⑮
　
害
聞
東
伍
　
口
韓
古
史
断
　
明
澄
二
六
、
㈱
五
八
頁

⑯
津
閏
博
士
は
こ
の
こ
と
が
薪
羅
の
使
に
関
す
る
詑
事
と
は
別
に
「
是
月

　
云
々
」
と
し
て
出
↑
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
れ
を
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ

　
な
い
と
い
わ
れ
る
が
（
菰
言
書
　
下
　
二
七
環
頁
）
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の

　
記
事
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
博
士
に
よ
る
粛
慎
の
解
釈
で
は
、

　
そ
れ
が
新
羅
の
使
と
と
も
に
現
れ
る
理
由
が
説
明
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ

　
が
先
入
観
と
な
っ
て
こ
の
記
事
を
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

　
る
。

⑰
こ
の
う
ち
八
年
紀
正
月
の
大
唐
七
人
と
と
も
に
授
位
さ
れ
た
讃
慎
二
入

　
と
い
う
の
は
、
或
は
さ
き
に
鷲
羅
肥
の
使
に
従
っ
て
来
翻
四
し
た
も
の
が
そ
の

・
後
賃
本
に
と
ど
重
っ
て
い
た
の
を
指
す
の
か
竜
知
れ
な
い
。
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⑲
　
拙
稿
　
細
雨
倭
人
伝
に
描
か
れ
た
臼
本
の
地
理
像
（
神
道
挙
　
一
〇
）

⑲
拾
芥
抄
の
研
本
図
に
似
て
奥
羽
の
裏
臼
本
側
を
強
謂
し
た
図
に
は
、
秋

　
岡
武
∵
次
郎
櫨
…
士
が
弘
治
」
二
」
牛
晶
胴
後
と
推
定
さ
れ
た
唐
招
提
寺
所
蔵
の
日
本

　
閣
が
あ
り
、
ま
た
形
は
や
や
変
化
し
て
い
る
が
申
叔
舟
の
海
東
諸
胴
…
記
に

　
の
せ
る
冒
本
・
厳
罰
津
軽
大
里
を
記
し
て
捨
仙
介
抄
の
一
聯
に
関
係
深
い
電
の
で

　
あ
る
。

⑳
藤
隔
元
春
増
訂
臼
本
地
理
学
炎
昭
一
七
、
八
三
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
六
。
七
・
一
五
）

阿倍比羅夫北征考（室賀）

…

会

報

聖
学
研
究
会
牽
月
例
会
、
及
び
文
学
部
創
設
蹴
十
周
年
記
念
特
別
例
会

の
予
定
は
次
の
通
り
で
す
。
多
数
の
御
出
で
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

一
、
＋
月
例
会

欝
時
　
十
月
六
日
（
土
）
午
後
一
時

目
測
　
京
都
大
学
楽
友
会
館

中
国
に
お
け
る
終
末
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
子
　
秀
利
氏

春
鑑
抄
・
三
徳
抄
と
簾
倫
抄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
今
中
　
寛
司
氏

堺
市
に
お
け
る
小
売
商
店
街
と
そ
の
商
圏

　
一
衛
星
都
甫
の
性
格
に
つ
い
て
…

一
、
丈
学
部
創
設
五
十
周
年
記
念
特
別
例
会

日
時
　
十
一
月
二
十
懸
臼
（
土
）
午
贋
一
時

恨
卿
7
贋
　
　
山
然
都
山
八
学
法
経
第
山
ハ
蜘
駄
室

日
本
塑

策
洋
史

西
洋
塑

考
古
学

地
理
学

雑
戸
の
労
役
に
つ
い
て

演
題
未
定

全
　
　
右

全
　
　
右

全
　
　
右

位
野
木
寿
一
氏

福
尾
猛
市
郎
氏

宮
川
尚
志
氏

水
川
温
二
氏

澄
田
正
一
氏

村
松
繁
樹
氏

」
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The　Expedition　to． morth　by　Abe－no－Hirafu（阿倍bヒ羅夫）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nobuo　Muroga

　　In　terins　of　Japanese　1ijistory，　filf／it’it”．　reads　rvt［ishilyLse．　This　retxding

depends　on　one　hrmd，　on　the　knowLedge　of　northerners　origintxted　ln

C正目丑a，鋤d，oll　the　other，　coincides　with　the　geog凱phical　view　of　Ja－

ptLne．se　themselves　tl12｝t　the　JtLpape．ge　工slands　and　the　China　Con　tineDt

come　very　close　in　upper　i］orth．　The　latter　view　inay　resu／t　froin　the

coml鍛u・〕ictLtio・・s　between　Korai（高麗）and　this　couMtl’y　since　ar・und

the　end’　of　the　sixth　century．　The　author　ar．crues　’tlrat　the　porthward

expedition　of　Abe－no－Hirafu　intends　not　only　to　intervene　in　一L　con　fiict

between　Mishihase　and　Ezo（蝦夷），　but　also　to　cxplore　geogr跳pl漉al

reltxtions　in　this　areti，　and，　ftn＋ther，　to　di．scover　an　hi　ternationa／　trtide

route　due　to　of　the　request　of　the　governmen　t．

　　A！though　the　problem　of　the　geogr’aphical　relation　between　the　nor£hern

part　of　Japttn　anCI　tlvat　of　the　Contiuent　lv．d　remained　unsolved，　Hirafu

seems　to　IMzve　interpreted　this　problem　by　identifying　the　people　living

ln　both　areas．

　　　　　　　Hundred　Years’　VSrar　and　the　Making　of　French

　　　　　　　　　Nation；　oR　the　regime　and　the　resistance　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Normandy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hlroshi　Kawaguchl

　　It　is　tal〈en　for　grtLnted　that　the　period　of　Hundred　Yettrs’　XVar　coinc2－

des　with　tlu｝t　of　the　inaking　of　French　iiation，　and　that　the　popular　re－

sistt｝nce　under　the　English　occupation　is　“iNLtioiu－tl　resisttLnce．”　The

au　thor　here，　analyzing　tlie　resistant　movements　among　the　co1nmon

lre”ople　and　the　po］icy　of　English　occtipt｝tions　in　Norinandy，　intends　to

discuss　whether　these　movements　tLre　really　“iratioiMLI　ones”　and，．　fur－

ther，　te　discuss　in　wluat　relations　these　movements　are　with　the　gr’owing

French　nMztioiMtlism，　including　the　proble皿of　the　stages　of　the　develoP－

me批of　the　iltitioi）Etlisin　and　its　colmectiolユwith　the　royal　f2，Lmily．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（440）


