
「
邪
馬
台
国
問
題
の
解
決
の
た
め
に
」
の
補
説
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【
霧
】
こ
の
論
文
は
「
蟹
論
集
」
の
謀
殺
蔑
し
た
も
の
で
・
特
に
嘉
論
去
大
和
説
が
要
し
が
た
い
雷
・
至
と
到
あ
三
国
志
に
お
け
｝
㌻
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倭
人
の
邪
馬
盗
園
に
関
す
る
疑
聞
の
解
決
は
わ
が
国
の
近
代
史
学
に
課
せ
ら

れ
た
難
題
の
一
つ
で
あ
り
、
殊
に
大
戦
後
学
界
の
論
鋒
は
さ
か
ん
に
之
に
向
っ

て
集
中
さ
れ
た
観
が
あ
る
が
、
之
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
既
に
そ
の
端
を
徳
川

晦
代
に
発
し
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
臼
本
書
紀
以
来
の
疑
問
で
あ
っ
た
も
の
と
見
る

べ
く
、
更
に
進
ん
で
は
唐
初
の
銚
思
廉
（
六
三
七
残
）
の
梁
書
が
聞
題
発
生
の

端
緒
を
作
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
誰
が
手
を
つ
け
て
も
、

こ
の
難
関
を
そ
う
簡
単
に
突
破
し
う
る
も
の
と
は
思
え
ぬ
が
、
同
時
に
ま
た
、

今
日
に
至
る
ま
で
の
さ
か
ん
な
討
込
み
の
結
果
は
、
般
後
的
打
開
の
日
を
迎
え

る
機
運
に
あ
る
と
も
云
え
よ
う
。
私
も
微
力
を
之
に
何
っ
て
捧
げ
よ
う
と
思
い
、

先
年
来
先
学
の
関
心
の
あ
と
を
5
け
て
多
少
の
考
究
を
つ
づ
け
、
読
史
会
創
立

五
十
年
を
記
念
し
た
『
国
史
論
集
』
に
表
詑
の
一
文
を
寄
せ
た
が
、
与
え
ら
れ

た
紙
数
に
制
限
が
あ
っ
た
の
で
意
を
尽
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
間
々
訂

正
を
要
す
る
所
も
あ
る
の
で
、
そ
の
後
の
考
察
を
交
え
、
こ
こ
に
本
誌
の
余
白

を
借
り
か
の
論
文
を
補
説
す
る
。

騨

連
続
的
読
法
の
不
成
立

　
倭
人
伝
の
行
程
記
事
に
喫
す
る
連
続
的
読
法
に
は
、
邪
馬
豪
を
大
和
に
あ
て

る
近
畿
説
と
之
を
九
州
に
求
め
る
九
州
説
と
が
あ
る
か
、
ま
ず
近
畿
説
に
つ
い
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て
は
、
原
文
に
は
明
ら
か
に
南
と
あ
る
文
勢
を
故
意
に
東
に
直
し
て
読
ん
で
い

る
と
こ
ろ
に
致
命
酌
難
点
が
あ
る
こ
と
と
、
後
漢
書
の
雑
肥
に
よ
り
少
く
と
も

鷹
で
は
邪
馬
壷
と
大
和
と
は
音
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
と
の
二
つ
の
理
由
を
あ

げ
て
、
そ
の
成
立
し
が
た
い
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
な
お
更
に
一
つ
の
理

由
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
伊
都
嗣
か
ら
女
王
圏
の
欝
欝
の
所
在
．

地
で
あ
っ
た
邪
馬
寒
国
ま
で
の
距
離
で
あ
る
。
薫
製
に
よ
る
と
業
事
郡
か
ら
邪

馬
蟹
國
ま
で
は
、
里
数
に
し
て
一
万
二
千
余
里
で
あ
っ
た
が
、
郡
か
ら
伊
都
国

ま
で
の
里
数
は
合
計
し
て
一
万
五
衝
余
里
で
あ
っ
た
か
ら
、
伊
都
圏
か
ら
邪
馬

蔓
国
ま
で
の
里
数
は
残
余
一
千
五
百
里
と
な
る
の
で
、
近
畿
説
は
今
撮
伊
都
国

の
故
地
と
推
定
さ
れ
る
福
澗
市
西
方
の
前
猟
町
か
ら
近
畿
の
大
和
ま
で
が
、
，
魏

志
に
記
す
と
こ
ろ
の
一
千
五
百
里
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
5
。
然
る
に
魏
志
に
よ
れ
ば
一
品
か
ら
末
濃
を
経
て
伊
都
に
至
る
ま
で
、
即

ち
今
日
の
壱
岐
か
ら
松
浦
の
あ
た
り
を
経
て
前
記
の
賄
原
に
漏
る
ま
で
の
距
離

が
、
問
題
の
一
千
五
百
里
で
あ
る
か
ら
、
今
そ
れ
ほ
ど
の
距
離
を
前
原
町
か
ら

窟
小
に
向
っ
て
進
む
と
す
る
と
、
門
司
市
を
こ
え
て
本
州
に
渡
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

い
。
近
畿
説
は
こ
の
事
実
を
い
か
に
説
開
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
然
る

ヘ
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も
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
北
史
に
は
倭
人
は
里
数
を
知
ら
ず
計
る
に
目
を
以
て
す
と
あ
る
か
ら
、
一
千

う
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ぬ
　
　
　
ゐ
　
　
　
も
　
　
　
へ
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で

五
百
塁
と
い
う
里
数
も
ま
た
倭
人
か
ら
聞
い
た
数
字
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。

ヘ
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ヘ
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も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

も
ち
ろ
ん
魏
で
計
算
し
た
里
数
で
あ
っ
て
、
東
に
向
え
ば
本
州
に
達
し
な
い
里

へ
　
　
　
ヘ
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へ

程
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
近
畿
説
は
、
前
詑
の
二
つ
の
理
由
の
う
え
に
、
こ
の

カ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ツ
　
　
　
う
　
　
　
マ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
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リ

距
離
上
に
お
け
る
成
立
難
が
煽
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
邪
墨
壷
の
音
に
つ
い
て
補
説
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
後
漢
書
東
夷
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
の
唐
虞
懐
太
子
賢
注
に
邪
馬
毫
の
音
に
隣
し
て
「
按
、
今
名
昌
邪
摩
鶴
町
　
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

落
掌
也
」
と
し
た
が
、
交
字
を
吟
味
す
る
と
、
推
の
字
は
，
椎
の
方
が
良
さ
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

で
あ
る
。
北
史
倭
国
伝
に
は
「
居
　
於
邪
摩
．
権
↓
剣
魏
志
所
謂
邪
馬
事
算
者
也
」

と
あ
っ
て
、
大
和
を
さ
す
邪
言
堆
と
篤
志
の
邪
馬
簾
と
を
踊
一
視
し
て
い
た
。

前
記
の
後
漢
書
の
唐
注
は
そ
の
表
現
法
に
従
い
、
大
鑑
の
音
を
表
現
し
た
那
摩

堆
が
魏
志
の
邪
馬
蝿
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
那
摩
堆
と
邪
馬
憂
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

は
音
を
異
に
し
て
い
る
の
で
「
按
、
今
名
二
邪
摩
堆
↓
音
聾
論
也
」
と
注
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
馬
と
摩
と
の
音
の
差
の
有
無
に
つ
い
て
は
暫
く
之
を
措
き
、
　
堂
と

堆
と
は
共
に
漢
音
が
タ
イ
で
あ
り
、
和
音
の
ト
を
表
示
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
呉
音
に
な
る
と
豪
は
ダ
イ
で
あ
り
堆
は
テ
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

両
者
の
間
に
音
の
差
が
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。
但
、
推
の
宰
も
雛
と
同
じ
く
漢

音
タ
イ
、
呉
轡
テ
で
あ
る
こ
と
を
附
寵
す
る
。
そ
う
し
て
大
和
は
わ
が
大
化
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
A

前
に
お
い
て
、
中
国
で
既
に
邪
摩
堆
と
表
添
さ
れ
て
い
た
と
推
考
さ
れ
る
が
、

堆
の
宇
は
魏
志
の
邪
馬
豪
の
墓
と
は
音
を
異
に
し
て
い
な
が
ら
、
地
理
的
に
爾

者
は
同
一
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
珊
掲
の
後
漢
轡
の
翠
蓋
は
こ
の
事
葵
を

明
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
の
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
之
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
事

実
は
、
音
韻
上
か
ら
正
確
に
云
5
と
、
大
和
は
邪
嘉
事
で
は
あ
る
が
、
護
憲
に

云
う
邪
馬
盛
で
億
な
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
耽
史
．
階
講
を
初
と
し
て
魏
志
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の
邪
四
四
を
近
畿
の
大
和
と
陽
溢
し
た
諸
本
は
皆
誤
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
音
韻
の
う
え
で
こ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
甚
だ

濫
意
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
邪
馬
豪
の
表
現
す
る
ヤ
マ
ト
な
る
音
が
大
和
の

音
の
ヤ
マ
ト
に
一
致
す
る
と
い
う
の
が
、
近
畿
説
が
主
張
せ
ら
れ
固
執
せ
ら
れ

た
強
固
な
る
理
由
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
中
国
の
史
料
は
音
韻
上
そ
れ
を
否
認
せ

し
め
る
の
で
あ
る
。
大
森
志
郎
氏
は
『
魏
志
倭
人
伝
の
研
究
』
に
お
い
て
、
大

瀦
即
ち
ヤ
マ
ト
の
ト
の
音
を
表
現
し
た
漢
字
を
、
主
と
し
て
万
葉
集
を
材
料
に

し
て
克
明
に
調
査
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
蟹
の
字
と
岡
じ
部
類
に

鵬
す
る
の
で
、
邪
馬
豪
図
が
大
和
で
あ
る
と
い
う
説
は
上
代
仮
名
遣
い
に
よ
っ

て
判
明
し
た
音
韻
学
上
成
立
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
に
唐

の
学
渚
が
債
え
た
音
韻
の
上
で
は
大
和
説
が
支
持
さ
れ
が
た
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
氏
の
説
は
万
葉
の
仮
名
で
書
か
れ
た
ト
の
清
音
に
甲
乙
の
二
類
あ
る

と
い
う
説
を
基
礎
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
九
州
の
山
門
説
に
つ
い
て
は
、
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由
門
の
門
の
訓
は
甲
類
に
属
し
邪
胃
壁
の
壷
の
音
は
乙
類
に
属
す
る
の
で
、
邪

馬
璽
を
山
門
郡
あ
る
い
は
山
門
郷
に
あ
て
る
こ
と
は
、
上
代
の
日
本
語
の
音
韻

の
表
記
法
に
照
し
て
成
立
し
な
い
と
論
じ
、
従
っ
て
倭
人
縁
に
見
え
る
地
名
や
．

人
名
を
九
州
に
求
め
る
説
は
一
種
の
語
呂
舎
せ
に
近
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
い
ま
万
葉
と
同
量
代
或
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
中
国
の
史
料
に
よ

り
、
邪
馬
繋
は
大
和
で
あ
る
と
い
う
音
韻
に
基
づ
く
主
張
が
支
持
さ
れ
が
た
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
冶
の
説
に
つ
い
て
も
に
わ
か
に
氏
の
説
に
従
う
こ
と
、

は
で
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
な
ぎ
だ
に
音
韻
を
七
世
紀
の
後
半
か
ら
八
世
紀
に

か
け
て
出
る
史
料
に
基
づ
ぎ
三
繊
紀
の
魏
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
論
ず
る

と
い
う
こ
と
は
、
氏
も
ま
た
認
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
絹
当
無
理
な
こ
と
で
あ

る
。
音
韻
論
は
重
視
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
本
に
し
て

邪
馬
壷
は
大
和
で
あ
っ
て
、
山
門
で
は
あ
り
え
ぬ
と
い
う
説
を
立
て
る
こ
と
は
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へ

無
理
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
む
し
ろ
邪
摩
堆
は
大
和
で
あ
っ
た
が
邪
雪
雲

へ
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ヤ
　
　
へ

は
大
和
で
な
か
っ
た
と
い
う
唐
の
音
韻
を
注
意
し
つ
つ
、
邪
馬
窒
が
山
門
で
あ

う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
か
否
か
は
、
撚
掛
の
交
の
政
治
地
理
的
な
い
し
歴
史
地
理
的
研
究
に
基
づ

マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
や

い
て
考
定
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
次
に
九
州
説
の
中
で
は
従
来
最
も
強
く
支
持
せ
ら
れ
来
っ
た
筑
後
有
明
湾
沿

岸
の
山
門
郡
を
邪
馬
璽
国
の
故
地
で
あ
る
と
見
る
説
に
つ
い
て
、
連
続
酌
解
読

の
成
立
し
が
た
い
三
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
お
い
た
。
不
弥
醐
に
当
る
宇
美
町
か

ら
邪
馬
肇
に
当
る
大
和
町
ま
で
の
現
実
の
距
離
が
黄
雲
の
龍
載
に
比
し
て
法
外

に
短
距
離
で
あ
る
こ
と
、
連
続
的
読
法
な
ら
ば
水
行
が
陸
行
よ
り
も
前
で
あ
る

べ
き
こ
と
、
水
行
が
果
し
て
筑
後
川
の
舟
行
を
指
し
て
い
る
と
云
え
る
か
も
疑

わ
し
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
う
ち
第
一
の
点
は
再
説
を
要
し
な
い
が
、
第
二
の

点
に
つ
い
て
は
原
文
に
水
行
十
旧
の
後
陸
行
一
月
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ
　
　
む

投
櫛
圏
へ
の
水
行
二
十
臼
が
そ
の
荊
に
あ
る
か
ら
、
水
行
三
十
日
の
後
と
す
べ

き
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
に
訂
正
す
る
が
、
そ
れ
は
有
要
な
訂
正
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
筑
後
川
を
舟
行
し
え
た
の
は
、
こ
の
川
の
支
流
で
あ
る
宝
満
川
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が
本
流
に
落
禽
つ
た
あ
た
り
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
が
、
そ
う
だ
っ
た

と
す
る
と
不
詳
か
ら
邪
馬
毫
ま
で
の
道
程
の
中
程
ま
で
は
水
行
が
で
き
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
宝
満
川
の
中
流
か
ら
舟
行
し
え
た
と
し
て

も
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
う
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
カ
　
　
リ
　
　
も

も
、
脈
流
か
ら
そ
こ
ま
で
、
全
行
程
の
最
初
約
四
分
の
一
は
陸
行
で
あ
っ
て
水

も
　
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

行
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
不
鼻
髭
か
ら
先
が
連
続
し
て
す
ぐ
水
行
で
始
ま
る

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
や

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
之
も
連
続
醜
進
行
の
記
事
と
し
て
解
読
す

る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
理
由
で
あ
る
と
殺
到
の
で
あ
る
。
第
三
の
点
も

原
論
文
は
簡
単
す
ぎ
て
説
明
を
要
す
る
が
、
水
行
と
い
う
文
宇
は
倭
人
債
の
最

初
の
方
に
「
循
昌
海
岸
一
水
行
」
と
あ
っ
て
、
海
上
の
航
海
の
場
合
に
使
用
し
て

い
る
。
之
に
対
し
陸
行
は
末
蹴
国
か
ら
伊
都
国
へ
の
進
行
に
つ
い
て
門
青
筋
陸

行
五
百
里
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
対
照
を
念
頭
に
お
く
と
、
陸
行
に

対
す
る
水
行
は
海
上
の
航
行
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
疑
問
を
生
ず
る
の
で
、

筑
後
川
の
舟
行
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
陸
行
に
対
置
し
て
水
行
と
い
う
の
は
、

果
し
て
ど
う
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
中
許
の
法
制
で
は
河
・
江
・

其
他
を
分
け
て
、
陸
上
の
水
行
の
行
程
を
本
位
に
し
て
規
定
し
て
い
た
ほ
ど
で

あ
る
か
ら
、
九
州
を
文
字
ど
お
り
の
大
島
と
信
じ
、
筑
後
川
の
舟
行
が
有
要
で

あ
る
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
水
行
と
よ
ん
で
陸
行
に
対
角
し

え
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
点
に
開
す
る
原
文
を
酬
除
す
る
。

　
連
続
酌
読
法
に
つ
い
て
泓
は
、
こ
の
よ
う
に
近
畿
説
は
三
つ
の
理
由
に
よ
り
、

九
州
説
を
代
表
す
る
縞
蛇
門
郡
説
は
二
つ
の
理
由
に
よ
ウ
、
と
も
に
成
立
が
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
す
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
わ

難
で
あ
る
と
考
え
る
。
近
畿
説
の
成
立
難
の
原
因
は
感
気
の
原
文
に
激
し
て
故

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

意
に
忠
実
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
九
州
説
の
馬
立
難
の
原
因
は
説
明
が

ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
り
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ

不
自
然
で
あ
る
上
に
必
ず
し
も
原
文
に
忠
実
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
宿
っ
て
い

る
。
我
々
も
研
究
の
結
果
筑
後
の
山
門
郡
を
以
て
問
題
の
故
地
で
あ
る
と
断
定

す
る
に
至
っ
た
が
、
丁
霊
の
原
文
に
忠
実
で
解
釈
が
不
雫
石
で
な
い
こ
と
を
旨

と
す
る
こ
と
を
努
め
た
。
そ
の
た
め
に
は
魏
志
の
原
文
を
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た

よ
り
も
、
精
密
に
解
読
す
る
こ
と
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

二

「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
解
釈

　
倭
人
伝
の
行
程
記
事
の
書
き
出
し
で
あ
る
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
四
字
は
、
行

程
記
蔀
の
全
文
を
支
配
す
る
か
ら
、
之
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り

極
め
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
従
来
は
こ
の
こ
と
が
案
外
軽
視
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
郡
と
あ
る
の
は
帯
方
郡
で
あ
る
。
翰
苑
巻
三
十
倭

国
の
条
の
註
記
掃
引
の
魏
略
に
は
「
従
一
帯
方
一
至
レ
倭
」
と
な
っ
て
い
る
。
魏

志
倭
流
伝
の
他
の
部
分
を
冤
て
も
、
「
正
遣
レ
使
詣
二
京
師
・
里
方
郡
・
諸
韓
国
↓

及
郡
使
昌
倭
國
こ
と
あ
り
、
そ
の
他
帯
方
の
太
守
の
劉
夏
や
弓
遵
が
使
を
倭
に

派
遣
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
だ
か
ら
帯
方
郡
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
余
地
は

な
い
が
、
後
漢
霞
は
「
楽
浪
郡
微
、
去
二
念
国
｝
万
二
千
里
」
と
し
て
い
る
。
之

礁
楽
浪
郡
の
南
部
を
さ
い
て
帯
方
郡
を
設
け
た
の
は
、
後
漢
の
末
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
、
後
漢
書
は
特
に
帯
方
郡
を
楽
浪
郡
微
と
称
し
た
の
に
絹
違
な
い
。
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徽
は
境
で
あ
る
。
然
る
に
後
に
な
る
と
魏
志
と
後
漢
書
と
を
ご
つ
ち
や
に
し
て
、

北
天
や
階
書
は
「
去
昌
楽
浪
郡
境
及
帯
方
郡
「
並
一
万
二
千
里
」
と
し
た
の
で
、

ど
こ
か
ら
出
発
し
た
の
か
判
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
魏
略
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

魏
志
の
語
る
と
こ
ろ
は
明
か
に
帯
方
郡
で
あ
る
。
だ
が
帯
方
郡
と
云
っ
て
も
広

へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ミ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も

い
の
で
、
郡
の
ど
こ
か
ら
の
距
離
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
之

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
　
へ

は
帯
方
郡
の
首
蔚
の
所
在
地
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
政
府
の
編
述

し
た
行
程
記
事
で
は
当
然
の
こ
と
と
思
う
が
、
倭
人
伝
を
ふ
く
む
魏
志
東
夷
伝

で
は
、
央
余
に
つ
い
て
「
夫
余
意
　
長
城
之
北
↓
北
帯
桟
玄
菟
一
千
黒
、
南
与
語
阿

　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

句
麗
哨
東
与
「
弛
婁
嚇
西
多
「
鮮
卑
｝
接
、
北
有
“
弱
水
こ
と
な
し
、
夫
余
と
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ロ
　
　
リ
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

婁
と
は
境
を
接
す
る
と
云
い
な
が
ら
、
掘
婁
に
つ
い
て
、
門
把
婁
在
昌
夫
余
東
北

む
　
　
む
　
　
ロ

千
余
里
一
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
国
は
境
を

接
し
て
い
た
が
、
首
府
の
聞
の
距
離
は
千
丁
里
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
「
密
レ
郡
至
二
女
王
園
一
万
二
千
余
黒
」
に
つ
い
て
も

云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
東
方
郡
の
首
府
の
駈
在
地
か
ら
倭
の
諸
将
を
結
合
し
て

い
た
女
王
国
の
蒼
蒼
の
所
在
地
ま
で
が
、
一
万
二
千
清
里
で
あ
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
私
が
前
論
文
に
お
い
て
注
意
を
促
し
た
く
思
っ
た
点
は
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」

と
あ
る
場
合
の
倭
で
あ
っ
て
、
之
は
倭
国
と
か
女
王
扇
と
か
況
ん
や
邪
薦
垂
圏

と
い
う
が
如
き
、
特
定
の
国
名
を
指
し
て
い
ず
、
広
く
倭
人
の
三
十
国
を
は
じ

め
諸
国
を
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
倭
は
中
濁
の
文
献
に
お

い
て
既
に
長
く
倭
人
の
社
会
乃
驚
嫌
嫌
を
意
味
す
る
文
字
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
、

魏
志
で
は
そ
の
土
地
を
忌
地
と
称
し
、
そ
の
驚
族
を
倭
種
と
云
っ
た
。
魏
志
の

う
ち
に
倭
国
と
い
う
文
字
が
見
え
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
言
葉
の
含
蓄
で
あ
っ

て
、
倭
国
と
名
づ
け
る
特
定
の
岡
家
が
厳
存
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
魏
志
の
倭
入
転
に
云
う
と
こ
ろ
の
倭
で
あ
っ
た
。
前
混
交
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

倭
岡
の
名
は
「
其
藤
本
亦
以
畠
勇
子
一
為
レ
王
、
住
七
八
十
年
、
倭
国
乱
」
と
あ

る
一
箇
所
の
み
斑
え
る
と
云
っ
た
が
、
そ
れ
は
誤
で
、
そ
の
ほ
か
に
延
方
郡
か

ら
倭
闘
に
使
を
派
遣
す
る
記
事
が
二
箇
所
見
え
て
い
る
。
だ
か
ら
魏
と
の
交
通

上
に
お
い
て
倭
国
の
名
は
決
し
て
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
と
に
卑
弥
呼
以

前
の
男
王
時
代
の
倭
人
の
諸
国
連
合
体
を
も
倭
爾
と
よ
ん
で
い
る
か
ら
、
倭
人

の
統
一
国
家
の
名
称
と
し
て
倭
国
の
名
は
、
ま
こ
と
に
重
宝
な
名
で
あ
っ
て
、

之
を
利
用
す
る
の
が
便
利
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
だ
が
倭
属
と
い
う
正
式
の
国

名
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
魏
の
上
帝
は
卑
弥
呼
を
封
じ
て
親
楼
閣
王

と
よ
ん
だ
が
、
編
纂
倭
国
王
と
は
よ
ん
で
い
な
い
。
榎
教
授
も
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
倭
国
と
い
う
の
は
劉
宋
以
後
に
冤
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
蕉
翁
の
倭

を
倭
岡
と
い
う
特
定
の
国
で
あ
る
と
す
る
の
に
は
そ
れ
だ
け
の
無
理
が
あ
る
。

倭
国
は
女
王
国
と
岡
様
に
便
宣
的
名
称
で
あ
り
、
女
王
国
よ
り
も
広
く
そ
の
基

礎
的
な
岡
家
の
名
称
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
倭
を
倭
潤
又
は
女
王
国
を
指
す
も
の

と
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
況
ん
や
女
王
蟻
の
首
府
の
所
在
地
で
あ
っ
た
邪
馬
憂

騨
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
ぬ
。
そ
う
し
た
こ
と
は
行
程
記
審
の
終
の
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醗ξ；馬轍照問題の解決のために」の補説（牧）

「
霞
レ
郡
至
晶
男
憎
国
｝
万
二
千
余
里
」
に
至
っ
て
、
初
め
て
問
題
に
な
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
行
程
記
事
の
初
に
「
唐
レ
風
鐸
レ
倭
」
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の

す
ぐ
前
に
　
「
今
使
訳
所
レ
通
三
十
岡
」
と
述
べ
て
い
る
三
十
国
以
上
も
あ
る
倭

人
の
諸
国
を
指
し
て
い
る
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
後
漢
書
に
な
る
と

「
倭
在
昌
韓
策
南
大
海
中
こ
と
し
て
、
魏
志
の
倭
人
を
倭
に
改
．
め
、
韓
と
羅
拝

の
地
名
で
表
現
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
後
漢
書
が
書
か
れ
た
の
は
三
審
よ
り
も

首
何
十
年
か
後
代
の
五
琶
紀
箭
半
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
倭
に
お
い
て

は
大
和
朝
廷
を
鵬
翼
と
す
る
統
一
園
籏
が
強
國
化
し
、
韓
半
島
に
進
出
し
て
そ

こ
に
領
土
を
つ
く
り
、
更
に
倭
綱
王
の
讃
や
珍
が
宋
に
使
鐡
を
派
遣
し
て
い
た

か
ら
、
魏
の
時
代
と
は
情
勢
全
く
一
変
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
之

を
「
倭
人
」
と
よ
ぱ
ず
「
倭
」
と
称
び
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

魏
志
を
読
む
に
当
っ
て
は
倭
人
伝
の
冒
頭
が
、
倭
人
と
い
う
民
族
的
称
呼
で
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
軽
ん
じ
て
は
な
る
ま
い
と
考
え
る
。

三

至
と
到
と
の
別

　
次
に
拙
論
は
行
程
記
号
解
読
上
の
重
要
な
項
目
と
し
て
、
至
と
到
と
を
区
別

す
べ
ぎ
こ
と
を
注
意
し
、
難
は
国
ご
と
に
使
用
さ
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

到
は
狗
邪
韓
圓
に
到
る
と
伊
都
国
に
到
る
の
二
簡
噺
以
外
に
は
使
用
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
の
重
要
性
を
明
ら
か
な
ら
し

め
る
た
め
に
は
、
倭
人
俵
の
み
な
ら
ず
広
く
魏
志
に
お
い
て
、
ま
た
同
じ
撰
考

の
編
述
に
成
れ
る
三
国
志
全
体
を
訓
じ
て
、
至
と
到
と
を
拙
論
に
お
い
て
主
張

し
た
よ
う
な
差
違
あ
る
用
語
と
し
て
使
い
分
け
て
い
た
か
ど
う
か
を
調
べ
て
、

そ
の
確
証
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
そ
の
点
に
つ
い
て
補
説
す
る
。
魏
志
を
は
じ
め
異
志
蜀
志
に
お
け
る

実
際
の
用
法
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
に
、
ま
ず
第
一
に
、
至
も
到
も
人

が
進
行
し
て
一
定
の
土
地
に
二
っ
て
赴
き
之
に
到
達
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て

い
る
と
共
に
、
ま
た
逆
に
先
方
か
ら
当
方
の
一
定
の
土
地
に
来
着
す
る
こ
と
を

表
現
す
る
場
合
に
も
欄
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
魏
志
の
鮮
碧
伝
に

「
太
和
二
年
秋
豫
将
繍
西
部
鮮
卑
蒲
頭
転
帰
泥
嚇
　
蹟
レ
纂
討
一
期
黒
鍵
｝
大
破
レ
之

む主
脚
馬
城
二
は
、
至
を
田
豫
が
三
二
の
馬
城
に
到
達
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

意
に
使
用
し
た
例
で
あ
り
、
魏
志
の
田
豫
伝
に
、
　
「
鶴
町
昌
馬
弓
｝
囲
レ
之
十
重
」

は
、
到
を
同
じ
く
田
豫
が
馬
城
に
到
達
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
使
賢
し

た
例
で
あ
っ
て
、
先
方
の
目
酌
地
に
到
達
す
る
の
意
に
お
い
て
、
至
と
到
と
の

使
用
法
に
差
別
の
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。
次
に
逆
に
先
方
か
ら
当
方
の
一
定
の

土
地
に
来
着
す
る
こ
と
を
表
現
し
た
例
と
し
て
は
、
辻
三
の
三
二
伝
に
「
潅
屯
一
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

北
原
輔
素
望
未
レ
成
、
蜀
兵
大
至
、
宝
田
昌
撃
七
一
」
と
あ
る
場
合
の
至
は
、
敵

の
蜀
兵
が
、
我
が
北
原
に
進
攻
し
来
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
魏
志
の
笹
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

伝
に
「
異
復
与
レ
長
保
ポ
那
野
臥
為
茎
短
所
㌻
囲
、
三
十
田
救
難
到
、
乃
解
」
と
あ

る
場
合
の
到
は
、
救
援
軍
が
我
が
郡
山
に
到
来
し
た
こ
と
を
表
現
し
た
実
例
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
至
も
到
も
と
も
に
、
一
定
地
に
到
達
し
た
事
実
を
表
現
す
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る
こ
と
に
お
い
て
か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、

　
そ
れ
な
ら
両
藩
は
全
く
同
義
に
使
用
さ
れ
て
区
刷
が
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
両
港
の
使
用
例
を
比
較
す
る
と
、
至
の
方
が
到
に
比

し
て
数
倍
多
く
頻
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
ま

ず
至
は
時
間
酌
に
も
場
所
的
に
も
、
社
会
的
地
位
に
お
い
て
も
、
精
神
的
叉
は

外
形
的
状
態
に
お
い
て
も
、
一
方
の
限
界
に
在
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
。
不
義
を
さ
け
て
一
々
田
所
を
示
さ
な
い
が
、
時
に
関
し
て
は
「
自
レ

　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

藤
至
レ
冬
」
と
い
い
、
所
に
関
し
て
は
「
取
レ
地
二
千
余
里
至
二
満
播
汗
一
転
レ
界
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
い
い
、
駄
論
考
地
位
に
つ
い
て
は
「
公
卿
以
下
至
欄
干
学
生
こ
と
か
「
自
レ

　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

少
至
レ
長
」
と
か
い
う
の
類
で
あ
り
、
精
神
的
状
態
に
つ
い
て
は
「
和
之
至
也
稀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
い
、
外
形
酌
状
態
に
つ
い
て
は
コ
泉
弱
至
呂
於
要
素
こ
と
い
う
が
如
き
は

そ
の
例
で
あ
る
。
従
っ
て
至
の
字
を
使
用
し
て
比
較
級
が
最
高
度
に
達
し
た
状

態
に
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
抽
象
名
詞
が
多
い
こ
と
は
、
至
急
・
至
高
垂
誠
・

鰹
便
な
ど
の
熟
語
を
列
挙
す
る
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
あ
る
窮
極
の
状
態
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
常
に
至
の
字
を
使
用
し
た
。
「
変
至
二
於
宮
室
一
偏
、

　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

「
必
将
レ
至
一
驚
敗
こ
、
「
禍
至
晶
於
家
一
」
、
門
尊
崇
未
レ
至
レ
子
止
」
、
　
「
至
二
末
塗
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

徳
既
鍛
一
」
、
　
「
宜
有
漏
正
法
一
重
貫
属
於
此
一
」
の
類
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

で
も
「
此
三
面
者
思
慮
不
レ
到
則
巳
」
（
呉
志
歩
艶
麗
）
と
あ
る
用
例
の
如
き
類

似
の
用
法
が
な
い
で
は
な
い
が
、
窮
極
の
状
態
の
発
生
と
い
う
前
詑
の
実
例
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

は
異
っ
て
い
る
。
ま
た
時
に
関
し
て
は
至
を
用
い
る
例
で
あ
っ
た
。
「
至
二
孝
文

　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

晦
こ
、
「
董
レ
今
猶
麗
亀
功
讐
聖
簿
こ
、
「
至
レ
将
卒
」
、
「
璽
晶
王
葬
之
乱
一
避
レ
地
偏

　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
マ
　
　
　
リ
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
類
で
あ
る
。
更
に
至
が
行
く
又
は
赴
く
の
意
で
使
胴
さ
れ
る
と
き
は
、
必
ず

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
も
現
実
の
到
達
の
表
現
を
目
約
と
せ
ず
、
単
に
そ
こ
へ
行
く
と
か
又
は
到
達

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

の
可
能
性
が
あ
る
と
か
と
い
う
意
味
を
ふ
く
め
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
魏
志
が

高
句
麗
に
お
け
る
婚
姻
の
慣
行
を
叙
し
て
、
「
其
俗
作
漏
婚
姻
↓
言
語
否
定
、
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

家
作
＝
小
屋
於
大
屋
後
一
名
昌
運
屋
敷
墳
暮
至
重
女
家
国
戸
外
自
名
、
鑓
拝
乞
レ
得
レ

就
昌
女
宿
こ
と
あ
る
場
合
の
至
は
、
濫
淫
に
到
達
し
な
け
れ
ば
口
的
を
達
し
な

．
い
こ
と
に
梱
違
は
な
い
が
、
到
達
そ
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
至
の
字
を
使
用
す

る
ほ
ど
に
、
至
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
倭
人
倭
に
「
韻
書
昌
裸

　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

圃
黒
歯
国
哨
復
在
＝
其
夷
南
↓
汚
行
一
年
可
レ
至
臨
と
あ
る
の
は
、
到
達
の
可
能

性
の
あ
る
場
合
に
至
の
字
を
使
用
し
た
例
で
あ
っ
て
、
到
達
す
る
と
は
定
ま
つ

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

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
5
に
至
の
字
の
使
絹
法
が
広
い
の
に
対
し
て
、

　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

到
の
字
は
既
述
の
と
お
り
精
神
的
に
あ
る
窮
燧
状
態
に
達
す
る
の
意
に
お
い
て

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
も

使
用
さ
れ
な
い
で
は
な
い
が
甚
だ
稀
で
あ
り
、
普
通
に
は
人
が
進
行
し
て
一
定

　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
の
土
地
に
到
達
す
る
の
義
に
お
い
て
使
粥
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
到
は
至
に
比

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
へ

較
す
る
と
使
胴
さ
れ
た
度
数
が
冒
立
っ
て
少
い
の
で
あ
る
。
棄
を
回
し
た
熟
字

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
到
を
冠
し
た
熟
字
と
を
比
べ
て
見
て
も
、
今
日
こ
の
こ
と
が
云
え
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
至
と
到
と
の
使
用
法
が
三
岡
志
に
お
い
て
、
区
別
の
お
の
ず

か
ら
存
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
関
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
定
の
土

地
に
赴
い
て
達
し
或
は
来
っ
て
着
す
る
の
意
に
お
い
て
は
、
至
よ
り
も
到
の
方

l18　（282・　）
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も
　
　
　
も

が
一
層
適
切
な
文
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
理
由
が
あ
る
と
云
え
る
、
到
達

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゆ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
カ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
意
に
お
い
て
至
も
到
も
差
別
な
く
使
わ
れ
た
例
の
あ
る
こ
と
は
初
に
述
べ
た

へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ぬ

と
お
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
至
の
使
矯
法
は
到
よ
り
も
ひ
ろ
く
、
到
ほ
ど
決
定

カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

酌
に
到
達
の
観
念
を
表
現
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
で
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
は
至
と
到
と
が
間
一
の
文
章
の
中
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
の
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

差
別
的
使
用
法
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
国
志
第
二
十
六
巻
魏
志

の
満
寵
債
に
次
の
文
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
む
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
其
冬
競
買
揚
レ
声
欲
レ
至
　
合
肥
↓
寵
表
召
＝
寛
豫
諸
軍
｝
砦
集
、
賊
下
国
還
、

　
被
レ
詔
罷
レ
兵
、
寵
以
為
、
今
賊
大
挙
蒲
魚
非
昌
本
意
一
也
、
此
銀
盤
丁
不
退
以
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
罷
書
兵
一
而
倒
還
、
梁
レ
虚
気
中
不
傭
よ
也
、
表
不
レ
罷
レ
兵
、
後
十
余
日
権
果

　
ヘ
　
　
モ
　
　
む
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
更
来
到
篇
合
肥
城
輔
不
二
蝦
腰
還
、

　
其
冬
と
あ
る
の
は
魏
の
明
帝
の
太
和
四
年
（
二
三
〇
年
）
の
冬
で
あ
っ
て
、

卑
弥
呼
が
初
め
て
魏
に
使
節
を
派
遣
し
た
熱
量
三
年
（
二
三
九
年
）
の
九
年
前

の
こ
と
で
あ
る
。
呉
の
父
権
が
魏
の
爾
境
に
位
慨
し
た
合
肥
を
奪
取
し
よ
う
と

し
た
の
に
対
し
、
豫
州
の
刺
史
で
あ
り
征
策
将
軍
で
あ
っ
た
魏
の
満
寵
が
之
を

防
衛
し
た
戦
略
に
関
す
る
記
述
の
一
部
で
あ
る
。
妻
権
が
「
声
を
揚
げ
て
合
肥

　
むに

至
ろ
う
と
欲
し
た
」
こ
と
と
、
彼
が
一
旦
偽
り
退
い
て
満
寵
が
豫
想
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

お
り
、
　
コ
更
に
来
っ
て
合
肥
城
に
到
っ
た
」
こ
と
が
対
照
的
に
書
か
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
カ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
あ
る
が
、
至
は
昌
的
地
の
合
肥
城
に
到
達
す
る
こ
と
を
欲
す
れ
ば
そ
れ
で

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
む
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ

足
り
、
到
達
の
堪
実
な
く
と
も
使
用
し
う
る
増
々
で
あ
っ
た
が
、
到
は
合
肥
城

へ
　
　
リ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
ね
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぢ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ね
　
　
ル
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
や

に
到
達
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
後
に
初
め
て
使
用
し
う
る
文
字
で
あ
っ
た

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
コ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
差
異
が
、
こ
の
引
用
の
文
例
に
よ
つ
て
明
白
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。

歪
と
到
と
は
看
の
文
章
に
お
い
て
概
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
文
字
で
あ
る
。

羅
替
え
て
は
文
章
の
体
裁
を
成
さ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
論
に
か
え
る
が
、
倭
虚
伝
の
行
程
記
事
は
原
則
と
し
て
至
を
用
い

て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
前
記
の
二
箇
所
だ
け
で
は
到
に
し
て
い
る
こ
と

は
、
決
し
て
之
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
二
箇
所
は
狗
邪
韓

園
と
伊
都
国
と
で
あ
る
が
、
前
者
は
中
岡
の
大
陸
の
叢
叢
で
あ
る
韓
半
島
の
沿

岸
を
航
行
し
て
最
後
に
到
達
し
た
地
点
で
あ
る
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
海
を
渡
っ

て
倭
人
の
諸
国
に
赴
く
航
路
に
移
る
転
向
の
地
点
で
あ
り
、
後
者
は
倭
の
本
土

に
上
陸
し
た
後
、
帯
方
郡
の
使
節
の
倭
に
赴
く
考
が
駐
在
す
る
こ
と
を
慣
例
と

し
た
地
点
で
あ
っ
て
、
倭
に
歪
る
た
め
の
大
運
の
結
接
点
と
公
式
の
旅
程
の
終

結
点
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
地
点
で
あ
る
。
　
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
と
い
う
の

は
既
考
の
如
く
帯
方
郡
か
ら
、
倭
人
の
諸
園
に
至
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
が
、

伊
都
国
は
使
節
の
常
に
駐
ま
る
場
所
で
あ
り
、
魏
や
奥
方
郡
の
使
節
が
旅
程
を

終
り
え
た
地
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
倭
入
の
請
圏
の
中
で
は
特
に
重
き
を
な
し
た

国
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
倭
人
低
の
行
程
記
事
が
狗
邪
韓
国
と
と
も
に
、
伊
都
国

に
重
き
を
お
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
魏
志
が
こ
の
二
乗
所
で
特
に

到
の
字
を
使
用
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
更
江
こ
の
二
箇
園
へ
の
到
達
に
つ
い
て
特
に
到
の
字
を
使
用
し
た
の
は
、
決
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ゆ
　
レ
　
サ
　
も
　
ツ
　
レ

し
て
単
に
文
章
の
段
落
を
つ
け
る
た
め
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
至
と
到
と
の
二

も
　
　
モ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
リ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
し
　
　
り
　
　
り

掌
の
あ
い
だ
に
既
考
の
如
き
使
用
法
の
差
の
あ
る
こ
と
を
注
意
す
る
な
ら
ば
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
し
　
　
へ
　
　
も
　
　
た

到
の
字
で
区
切
り
を
つ
け
た
郡
か
ら
狗
邪
韓
國
ま
で
の
第
一
段
と
、
狗
邪
韓
闘

へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
ら
伊
都
国
ま
で
の
第
二
段
と
で
は
、
行
程
記
事
の
文
章
そ
の
も
の
が
連
続
的

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ

進
行
式
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
あ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

最
後
の
地
点
に
お
い
て
、
到
の
一
字
を
謄
く
こ
と
に
よ
り
、
入
は
進
行
し
て
遂

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ら
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ

に
そ
の
地
点
に
到
達
し
う
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
、
最
も
確
実
に
記
録
し
て
い

、
、
、
、
、
註

る
の
で
あ
る
。

四

伊
都
国
以
後
の
行
程
記
事

　
上
に
述
べ
た
よ
う
に
倭
人
伝
の
行
程
記
事
は
原
則
と
し
て
至
の
字
を
用
い
て

い
る
。
之
は
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
の
響
き
出
し
が
倭
の
諸
国
に
至
る
こ
と
を
目
酌

に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
狗
邪
意
圏
と
伊
都
国
だ
け
は
、
そ
の
地
へ
の

到
達
を
示
す
に
至
の
字
を
使
用
せ
ず
、
到
の
字
を
使
用
し
て
い
る
が
、
前
者
と

後
岩
と
の
差
は
、
前
者
即
ち
狗
邪
韓
岡
の
揚
合
で
は
更
に
次
の
後
陣
即
ち
倹
都

團
に
お
い
て
到
の
宇
を
使
用
す
る
よ
う
な
行
程
の
進
行
を
ひ
か
え
て
い
る
の
に

対
し
、
後
者
即
ち
伊
都
国
の
場
合
は
そ
れ
と
異
り
、
伊
都
国
が
郡
使
駐
留
の
場

所
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
行
程
記
事
に
は
、
も
は
や
到
の
字
が
現

わ
れ
ず
、
す
べ
て
至
の
字
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
殊
に
注
意
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

き
は
、
最
後
の
邪
馬
豪
胆
と
い
え
ど
も
季
廓
馬
壼
の
。
灘
國
こ
と
な
っ
て
い

る
事
実
で
あ
る
、
至
と
郵
と
の
文
字
の
使
い
分
け
を
考
慮
す
る
と
ぎ
、
こ
の
事

実
は
軽
視
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
体
で
は
、
邪
零
梅
国
を
進
行
的
行
程

の
最
後
の
地
点
で
あ
る
と
は
到
底
断
言
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
伊
都
国
に
到
る
ま
で
の
行
程
記
婁
と
伊
都
繭
以
後
の
そ
れ
と
を
比
較

考
論
ず
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
が
、
こ
の
前
後
の
交
体
の
比
較
対
照
を
初
め
て
行

わ
れ
た
の
は
榎
教
授
で
あ
っ
て
、
そ
の
卓
見
は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
比
較
が
数
個
あ
る
中
に
お
い
て
私
が
糖
に
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
行

程
記
事
に
お
け
る
三
つ
の
要
素
、
方
角
・
距
離
・
土
地
（
国
）
の
記
載
に
お
け

る
土
地
即
ち
国
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
位
羅
が
、
方
角
と
距
離
と
の
関
係
に
お

い
て
い
か
な
る
配
羅
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
伊
都
国
以
後
の
記
事
を
見
る
と
、
奴
圏
に
つ
い
て
は
「
東
南
至
漏
奴
園
一
百
里
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

と
あ
る
が
、
不
弥
国
に
つ
い
て
は
「
東
行
至
笛
不
弥
国
一
百
黒
偏
と
あ
っ
て
、
方

角
の
指
示
に
行
の
一
字
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
行
の
字
の
附
加
は
自
欺
園
の
場

合
だ
け
で
あ
る
。
意
馬
国
・
邪
馬
壁
掴
は
い
ず
れ
も
、
横
撃
の
場
合
と
起
様
に

方
角
の
指
示
だ
け
で
あ
っ
て
行
の
字
の
附
加
を
発
な
い
。
だ
が
之
は
さ
し
て
重

要
な
差
異
で
は
な
く
、
不
弥
國
を
他
の
三
国
と
附
様
に
単
に
東
と
し
て
も
よ
け

れ
ば
、
三
国
を
不
報
国
と
同
様
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
方
角
の
下
に
行
の
字
を
加

え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
行
く
行
程

記
事
の
体
裁
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
思
う
。
之
に
対
し
伊
都
国
以
前
を

見
る
と
、
ま
ず
そ
の
す
ぐ
前
の
末
羅
国
か
ら
伊
都
国
へ
の
行
程
に
関
し
、
　
「
東
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南
陸
行
五
百
璽
到
詳
伊
都
国
巡
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
体
は
「
康
行
至
昌
不

弥
網
｝
百
里
」
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
　
一
．
つ
の
梱
違
点
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
国

名
の
位
羅
が
、
末
羅
隣
か
ら
伊
都
国
へ
赴
く
場
合
に
は
、
方
角
と
距
離
と
を
あ

げ
て
最
後
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
伊
都
国
か
ら
不
弥
国
に
赴
く
場
合
は
、

方
角
・
国
名
・
距
離
と
な
っ
て
い
て
、
国
名
は
最
後
で
は
な
く
方
角
の
次
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
之
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
伊
都
国
以
前
と
伊
都
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
う
　
　
　
へ

以
後
と
を
比
較
す
る
と
、
伊
都
闘
以
前
は
対
馬
・
一
支
・
末
慮
の
三
国
は
い
ず

れ
も
、
そ
れ
に
先
だ
つ
国
か
ら
の
行
程
記
事
に
お
い
て
、
最
後
に
書
か
れ
た
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

宇
が
無
名
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
伊
都
国
以
後
に
お
い
て
は
奴
・
投
馬
・

邪
馬
盗
の
三
魍
も
亦
不
慮
国
に
お
け
る
と
岡
様
に
、
圏
名
は
行
程
記
察
の
簸
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
は
な
く
、
方
角
の
次
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
都
国
以
前
と
伊
都
国
儀

ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
マ
　
　
　
へ

後
と
に
お
け
る
こ
の
対
立
的
な
差
違
は
法
…
則
的
で
あ
る
。
決
し
て
偶
然
的
で
は

や
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ツ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
つ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
セ

な
い
。
だ
か
ら
私
も
ま
た
榎
教
授
の
主
張
の
如
く
こ
の
点
を
重
視
す
る
詣
で
あ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
や

る
が
、
感
心
と
管
見
と
の
重
要
な
稠
違
点
は
、
国
の
字
の
位
置
以
上
に
到
の
字

も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

の
使
用
を
重
視
し
、
之
が
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
点
に
存

リ
　
　
　
へ

す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
奥
意
韓
国
に
至
る
ま
で
の
行
程
記
事
を
見
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら

判
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
従
レ
郡
至
レ
倭
、
億
篇
海
岸
一
水
行
、
鷹
二
重

　
　
　
　
　
　
　
ほ

閣
嚇
乍
南
扇
策
、
到
昌
其
北
岸
懇
嘆
韓
国
↓
七
千
余
羅
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

之
は
明
か
に
方
角
・
國
・
距
離
で
あ
り
、
伊
都
園
以
後
の
四
国
の
そ
れ
ぞ
れ
に

至
る
行
程
記
事
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
都
分
を
計
舞
に
入
れ
る

と
、
榎
教
擾
の
如
く
に
伊
都
國
の
前
後
で
方
角
と
距
離
と
古
名
と
が
、
法
則
的

に
異
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
之
を
重
要
な
根
拠
に
し
て
連
続
的
記
載
と
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

挙
的
記
載
と
の
差
違
の
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。
だ

ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
た
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も

が
新
た
に
至
と
到
と
の
差
違
あ
る
こ
と
に
意
を
留
め
る
な
ら
ば
、
狗
邪
韓
国
の

へ
　
　
　
ら
　
　
　
う
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

場
合
は
到
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
伊
都
国
以
後
の
四
国
は
い
ず
れ
も
至

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
も

で
あ
っ
て
到
に
な
っ
て
い
る
国
は
な
い
。
殊
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
最
後
の
邪

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
モ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

馬
国
訴
も
ま
た
至
で
あ
っ
て
到
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
既
述
の
と
お

り
到
が
至
と
異
っ
て
冒
酌
地
に
到
達
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
決

定
的
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
全
部
の
行
程
瀧
寓
を
三
段
に
分
つ
な
ら
ば
、

第
一
段
の
狗
邪
韓
国
ま
で
は
方
角
∵
土
地
・
距
離
の
順
序
で
は
あ
っ
て
も
、
進

行
的
記
載
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
と
思
う
。
だ
が
第
二
段
の
合
馬
國
以

下
伊
都
国
ま
で
の
四
岡
の
斎
々
に
至
る
行
程
記
事
と
第
三
段
の
奴
国
以
下
邪
馬

盗
圃
ま
で
の
四
国
の
各
々
に
至
る
行
程
記
事
と
を
比
較
す
る
と
、
い
く
つ
か
の

重
要
な
差
違
の
存
在
に
気
が
つ
く
が
、
殊
に
淫
意
さ
る
べ
き
点
が
二
つ
あ
っ
て
、

そ
の
一
つ
は
各
段
に
属
す
る
諸
岡
へ
の
行
程
記
專
が
、
第
二
段
最
後
の
伊
都
国

に
あ
っ
て
は
到
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
段
最
後
の
邪
馬
藍
国
に
あ
っ
て
は
到

で
は
な
く
同
段
の
他
の
国
と
嗣
様
に
至
で
あ
る
と
い
う
差
異
で
あ
り
、
他
の
差

違
は
先
に
説
い
た
よ
う
に
、
第
爆
撃
で
は
方
角
と
距
離
と
土
地
（
国
）
の
列
記
が
、

こ
の
順
序
の
よ
う
に
岡
名
を
最
後
に
掲
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
第
三
段
で
は
方
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角
の
次
に
国
名
を
あ
げ
、
距
離
を
最
後
に
お
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
岡
名

の
位
醗
が
法
則
曲
に
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
段
と
第
三
段
と
の
行

程
記
事
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
相
違
点
は
、
両
段
が
と
も
に
行
程
寵
事
で
あ
り

な
が
ら
、
第
二
段
は
四
国
が
逐
次
連
続
的
進
行
形
の
記
事
で
あ
る
の
に
対
し
、

第
三
段
は
全
く
之
と
異
り
、
伊
都
国
を
基
点
と
し
て
四
国
の
各
々
に
対
し
個
別

酌
列
挙
的
に
各
別
の
行
程
記
事
を
順
次
掲
載
し
て
成
立
し
た
行
程
記
事
で
あ
る

と
云
え
る
の
で
あ
る
つ

　
国
名
の
位
麗
が
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
、
も
ち

ろ
ん
説
明
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
上
に
述
べ
た
第
二
毅
と
第
三
号
と
の

文
体
の
比
較
は
方
角
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
章
段
は
同
一
で
あ
り
、
殊

に
対
馬
国
と
末
盧
国
の
場
合
は
方
角
の
記
載
が
な
い
の
だ
か
ら
、
方
角
を
抜
き

に
し
て
論
ず
る
と
し
た
方
が
一
層
正
確
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す

る
と
両
段
の
差
は
国
名
の
位
醗
が
第
二
段
で
は
距
離
・
美
名
の
順
で
あ
り
、
第

三
段
で
は
園
名
・
距
離
の
順
で
あ
る
と
い
う
差
違
に
帰
若
す
る
の
で
あ
る
。
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

ち
ら
だ
っ
て
同
じ
だ
と
い
う
よ
う
に
思
う
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
第
二
段

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
交
体
は
そ
の
最
後
が
「
到
扁
伊
都
国
二
で
終
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
明
か
に

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
む

進
行
形
の
文
体
で
あ
る
に
対
し
、
第
三
段
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
最
後
が
「
鷹
野

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

邪
馬
蓬
岡
こ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
三
段
の
萱
葺
が
進
行
形
の
文
体
で

も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
う
え
に
、
更
に
距
離
と
国
名
と
の
文
字
の
配
遣
が
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
へ
　
　
ね
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

第
二
段
と
第
三
段
と
で
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
相
違
は
至
と

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
し
　
　
も

い
う
文
字
が
お
び
て
い
た
意
味
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
悪
う
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ほ

で
あ
る
。
即
ち
至
の
字
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
第
二
段
と
第
三
段
と
で
は
含
蓄

を
異
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
第
二
段
で
は
、
至
の
字
は
常
に
一
定
の
距
離
の
進

行
が
行
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
一
定
の
国
に
至
り
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
場
合

に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
至
の
字
が
「
至
当
伊
都
国
こ
と
同
様
に
到
の
字
の

含
蓄
を
有
す
る
こ
と
明
白
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
段
で
は
之
と
反
対
に
、
一

定
の
国
に
至
る
が
た
め
に
は
一
定
の
距
離
の
進
行
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ
　
　
む
　
　
む

場
合
に
至
の
字
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
至
の
字
は
む
し
ろ
条
件
的
に
使

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
東
南
至
晶
肇
国
一
百
里
」
は
「
策
爾
に
奴
国
が
あ

る
が
、
輝
国
に
赴
く
に
は
百
里
を
行
く
を
要
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
或

は
略
し
て
「
藁
南
の
奴
国
ま
で
は
百
僚
」
の
義
で
あ
る
と
も
解
し
う
る
。
之
は

も
ち
ろ
ん
伊
都
国
を
基
地
と
し
て
の
叙
述
で
あ
る
。
伊
都
職
は
魏
や
公
方
郡
の

使
節
の
駐
留
地
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
寵
載
法
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な

い
。
こ
の
国
か
ら
各
国
へ
の
方
角
と
距
離
と
を
個
別
的
に
記
載
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
二
段
と
第
三
験
と
に
あ
っ
て
は
、
前
者
で
は
四
箇
国
の

　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
へ

行
程
記
事
が
連
続
駒
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
そ
れ
が
個
別
的
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
う
差
違
に
加
う
る
に
、
三
春
で
は
行
動
附
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
展

へ
　
　
　
へ

望
的
で
あ
る
と
い
う
差
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
上
記
の
如
き
新
し
い
説
明
の
試
み
は
、
な
お
他
の
方
面
か
ら
補
足
す
る
こ
と

が
で
ぎ
よ
う
。
倭
人
紙
に
は
方
角
．
距
離
．
国
を
掲
げ
た
刷
の
場
合
が
存
在
す
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r邪馬蓬騨問題の解決のために」の補説（牧）

る
。
ま
ず
「
女
王
国
東
渡
レ
海
千
余
里
、
復
讐
レ
魍
、
皆
倭
種
」
と
あ
る
の
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

れ
で
、
之
は
方
角
・
距
離
・
国
の
順
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
有
レ
汚
し
と
あ
る
よ

う
に
、
倭
種
の
諸
國
の
存
在
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
国
へ
の
行
程
記
事
で

は
な
い
。
更
に
「
有
＝
黒
帯
当
り
在
昌
其
南
輔
人
心
三
四
尺
、
去
昌
女
王
一
四
千
余

　
　
　
　
　
　
　
　
む

里
」
と
い
う
の
は
、
国
・
方
角
・
距
離
で
あ
っ
て
、
距
離
は
四
千
余
里
と
い
う

里
数
で
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
　
「
有
二
経
国
黒
歯
国
嚇
復
在
二
黒
東
↓
南
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

行
一
年
可
レ
至
」
　
と
い
う
も
ま
た
国
・
方
角
・
距
離
で
あ
る
が
、
距
離
は
一
年

と
い
う
並
数
を
以
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
考
は
い
ず
れ
も
問
題
の
蜀
の

所
在
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
至
る
行
程
記
事
で
は
な
い
が
、
国
名
と
距

離
と
の
記
載
上
の
位
置
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
第
二
段
と
第
三
段
と
の
行
程

詑
纂
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
最
初
の
女
王
国
の
東
方
の
倭
種
の
團

の
存
在
の
童
心
は
、
距
離
の
次
に
国
を
掲
げ
る
こ
と
第
二
段
に
類
す
る
に
対
し
、

條
儒
国
・
裸
国
・
黒
歯
岡
の
場
合
は
、
国
名
が
距
離
に
先
ん
ず
る
こ
と
第
ご
一
段

と
岡
断
で
あ
る
。
殊
に
こ
れ
ら
の
国
の
場
合
は
、
国
名
・
方
角
・
距
離
の
順
に

な
っ
て
い
て
、
国
名
が
最
初
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
之
は
開
ら
か
に
一
定

の
園
の
地
理
爵
位
羅
を
示
す
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ

の
臼
的
の
た
め
に
は
之
が
普
通
の
形
式
で
あ
る
。
魏
志
の
東
夷
伝
中
に
実
例
を

求
め
る
と
、
　
「
夫
余
在
丁
長
城
之
北
去
野
宴
菟
一
千
里
上
」
、
　
「
高
句
麗
在
一
一
愚
策
之

東
千
里
一
」
、
　
「
鑑
婁
在
団
李
下
東
北
千
余
皿
こ
な
ど
、
す
べ
て
園
名
・
方
角
・

距
離
の
順
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
倭
人
伝
行
程
記
事
の
第
三
段
で
あ
る
伊
都
岡
以
後
の

記
述
が
、
本
質
酌
に
い
か
な
る
性
質
を
有
す
る
記
載
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
、
理
解
し
う
る
大
道
に
麓
い
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
国
名
が
記
載
の

ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

最
後
に
出
で
、
一
定
の
方
角
に
一
定
の
距
離
を
進
め
ば
、
一
定
の
濁
に
至
る
即

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

ち
到
達
す
る
と
い
う
行
程
詑
事
と
、
岡
名
が
記
載
の
最
初
に
出
で
、
一
定
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む

は
一
定
の
方
角
の
一
定
の
距
離
の
位
置
に
存
在
す
る
と
い
う
地
理
的
記
述
と
は
、

全
く
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
混
同
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も

う
ま
で
も
な
い
。
然
る
に
属
名
が
方
角
と
距
離
と
の
中
間
に
あ
る
点
で
は
、
右

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

の
両
着
の
い
ず
れ
に
も
存
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
至
の
字
を
使
用
し
て
い

り
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ミ
　
　
　
ャ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
点
で
は
、
行
程
館
主
の
形
式
を
採
用
し
た
記
載
法
が
別
に
存
在
し
た
の
で
あ

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

っ
て
、
そ
れ
こ
そ
は
伊
都
国
以
後
の
行
程
記
寓
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
そ
れ
は
行
程
記
事
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
一
見
す
る
と

伊
都
国
以
前
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
最
後
の
「
至
一
軸
馬

糞
国
」
が
到
の
字
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
と
、
各
々
の
國
名
の
位
置
が
方
角
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
め
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

距
離
と
の
同
町
で
あ
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
行
程
記
事
の
形
式
の
う
ち
に
地
理

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

的
説
明
の
内
容
を
含
ま
し
め
る
記
載
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
伊

都
国
以
後
も
行
程
記
事
の
形
式
を
お
び
て
い
る
の
で
、
伊
都
国
の
前
後
の
別
な

く
連
続
し
た
行
程
の
叙
述
で
あ
る
と
見
ま
が
う
に
至
ら
し
め
た
け
れ
ど
も
、
外

観
に
よ
っ
て
内
実
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
同
志
の

箪
春
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
紛
ら
わ
し
い
記
載
を
行
う
た
の
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
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そ
れ
は
原
論
文
に
述
べ
た
と
お
り
、
倭
人
の
三
脚
に
醒
す
る
説
明
が
「
従
論
節

至
レ
倭
」
　
と
い
う
行
程
記
事
の
形
式
を
以
て
始
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
従
レ
郡
釜
レ
倭
」
は
「
帯
方
郡
か
ら
倭
に
図
る
に
は
」
の
義
で
あ
る
が
、
伊
都

閣
以
後
の
行
程
記
事
に
晃
え
る
「
棄
南
至
篇
奴
国
こ
以
下
各
国
に
至
る
と
い
う

場
合
の
至
の
字
は
、
そ
れ
と
同
じ
使
一
法
で
あ
っ
て
「
伊
都
国
か
ら
東
南
の
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

国
に
棄
る
に
は
」
と
い
っ
た
調
子
で
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
至
の
字

カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

の
含
蓄
と
至
と
到
と
の
使
い
分
け
と
が
、
倭
人
伝
の
行
程
記
事
を
成
立
せ
し
め

も
　
　
　
で
　
　
　
ち
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
カ
　
　
　
で
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
　
つ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

て
い
る
と
同
時
に
、
後
入
を
し
て
そ
の
文
を
誤
解
せ
し
め
る
原
因
と
も
な
っ
て

ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
る
の
で
あ
る
。
　
「
策
全
図
二
奴
国
二
の
上
に
「
従
二
伊
都
国
こ
の
四
牢
が
置

か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
決
し
て
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
も
　
　
ろ
　
　
も
　
　
う
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
リ
　
　
う
　
　
う
　
　
り
　
　
う
　
　
ヵ
　
　
り
　
　
　
　
　
つ
　
　
う
　
　
ち
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
う
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う

　
だ
が
伊
都
國
は
「
郡
使
往
来
常
所
駐
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
魏
志
の

ヤ
　
　
う
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

筆
藩
に
し
て
み
る
と
、
郡
使
の
行
程
を
標
準
に
し
て
書
か
れ
た
こ
の
記
華
を
、

リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ね
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

伊
都
圏
か
ら
先
ま
で
も
伊
都
ま
で
と
同
様
に
、
進
行
型
の
文
章
と
し
て
読
ま
れ

・
　
・
　
・
　
・
　
…
　
ヤ
　
・
　
…
　
、
・
　
、
　
、
　
、
、
　
、
湿

る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
5
。

五

識
王
国
と
邪
馬
璽
国
と
の
別

　
魏
志
の
倭
人
伝
は
殆
ん
ど
全
部
女
王
濁
な
る
も
の
に
関
す
る
記
述
で
満
た
さ

れ
て
い
る
。
女
王
国
の
名
は
．
五
臓
所
に
見
え
る
。
ほ
か
に
単
に
女
王
と
な
っ
て

い
て
、
女
王
国
を
意
味
す
る
場
合
が
二
箇
所
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
々
そ
れ
ら
に

当
っ
て
、
女
王
国
と
邪
馬
豪
国
と
の
区
別
に
つ
い
て
原
論
文
を
補
説
す
る
。
こ

の
区
刷
ば
こ
れ
ま
で
ば
ま
だ
疑
冊
に
附
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
肴
程
記
事
の

解
釈
に
か
ら
み
つ
い
た
難
問
に
な
っ
て
い
る
。

　
女
王
国
の
名
が
最
初
に
出
る
の
は
伊
都
国
の
条
で
、
　
「
世
有
レ
王
、
皆
統
雪
篭

女
王
岡
一
」
と
見
え
る
。
皆
及
び
統
属
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
の
諸
説

は
さ
て
お
き
、
女
王
国
を
邪
馬
田
国
な
り
と
し
、
　
「
統
昌
属
女
王
岡
こ
を
邪
馬

鞭
国
へ
の
統
溺
と
す
る
こ
と
は
、
従
来
広
く
行
わ
れ
て
い
る
説
で
あ
る
。
そ
れ

は
紺
馬
蝉
以
下
不
眠
国
ま
で
に
正
副
の
官
名
が
見
え
る
の
で
、
諸
国
の
官
は
邪

馬
籔
国
を
構
成
す
る
官
職
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
女
王
国
の
国
家
醜
本
質

に
関
す
る
解
釈
に
結
び
つ
く
。
そ
れ
は
女
王
卑
弥
呼
を
共
同
し
て
立
て
て
女
王

た
ら
し
め
た
諸
書
の
結
審
関
係
に
つ
い
て
邪
馬
盗
国
の
地
位
を
頗
る
重
視
し
、

之
を
む
し
ろ
邪
馬
下
女
王
国
な
り
と
す
る
見
解
に
導
き
易
い
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
伊
都
国
の
条
に
誘
え
る
女
王
国
の
名
は
邪
馬
蝿
国
中
心
の
統
一
国
家
を

連
想
せ
し
め
、
倭
人
伝
に
見
え
る
副
馬
麟
以
下
の
二
十
一
箇
圏
と
難
も
、
そ
れ

ら
の
諸
醐
と
同
様
に
正
副
の
二
宮
を
邪
馬
壁
中
心
の
女
王
国
の
官
職
と
し
て
保

有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
に
導
い
て
い
た
も
の
と
思
う
。

　
女
王
瞬
を
邪
馬
盛
圏
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
5
か
は
、
女
王
国

の
解
釈
上
不
可
欠
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
二
者
を
同
一
視
し
が
た
い
こ
と
は

次
の
二
つ
の
場
合
を
合
せ
て
考
え
る
と
す
ぐ
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ

の
場
合
は
、
　
「
自
二
女
王
国
一
以
詑
、
其
戸
数
道
里
可
二
略
奪
一
」
の
解
読
で
あ
っ

て
、
若
し
女
王
国
が
邪
馬
釜
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
従
来
の
読
法
の
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「郡馬墨瞬間題の解決のために」の補説（牧）

如
く
に
不
黒
馬
・
投
馬
国
・
邪
馬
肉
国
の
三
陶
は
、
北
か
ら
南
へ
と
連
続
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ミ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
た
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
や

い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
対
馬
国
か
ら
投
馬
騎
ま
で
の
七
羅
は
戸
数
道
里
が
略
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
投
六
国
か
ら
邪
馬
丁
国
ま
で
の
道
里
と
邪
馬
長
麟

の
戸
数
と
は
略
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
原
論
文
に

述
べ
た
よ
う
に
、
投
馬
肥
と
邪
馬
蟹
国
と
で
は
戸
数
道
里
に
関
係
あ
る
記
載
形

式
が
全
く
同
一
で
区
別
が
な
い
。
「
南
至
昌
投
馬
国
一
水
行
二
十
田
」
及
び
「
可
昌

五
万
面
戸
こ
と
い
う
記
載
の
仕
方
と
、
講
至
尊
馬
蝉
の
。
灘
国
こ
及
瓢
水

行
十
臼
陸
行
一
月
」
と
い
う
記
載
の
仕
方
と
は
全
く
同
一
で
あ
っ
て
区
議
が
な

い
。
そ
れ
ら
は
不
弥
國
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
国
が
「
東
行
至
扁
鼠
走
騰
～
百
黒
偏

及
び
「
有
漏
千
慮
家
こ
と
い
っ
た
よ
う
な
形
式
で
、
里
数
と
戸
数
と
の
概
数
を

明
記
さ
れ
て
い
る
の
と
全
く
異
る
も
の
が
あ
る
。
之
は
既
考
の
と
お
り
行
程
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

事
の
解
釈
上
最
も
留
意
さ
る
べ
き
点
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
投

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

馬
国
と
邪
馬
糞
國
と
は
里
数
と
戸
数
と
の
略
載
が
な
い
と
い
・
）
点
で
全
く
隅
一

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
女
繊
国
が
邪
馬
具
岡
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら

つ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
マ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ば
、
そ
れ
が
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
邪
馬
盗
園
と
「
女
王
国
（
邪
二
塁

　
　
う
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

国
）
以
北
」
の
投
馬
照
と
は
、
こ
の
文
に
お
い
て
差
別
せ
ら
れ
、
投
馬
廻
に
つ

ヘ
　
　
へ
　
　
め
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ド
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
は
コ
月
数
道
黒
の
略
載
福
が
あ
る
の
に
、
邪
馬
島
国
に
つ
い
て
は
そ
れ
が

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
つ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
結
果
を
招
く
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
不
等
で
あ
る
。
そ

こ
で
こ
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
、
仮
に
女
王
国
以
北
は
邪
昏
乱
国
を
含
む
も

の
と
す
る
な
ら
ば
、
「
自
昌
女
王
蟻
一
以
北
、
特
置
｝
二
大
率
｛
検
昌
察
諸
国
↓
諸
国

畏
二
揮
之
一
」
と
い
う
文
章
が
尊
く
不
可
解
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
云
う
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ

も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
解
釈
で
は
邪
馬
毫
国
は
女
王
簸
以
北
の
諸
芸
中
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

属
す
る
か
ら
、
み
ず
か
ら
お
い
た
一
大
率
の
検
察
の
下
に
立
っ
て
之
を
畏
正
し

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
こ
と
に
な
り
、
奇
怪
至
極
な
結
果
を
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
戸
数
道
里
の

ぬ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
る
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ

略
載
」
と
い
う
条
件
を
考
慮
し
な
か
っ
た
従
来
の
諸
説
が
、
問
題
に
す
べ
き
こ

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

と
を
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
之
に
よ
っ
て
判
明
す
る
と
と
も
に
、
邪

へ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
へ
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヵ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

馬
豪
国
と
女
王
国
と
を
同
一
視
す
る
説
が
、
之
に
よ
っ
て
危
う
く
な
っ
て
く
る

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
も
開
白
で
あ
る
。

　
邪
馬
算
出
を
以
て
女
王
国
な
り
と
す
る
見
方
は
、
こ
の
国
に
つ
い
て
「
女
王

之
所
レ
都
」
と
い
う
説
明
が
つ
い
て
い
る
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
邪
絶

壁
国
に
女
王
の
都
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
女
王
国
の
首
府
が
こ
の
国
に
在

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
る
。
女
王
国
全
部
を
邪
三
鷹
圃
の
領
土
で
あ

っ
た
と
い
う
判
断
を
立
て
る
材
料
に
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両

者
を
同
一
視
し
或
は
一
体
視
す
る
見
解
が
こ
れ
ま
で
有
力
で
あ
っ
た
の
は
、
次

の
重
要
な
一
文
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
行
程
記
寓
が
そ
の
最
後
に
至

っ
て
、
「
自
レ
郡
至
昌
女
王
国
一
万
二
千
余
里
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
っ

て
、
入
は
女
王
国
を
邪
馬
出
国
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
つ
で
、
初
め
て
こ
の

文
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
従
来
広
く
行
わ
れ
た
見

解
で
あ
る
。
だ
が
果
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
輿
レ
郡
至
一
女
王
国
こ
が
帯
方
郡
の
酋
府
…
の
所
在
地
か
ら
、
女
王
国
の
酋
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．
府
の
所
在
地
ま
で
の
距
離
を
さ
す
も
の
と
解
釈
し
う
べ
き
こ
と
は
既
述
の
奴
し

で
あ
る
。
夫
余
と
抱
婁
国
と
は
境
を
接
し
な
が
ら
、
相
去
る
こ
と
千
余
里
だ
つ

た
と
云
う
の
は
、
両
国
の
首
府
の
所
在
地
の
距
離
を
は
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

う
　
　
　
り
　
　
　
ゐ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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へ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

法
的
に
両
国
間
の
距
離
を
語
る
に
は
、
両
国
の
首
府
の
間
の
距
離
で
あ
る
の
が

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し

原
則
で
あ
っ
た
の
に
総
論
な
い
。
　
だ
か
ら
「
自
レ
郡
至
一
女
王
国
こ
と
云
う
場

ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ

禽
も
、
差
等
郡
と
女
王
国
と
の
首
府
の
間
の
距
離
を
云
っ
た
の
で
あ
る
。
撃
方

郡
の
海
岸
か
ら
の
距
離
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
女
王
国
と
邪
馬
黒
表
と
が
同
一

で
あ
っ
て
、
　
「
至
剛
女
王
国
こ
と
「
至
昌
邪
馬
立
国
一
」
と
は
同
義
で
あ
る
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
。
邪
馬
璽
国
は
女
王
国
の
首
府
の
所
在
地
で
は
あ
っ
て
も
、

女
王
國
霞
体
で
は
な
か
っ
た
。
帯
方
郡
と
薫
え
ば
、
郡
名
が
郡
な
る
行
政
区
と

郡
の
首
府
と
を
同
時
に
意
味
し
た
。
こ
の
こ
と
は
魏
志
の
東
沃
沮
伝
に
漢
の
武

帝
の
元
封
元
年
に
朝
鮮
を
伐
ち
、
其
の
地
を
分
っ
て
四
郡
を
お
き
「
以
二
業
沮

む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

城
｝
為
二
玄
菟
郡
こ
と
あ
る
の
を
見
て
類
推
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
郡
は
地
方
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ミ
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り

区
で
あ
る
と
同
時
に
城
府
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
女
王
麟
の
場
合
も
同
様
に
女
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王
国
の
名
に
お
い
て
、
女
王
国
の
首
府
た
る
女
王
の
居
城
を
指
し
た
の
で
あ
っ
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ヘ
　
　
　
へ

て
、
邪
馬
簾
園
を
女
王
騒
と
云
っ
た
の
で
は
な
い
。
邪
馬
盗
国
は
女
王
岡
の
中

へ
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心
と
な
っ
て
諸
国
を
統
合
し
た
最
も
有
力
な
大
国
た
る
に
す
ぎ
ぬ
。

　
女
王
国
を
地
理
的
に
説
明
す
る
材
料
は
な
お
「
女
王
園
東
渡
レ
海
千
余
里
、
復

有
レ
国
、
皆
碧
羅
」
　
と
い
う
九
州
以
東
に
つ
い
て
書
か
れ
た
実
に
貴
重
な
一
文

で
あ
る
。
「
渡
レ
海
千
余
里
」
は
倭
人
飯
の
初
の
対
馬
や
一
支
の
誤
審
に
も
見
え

る
文
体
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
女
王
国
が
九
州
東
海
岸
ま
で
及
ん
で
お
り
、
そ

の
海
岸
か
ら
海
を
渡
る
こ
と
千
畑
里
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
邪
推
誉
園
が
有
明

湾
沿
岸
の
山
門
郡
或
は
今
の
大
和
町
の
地
方
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
考
の
と
お
り

で
あ
る
が
、
そ
の
邪
馬
璽
国
を
盟
主
に
し
た
女
王
国
は
九
州
策
海
岸
ま
で
達
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
管
見
で
は
邪
絶
尽
国
の
東
に
、
邪
馬
国
が
邪
馬
豪
国
に
東

に
接
し
て
同
じ
筑
後
の
八
女
郡
の
地
に
あ
り
、
為
暦
国
が
邪
馬
国
の
菓
北
に
接

し
て
同
じ
く
筑
後
の
生
葉
郡
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
東
の
豊
後
で
は
躬
露

国
が
球
宴
郡
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
肥
後
の
菊
地
郡
が
好
古
都

国
に
当
る
な
ら
、
之
も
有
明
湾
と
問
題
の
女
王
国
の
東
海
爆
と
の
闘
に
あ
っ
た

　
　
　
　
註

こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
多
く
の
国
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
女
王
国
の
東
海
岸
で

海
を
渡
る
こ
と
千
余
得
に
黒
地
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
対
馬
国
や
障
壁
国
の
渡

海
千
余
得
の
距
離
に
比
較
す
る
と
、
豊
後
水
道
の
東
酉
両
岸
の
閻
の
距
離
を
倭

人
の
言
に
基
づ
い
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
西
方
の

女
王
国
海
岸
は
佐
賀
関
以
南
の
董
後
の
海
岸
で
あ
る
。
臼
杵
湾
や
佐
伯
湾
の
地

帯
で
あ
る
。
東
岸
即
ち
女
王
国
の
対
岸
は
三
崎
半
島
以
南
の
伊
豫
で
あ
っ
て
、

今
日
で
は
策
・
西
・
爾
・
北
の
宇
和
郡
の
地
方
に
当
り
、
宇
和
島
湾
を
ひ
か
え

て
い
る
。
こ
の
両
岸
の
距
離
が
千
余
里
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
両
地
方
の
問
に

交
通
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
し
て
こ
の
倭
人
伝
の
記

事
は
豊
後
水
道
及
び
そ
の
北
端
の
豊
豫
海
峡
を
通
過
し
て
、
倭
人
の
船
が
彼
来

し
て
い
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
記
事
で
あ
る
。
女
王
国
が
九
弼
の
東
海
岸
に
ま
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で
拡
が
っ
た
大
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
、

　
女
王
陶
が
そ
の
よ
5
な
大
国
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
は
、
な
お
次
の
記
述
か

ら
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
魏
志
は
鞍
馬
国
以
下
二
十
一
羅
馬
を
列
挙
し

て
、
最
後
に
「
次
有
蓋
奴
岡
嚇
此
女
王
境
界
所
F
尽
、
其
南
有
二
戸
奴
国
こ
と
書

い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
魏
に
通
じ
て
い
た
三
十
国
か
ら
既
に
記
述
さ
れ
た
諸

圏
を
除
く
残
余
の
国
々
で
あ
っ
た
と
思
え
る
の
で
、
そ
の
最
後
に
見
え
る
奴
圏

は
伊
都
国
の
東
南
百
黒
に
あ
っ
た
と
、
い
う
雪
国
の
繰
返
し
で
は
な
い
と
云
わ
ざ

る
を
え
な
い
し
、
狗
奴
国
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
女
王
国
と
戦
う
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
マ

た
爾
方
の
釜
煎
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
古
代
の
熊
県
を
以
て
故
地
と
す
る
異
国

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
云
い
か
え
る
と
倭
人
か
ら
熊
と
仇
名
さ
れ
た
種
族

の
有
し
た
国
で
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
は
肥
後
の
南
部
山
岳
地
帯
を
占
め
る
球
摩

郡
の
地
方
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
っ
た
と
す
る
と
女
王
国
は
珠
摩
郡
の

北
境
に
あ
っ
た
と
い
5
奴
国
を
、
そ
の
南
部
の
国
境
に
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
邪
馬
上
闘
と
こ
の
隣
国
と
の
間
に
は
、
鬼
長
剣
が
肥
後
の
菊
地
郡
城
野

郷
で
あ
り
、
巴
利
国
が
同
じ
く
肥
後
の
託
麻
郡
波
良
郷
で
あ
り
、
娠
奴
国
が
同

じ
く
肥
後
の
由
本
郡
の
佐
野
郷
か
も
知
れ
ぬ
。
「
不
レ
属
扁
虻
王
一
」
と
は
、
女
王

の
支
配
に
属
し
な
い
こ
と
を
云
い
、
女
王
の
名
は
女
王
国
を
意
味
し
た
と
さ
え

云
え
よ
5
。
こ
の
こ
と
は
保
儒
國
に
つ
い
て
も
云
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
　
「
又

有
昌
保
如
上
嚇
在
扁
其
南
両
人
長
三
閥
尺
、
去
晶
女
王
一
四
千
出
職
」
と
あ
る
の
も
、

女
蓋
は
女
王
園
で
あ
り
、
そ
の
女
王
濁
は
こ
れ
ま
で
述
べ
来
っ
た
女
王
連
含
国

家
で
あ
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
q

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
女
王
国
は
女
王
卑
弥
呼
を
盟
主
に
い
た
だ
い
た
連
合
陵

家
で
あ
っ
た
。
邪
馬
蝉
国
は
女
王
が
い
た
所
で
あ
り
、
従
っ
て
恐
ら
く
こ
の
國

が
連
合
国
家
を
ひ
き
い
る
中
心
国
家
で
あ
っ
た
の
に
相
違
な
か
ろ
う
が
、
女
王
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国
と
邪
馬
豪
国
と
を
混
同
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
女
王
国
に
広
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狭
二
義
が
あ
る
と
い
う
説
も
よ
く
な
い
。
広
義
で
は
卑
弥
呼
を
立
て
て
共
同
の
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女
王
に
し
た
諸
国
か
ら
な
る
連
合
国
家
で
あ
る
が
、
狭
義
で
は
邪
馬
藍
国
で
あ

ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
と
説
く
が
如
き
は
疑
問
の
解
決
を
混
乱
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
。

　
上
記
の
所
論
を
強
化
す
る
理
由
が
な
お
一
つ
あ
る
。
．
そ
れ
は
「
箏
曲
女
王
面
一

以
北
」
が
ど
こ
で
あ
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
上
に
説
き
来
っ
た
女
王
国
連
邦

の
北
に
位
置
し
た
の
で
あ
る
。
「
自
白
女
王
国
一
以
北
」
に
つ
、
い
て
は
二
つ
の
規
定

的
表
示
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
「
無
品
女
王
国
一
以
北
、
其
戸
数
道
理
可
昌
略
書
こ

で
あ
っ
て
、
こ
の
文
の
解
釈
は
原
論
文
で
特
に
重
き
を
お
い
た
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
之
は
戸
数
道
黒
の
略
載
の
あ
る
諸
国
が
「
自
昌
女
王
圏
一
以
上
」
だ
と
い
う

意
味
で
あ
る
か
ら
、
諸
国
の
位
置
の
地
理
的
記
述
で
あ
る
と
云
い
う
る
。
他
の

一
つ
は
「
自
晶
女
王
国
一
以
北
、
特
立
一
一
大
獄
粗
塗
昌
察
諸
国
こ
で
あ
る
が
、

之
は
こ
の
地
方
の
諸
国
が
一
大
率
の
き
び
し
い
検
閲
と
査
察
の
下
に
立
っ
て
い

た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
国
に
奏
す
る
政
治
的
或
は
法
制
的
記
述
で
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あ
る
と
云
い
う
る
。
　
「
自
＝
女
王
国
一
以
北
」
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
の
地
域
で
あ

セ
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へ

る
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
そ
の
特
殊
性
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
女
王
圏
と
邪
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ヤ

蘭
留
爾
と
を
同
視
し
た
結
畏
で
あ
一
9
、
殊
に
「
道
里
と
芦
数
の
略
載
」
と
い
う

へ
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た

条
件
的
記
載
を
軽
視
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
う
。
最
初
に
掲
げ
た
「
世
有
レ
王
、

三
斜
鵡
属
女
王
濁
一
」
と
い
う
伊
都
国
は
女
王
国
に
統
属
し
た
の
で
あ
る
が
、
女

王
国
の
統
属
の
下
に
立
つ
と
い
う
組
織
は
伊
都
國
に
お
か
れ
た
一
大
率
の
下
に
r

立
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
伊
都
国
に
は
「
自
昌
女
王
国
｝
以
北
」
の
地
方
に
あ

っ
た
諸
繍
を
統
率
す
る
任
務
を
有
し
た
一
個
の
機
関
が
あ
っ
て
、
諸
圏
は
そ
の

統
率
に
服
属
す
べ
き
関
係
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
伊
都
岡
に
限
ら

ず
、
　
「
自
一
㎜
女
王
国
｝
以
北
」
の
諸
國
は
す
べ
て
こ
の
一
大
率
を
通
じ
て
、
女
王

麟
に
統
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
伊
都
国
は
歴
史

約
に
特
に
女
王
濁
に
対
す
る
統
属
が
緊
密
で
あ
り
、
殊
に
一
大
率
が
こ
こ
に
お

か
れ
て
お
り
、
大
陸
請
岡
の
使
節
の
駐
在
地
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、

特
に
こ
の
圏
の
王
が
代
々
女
王
国
に
統
属
し
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
の
だ
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ろ
う
。
私
は
こ
れ
ま
で
女
王
齪
を
連
合
国
家
又
は
連
邦
と
よ
ん
で
来
た
が
、
之
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は
、
甚
だ
近
代
的
感
覚
を
伴
う
概
念
で
あ
る
か
ら
、
異
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
方
も
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あ
る
で
あ
ろ
う
。
全
く
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
現
は
も
ち
ろ
ん
女
王

へ
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国
の
最
も
形
式
的
な
規
定
の
仕
方
で
あ
る
。
だ
が
一
応
そ
の
よ
う
に
規
定
し
て

お
か
な
い
と
こ
の
国
の
本
質
の
検
討
を
更
に
前
進
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
女
王
国
及
び
「
自
（
女
王
国
一
以
北
」
の
法
学
約
研
究
殊
に
そ
の
実

体
が
果
し
て
俺
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
ま
だ
正
当
な
解
決
の
レ
ー
ル
に
の
っ

て
い
る
と
は
雪
え
ぬ
。
之
に
つ
い
て
は
既
記
の
と
お
り
別
に
近
稿
を
発
表
す
る
。

．．1．

ノ、

戸
数
道
里
略
載
の
客
観
性

　
　
「
自
晶
女
王
国
一
以
北
、
笹
戸
懸
道
璽
可
二
葛
藤
こ
の
解
釈
を
重
ん
じ
た
こ
と

は
、
原
論
文
の
一
特
色
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
「
距
離
を
客
観
的
な
塁
数
で
示

す
と
正
確
で
あ
る
が
日
数
は
主
観
的
で
正
確
で
な
い
。
こ
と
に
海
上
の
水
行
に

お
い
て
慮
り
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
ち
な
み
、
倭
人
伝
に
見
え
る
戸
数
難

曲
の
客
観
性
の
問
題
に
つ
い
て
＝
齊
し
よ
う
。
距
離
を
里
数
で
示
す
こ
と
が
客

観
酌
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
日
数
は
道
路
の
良
否
と
歩
行
の
遅
速

と
に
よ
つ
て
一
定
し
な
い
。
殊
に
海
上
で
も
陸
地
で
も
舟
船
に
よ
る
航
行
と
な

る
と
、
舟
船
の
大
小
構
造
、
そ
の
操
運
の
技
術
、
波
浪
風
波
潮
流
の
強
弱
な
ど

の
諸
要
因
が
関
係
す
る
の
で
、
同
じ
舟
を
同
じ
人
が
操
作
し
て
も
航
行
ご
と
に

、
所
要
日
数
に
相
違
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
こ
と
を
講
算
に
入
れ
る

と
、
距
離
が
里
数
で
表
示
さ
れ
て
い
る
と
客
観
的
に
正
確
で
信
用
が
お
け
る
が
、

日
数
で
は
い
わ
ば
歩
行
車
行
又
は
舟
行
船
行
の
当
人
の
主
観
に
よ
っ
て
距
離
を

語
る
の
類
で
あ
っ
て
、
客
観
的
泥
確
を
期
し
が
た
い
。
倭
人
飯
は
魏
や
帯
方
郡

か
ら
は
、
ま
こ
と
に
遼
遠
の
倭
地
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
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記
述
の
正
確
控
は
誰
し
も
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
行
程
記
事
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こ
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ど
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い
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が
望
ま
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。
こ
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限
界
点
を
示
し
た
文
章
が
前
承
の
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「
宿
昌
女
王
圏
一
以
北
、
其
戸
数
道
面
可
鳳
略
載
こ
と
い
う
瀧
述
で
あ
る
。
そ
う
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し
て
「
戸
数
這
里
の
略
載
」
と
い
う
要
件
を
詳
し
く
吟
昧
す
る
と
、
そ
の
結
果

は
既
考
の
如
く
不
弥
顯
ま
で
は
要
件
に
適
合
す
る
が
、
投
馬
限
と
邪
馬
盗
．
國
と

は
こ
の
要
件
を
備
え
て
い
な
い
。
そ
う
し
て
女
王
演
な
る
も
の
の
領
域
を
詳
し

く
調
べ
る
と
そ
れ
は
一
個
の
連
会
國
家
で
あ
っ
て
邪
馬
毫
悶
で
ば
な
く
、
ま
た

「
脅
漏
女
王
国
一
以
北
」
は
ま
さ
に
不
弥
国
ま
で
を
限
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
、
両
側
面
か
ら
の
考
察
は
一
致
す
る
結
果
を
見
た
の
で
あ
る
。
従

※
な
ぜ
こ
の
重
要
な
詑
載
が
見
の
が
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
邪
馬
面
麟
を
女
王

瞬
と
閥
面
す
る
気
持
が
存
在
し
て
い
た
う
え
に
、
　
「
難
壁
蓼
国
遠
絶
不
レ
可
昌
得

詳
一
」
と
い
う
文
が
之
を
手
伝
う
て
い
た
も
の
と
思
う
。
だ
が
邪
雨
露
掴
と
女

王
国
と
を
同
視
し
な
が
ら
「
欝
昌
女
王
園
一
以
北
」
に
関
す
る
前
掲
の
二
つ
の
文

を
読
む
と
、
救
い
が
た
い
矛
盾
に
お
ち
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
勢
糊
と
い
う
言
葉
は
如
上
又
は
近
圏
の
義
で
あ
る
が
、
　
「
共
余
亡
国
」
は

不
弥
圏
ま
で
の
「
自
扁
女
王
国
一
以
北
」
の
諸
潤
の
券
国
を
云
う
の
で
あ
り
、

「
遠
絶
偏
と
い
う
の
は
魏
や
脇
方
郡
か
ら
遠
遠
で
あ
る
こ
と
を
雪
う
の
で
あ
る
。

爽
を
い
え
ば
不
弥
園
は
も
と
よ
り
、
近
国
で
も
傍
都
国
で
も
潤
様
の
意
味
で
遠

絶
の
地
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
魏
や
帯
方
郡
の
使
節
は
伊
都
国
ま
で
赴
い
て
之
に

駐
在
し
、
奴
国
や
不
護
国
は
伊
都
国
に
近
い
の
で
道
里
戸
数
を
確
か
め
る
こ
と
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が
で
き
た
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
投
馬
飼
や
邪
丸
紅
に
つ
い
て
は
、
到
底
之

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
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、
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、
　
、
　
、
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、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

に
赴
く
こ
と
あ
た
わ
ず
、
僅
に
倭
人
か
ら
陵
行
や
水
行
の
所
要
日
数
を
聞
い
て
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ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

参
考
に
す
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
二
つ
の
園
慧
「
其
余
勢
羅

も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
う
　
　
う
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
モ
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
も
　
　
モ
　
　
ぬ

遠
絶
、
不
レ
育
謁
得
詳
一
」
の
う
ち
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
両
面
に
至
る
道
里
と

ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
リ
　
　
へ
　
　
も
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
し
　
　
ゐ
　
　
マ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
で

両
團
の
戸
数
と
に
つ
い
て
懐
い
て
は
お
く
が
、
正
確
さ
を
保
証
し
な
い
と
断
つ

う
　
　
　
つ
　
　
　
で
　
　
　
へ
　
　
　
つ
　
　
　
サ
　
　
　
た

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
之
は
懸
軍
伝
の
行
程
記
事
を
読
む
以
上
見
の
が
す

べ
か
ら
ざ
る
箇
所
で
あ
る
。

　
距
離
を
は
か
る
に
里
数
を
以
て
す
る
方
法
が
正
確
で
あ
り
、
田
数
を
以
て
す

る
の
は
正
確
で
は
な
い
。
こ
れ
は
極
め
て
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
彌
蔵
及
び
階

書
の
倭
岡
俵
を
見
る
と
「
夷
人
不
レ
知
篇
里
数
両
但
計
以
レ
日
、
其
岡
境
東
西
五

月
行
、
南
北
三
月
行
、
各
至
一
書
海
こ
と
述
べ
て
い
る
。
之
は
日
本
と
購
と
の

交
通
の
あ
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
だ
か
ら
伊
都
国
か
ら
南
方
に

向
っ
て
二
十
碍
行
の
雛
離
の
位
概
に
投
馬
剛
が
あ
る
と
か
、
陸
行
な
ら
て
月
・

水
行
な
ら
牽
日
の
位
概
に
邪
馬
憂
園
が
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん

倭
人
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
魏
人
が
実

地
に
赴
い
た
な
ら
、
必
ず
里
数
で
書
い
た
は
ず
で
あ
る
。
伊
都
国
よ
り
先
の
奴

濁
や
不
弥
掴
な
ら
ま
だ
し
も
、
投
壷
園
や
邪
馬
豪
国
に
赴
い
た
と
は
、
ど
う
し

て
も
受
取
れ
ぬ
話
で
あ
る
。
仮
に
邪
撚
掛
国
に
行
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
国
の

こ
と
を
沢
山
潜
き
立
て
た
こ
と
で
あ
ろ
う
四
女
王
卑
弥
呼
の
艦
城
に
関
す
る
略

記
の
如
．
き
は
、
倭
人
か
ら
の
債
聞
が
あ
れ
ば
沢
山
で
あ
っ
て
、
そ
の
記
載
を
以

て
、
魏
人
が
瀦
馬
豪
男
ま
で
も
赴
い
た
こ
と
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

奴
顛
や
不
能
岡
だ
つ
て
、
諸
人
が
実
地
に
赴
い
た
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

倭
人
伝
嫁
伊
都
掴
か
ら
百
塁
の
位
綬
　
に
爾
国
が
あ
る
と
説
く
の
み
で
あ
る
。
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弱
志
は
倭
に
噂
す
る
記
述
の
正
確
を
課
証
す
べ
き
は
保
証
し
、
保
証
し
が
た

き
は
保
証
し
な
い
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
証
つ
き
の

記
述
の
部
分
に
お
い
て
、
実
は
頗
る
巨
大
な
数
字
を
の
せ
て
お
る
の
で
、
到
底

僑
用
し
が
た
い
こ
と
は
、
従
来
縁
り
か
え
し
論
議
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ

の
誇
張
に
つ
い
て
こ
こ
に
詳
論
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
距
離
に
関
し
て
は
狗

邪
韓
国
以
後
の
倭
人
の
領
域
に
お
い
て
も
も
ち
ろ
ん
誇
張
さ
れ
て
い
る
が
、
韓

半
島
の
酉
潔
と
南
岸
と
を
航
行
す
る
の
に
七
千
余
里
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
既

に
誇
張
さ
れ
た
数
字
に
な
っ
て
い
る
。
魏
志
の
東
夷
伝
に
よ
る
と
、
国
歩
は
長
・

城
の
北
に
あ
っ
た
が
玄
菟
郡
を
去
る
こ
と
墨
田
、
高
句
麗
は
遼
東
の
東
千
里
、

絶
婁
は
夫
余
の
東
北
千
余
里
と
い
う
よ
う
に
、
大
体
千
里
を
単
位
に
し
て
東
夷

地
方
の
諸
大
国
の
位
置
を
は
か
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
蹴
合
の
実
際
の
距

離
を
本
に
し
て
、
韓
半
5
5
の
七
千
余
里
と
い
う
数
字
に
接
す
る
と
、
明
か
に
ひ

ど
い
誇
大
な
数
字
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
調
子
で
狗
邪
韓
岡
対
馬
問
、

対
馬
一
支
闘
、
一
戸
末
廉
闘
を
何
も
千
余
毘
だ
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
三

詣
は
同
一
で
は
な
く
観
本
里
で
狗
邪
韓
隔
対
馬
間
は
六
十
五
里
、
対
馬
一
癖
国

間
は
四
十
一
里
、
一
些
末
慮
間
は
二
十
三
里
程
度
で
あ
る
か
ら
、
三
・
二
・
一

の
比
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
倭
地
を
進
む
に
及
ん
で
誇
張
が
累
准
…
し
た

格
好
に
な
っ
て
い
る
。
伊
都
国
か
ら
邪
馬
豪
國
ま
で
睦
行
で
一
箇
月
を
要
し
、

水
行
で
は
十
日
を
要
し
た
と
あ
る
が
、
陵
行
を
里
数
に
な
お
す
と
既
考
の
ご
と

く
、
叉
後
文
に
再
考
す
る
と
お
り
千
五
百
羅
に
な
る
。
水
行
十
日
が
ど
れ
ほ
ど

の
里
数
で
あ
っ
た
か
は
計
算
全
く
不
可
能
で
あ
る
が
、
狗
奴
瞬
は
伊
都
岡
か
ら

水
行
二
十
日
の
南
方
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
邪
馬
憂
心
よ
り
も
更
に
水
行
十
日
ほ

ど
南
方
に
あ
っ
た
と
い
う
勘
定
に
な
る
。
そ
の
よ
5
な
わ
け
で
倭
人
の
国
は
南

へ
南
へ
と
延
び
て
い
た
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
白
鳥
博
士
は
倭
人

伝
に
お
け
る
距
離
の
誇
張
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

　
「
帯
方
の
郡
治
か
ら
倭
の
北
部
地
方
ま
で
一
万
七
百
麗
質
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
仮
に
他
の
方
向
に
当
て
は
め
て
見
る
と
、
魏
の
都
洛
陽
か
ら
西

方
遙
か
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
亀
藪
や
単
車
の
あ
た
り
ま
で
の
里
数
と
な
る
。
こ

の
過
大
な
数
字
は
果
し
て
ど
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
日
程

と
て
も
同
様
で
あ
る
。
倭
人
伝
の
文
面
を
そ
の
ま
ま
に
解
す
れ
ば
、
耶
馬
豪
国

は
九
州
の
南
方
遙
か
の
地
域
に
在
っ
て
、
会
稽
・
東
冶
の
東
に
曇
る
と
い
ふ
処

ま
で
離
れ
て
み
る
国
と
解
せ
ら
れ
、
そ
の
日
程
が
過
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

言
を
倹
た
ぬ
。
云
々
」
。
　
白
鳥
博
士
は
伊
都
繭
か
ら
邪
馬
豪
国
ま
で
の
行
程
記

事
を
連
続
的
に
読
ん
で
い
ら
れ
る
か
ら
、
伊
都
国
以
後
の
蔀
分
に
つ
い
て
は
管

見
と
大
に
穣
溢
す
る
が
、
既
に
不
弥
圏
に
釜
る
ま
で
の
一
万
七
百
余
里
が
、
魏

の
都
洛
陽
か
ら
西
方
蓬
か
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
三
千
や
子
闘
の
あ
た
り
ま
で
の

里
数
と
な
る
と
云
わ
れ
て
い
る
距
離
の
兇
積
を
、
帯
方
郡
か
ら
南
方
に
お
し
進

め
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
も
悠
に
会
稽
東
冶
の
東
、
即
ち
今
の
台
湾
に
近
い
辺
ま

で
達
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
韓
半
島
の
南
岸
は
策
行
ず
る
の
で
、

そ
の
部
分
は
南
方
へ
の
ば
す
わ
け
に
は
い
か
ぬ
が
、
そ
の
か
わ
り
伊
都
凶
か
ら
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の
距
離
は
餐
国
へ
個
別
臨
列
挙
的
に
計
冷
し
、
邪
三
筆
国
へ
は
陸
行
で
一
箇
月
、

水
行
で
十
臼
、
ま
た
投
馬
国
へ
は
水
行
二
十
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
更
に
ま

た
邪
馬
壁
国
の
南
に
蔚
記
の
如
く
に
女
王
国
に
属
す
る
国
々
が
あ
っ
て
、
更
に

そ
の
南
に
狗
奴
国
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
距
離
を
推
算
す
る
と
、
邪
馬
豪
国
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む

だ
け
で
も
「
手
簡
其
道
里
嚇
籔
レ
在
扁
会
稽
東
冶
之
東
一
」
・
と
い
う
計
算
が
無
理
は

な
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

．
戸
数
に
つ
い
て
の
誇
張
に
関
し
て
も
、
鷺
烏
博
士
の
綿
密
な
計
算
が
あ
る
が
、

結
局
一
戸
あ
た
り
の
口
数
を
五
名
と
し
て
、
投
馬
瀬
の
五
万
戸
、
邪
馬
豪
国
の

七
万
戸
は
二
十
五
万
入
及
び
三
十
五
万
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
沢
田
歳
旦

氏
に
従
う
て
奈
良
購
代
の
人
口
の
推
計
を
そ
の
ま
ま
、
あ
て
は
め
て
も
到
底
実

状
を
伝
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
誇
張
し
た
数
字
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
之
は
陰
影
が
み
ず
か
ら
正
確
を
保
証
し
て
い
な
い
数
字
で
あ
る
か

ら
批
判
の
対
象
に
な
る
ま
い
と
思
う
。
蕉
確
を
保
証
し
て
い
る
伊
都
国
・
奴
国
・

不
弥
国
の
人
口
含
計
は
十
一
万
余
に
な
る
が
、
之
を
殆
ど
筑
前
の
全
体
の
人
口

と
冤
る
と
、
沢
田
暑
一
氏
が
算
出
さ
れ
た
奈
良
時
代
の
筑
前
の
人
口
九
万
二
千

七
百
に
此
し
て
、
二
万
人
足
ら
ず
多
い
こ
と
に
な
る
が
、
上
代
に
お
け
る
人
ロ

の
増
加
は
極
め
て
遅
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
誇
張
の
度
は
お
ど

ろ
く
ほ
ど
で
も
あ
る
ま
い
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
見
方
は
甘
い
よ
5

に
思
え
る
。
上
記
の
三
鴎
で
筑
前
の
金
体
を
嘗
め
た
と
は
云
え
ま
い
と
思
う
し
、

稲
作
農
業
が
水
田
に
お
い
て
生
産
を
た
か
め
た
後
の
人
口
の
．
増
加
を
、
簡
単
に

極
め
て
遅
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
な
ど
と
は
云
え
ぬ
。
む
し
ろ
急
速
に

増
加
し
て
い
く
傾
向
を
た
ど
り
、
こ
と
に
晴
鷹
か
ら
耕
作
方
法
を
学
ん
だ
後
は

そ
の
速
度
を
加
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
卑
弥
呼
が
女
王
で
あ
っ
た
三
世
紀
の
前

半
か
ら
、
奈
良
聖
代
の
計
帳
が
作
ら
れ
た
八
世
紀
の
前
半
ま
で
は
五
百
年
に
近

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
魏
志
が
正
確
を
保
証
し
た
女
王
臨
以
北
の
諸
職
で
も
奴

国
の
戸
数
二
万
に
は
誇
張
が
あ
っ
た
と
見
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
試
に
三
韓
を
見

る
と
馬
韓
に
つ
い
て
五
十
余
薫
を
あ
げ
、
大
圏
は
万
余
察
・
小
園
は
数
千
象
・

総
じ
て
十
万
余
戸
と
し
て
お
り
、
辰
韓
十
二
鯉
と
弁
韓
十
二
瞬
と
合
せ
て
二
十

四
国
に
つ
い
て
は
、
大
国
四
五
千
家
・
小
国
六
七
百
家
・
総
じ
て
四
万
戸
乃
至

五
万
戸
と
し
て
い
る
。
こ
の
比
例
で
い
く
と
、
も
し
伊
都
国
を
翰
苑
所
引
の
魏

略
に
從
う
て
一
万
橋
戸
と
し
、
奴
瞬
の
二
万
戸
と
邪
馬
豪
の
推
定
約
七
万
戸
と

を
合
す
れ
ば
約
十
万
監
置
と
な
っ
て
馬
韓
五
十
余
岡
の
総
戸
数
に
匹
敵
し
、
投

馬
岡
の
推
定
約
五
万
戸
は
辰
韓
と
弁
韓
舎
せ
た
二
十
四
箇
国
の
総
戸
数
に
匹
敵

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
韓
の
戸
数
の
正
確
度
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

海
岸
の
航
行
里
程
に
甚
だ
し
い
誇
張
の
あ
る
こ
と
は
既
考
の
と
お
り
で
あ
る
か

ら
、
三
韓
の
面
積
も
ま
た
誇
大
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
実
数
よ
り
多
く

見
積
ら
れ
て
い
た
疑
が
こ
い
。
だ
か
ら
倭
の
諸
国
の
戸
数
に
は
げ
し
い
誇
張

が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
あ
ま
り
が
あ
る
。
中
国
の
史
家
も
さ
す
が
に
芦
数
の

誇
大
に
は
閉
口
し
た
と
み
え
て
、
習
書
の
倭
人
伝
に
は
「
至
剛
魏
時
点
有
罪
三
十

麟
一
通
レ
好
、
戸
有
扁
七
万
こ
と
寵
し
、
倭
人
の
違
憲
の
戸
数
の
総
計
を
七
万
と
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し
て
い
る
。
そ
の
後
は
中
点
の
史
籍
に
戸
数
の
こ
と
は
見
え
ぬ
．

　
　
　
　
七
　
　
邪
罵
三
国
・
投
馬
国
へ
の
行
程

　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
も

　
倭
人
伝
の
行
程
記
事
は
魏
略
乃
至
魏
志
を
撰
修
せ
し
め
た
政
府
の
記
録
で
あ

や
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

り
、
法
的
な
ル
ー
ル
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
私

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

人
の
旅
行
記
の
類
と
岡
断
に
取
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
り
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ

が
瀦
馬
三
園
や
投
馬
国
に
至
る
ま
で
の
伊
都
園
か
ら
の
行
程
の
解
釈
に
関
係
が

も
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
伊
都
国
か
ら
邪
馬
窒
園
ま
で
の
行
程
は
既
考
の
如
く
言
行
で
は
一
月
、

水
行
で
は
十
目
で
あ
る
。
そ
う
し
て
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
の
首
府
の
所
鉛
筆
で

あ
っ
た
邪
馬
豪
国
ま
で
の
距
離
一
万
二
千
余
里
か
ら
、
帯
方
郡
伊
都
闘
の
一
万

五
百
余
里
を
差
引
い
た
、
残
り
の
一
千
五
百
里
が
ま
さ
に
こ
の
陸
行
一
箔
月
の

行
程
の
所
要
画
数
に
あ
た
る
と
い
う
説
は
、
俳
都
瞳
か
ら
の
欄
別
的
列
挙
的
な

行
程
記
載
説
を
成
立
せ
し
め
る
有
力
な
根
拠
に
な
る
も
の
と
思
う
が
、
榎
教
授

が
唐
六
典
巻
三
戸
部
の
条
に
「
凡
陸
上
之
行
程
、
騒
及
歩
行
一
日
五
十
里
」
と

あ
る
の
を
参
考
し
、
魏
時
代
も
同
様
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
一
月
の
行
程
は
一

千
五
百
里
に
な
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
妥
当
の
見
解
で
あ
る
と

思
う
け
れ
ぎ
も
、
立
論
の
基
礎
に
は
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
思

う
。
．
白
鳥
喜
界
は
後
漢
書
南
蛮
低
に
李
闘
駿
の
言
葉
と
し
て
「
軍
行
三
十
塁
為
レ

程
、
而
去
漏
日
南
一
九
千
余
里
、
三
百
日
万
全
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
、
三
十
日

は
軍
隊
の
脅
行
で
あ
る
か
ら
、
普
通
人
の
行
旅
の
際
ぱ
そ
れ
よ
り
十
里
多
く
瞬

十
黒
と
冤
て
、
不
弥
國
か
ら
投
馬
岡
を
経
て
邪
馬
毫
園
に
至
る
距
離
を
考
え
て

い
ら
れ
る
。
白
鳥
博
士
の
説
が
種
々
の
点
で
無
理
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は

批
判
す
る
余
裕
を
有
し
な
い
。
た
だ
普
通
人
の
行
旅
を
一
日
四
十
里
と
さ
れ
た

の
は
、
決
し
て
妥
当
だ
と
は
云
い
が
た
く
、
旧
教
擾
の
五
十
羅
説
が
正
し
い
と

云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
私
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
っ
た
根
拠
は
、
両
氏
が

引
朋
さ
れ
た
史
料
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
先
ず
後
漢
書
南
蛮
伝
に
「
軍
議
三

十
里
為
レ
程
」
と
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
法
定
の
数
宇
で
あ
っ
て
、
唐
の
六
典
が

陸
上
の
行
程
は
歩
行
一
日
五
十
里
と
定
め
て
い
る
の
と
共
に
、
根
拠
を
立
法
に

お
く
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
唐
の
六
典
の
前
記
の
箇
所
を
児
る
と
、
「
凡
陸
行

之
程
、
馬
日
七
十
塁
、
歩
竿
燈
五
十
里
扁
と
あ
っ
て
、
そ
れ
に
す
ぐ
続
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
車
三
十
里
し
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
行
程
の
数
字
に
引
き
つ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
ら
れ
る
。
車
三
十
里
と
い
う
の
は
、
兵
車
を
必
要
と
し
た
軍
隊
の
進
行
の
日

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
と
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

程
に
相
轟
す
る
と
思
う
。
だ
か
ら
之
は
後
漢
習
の
「
暴
行
三
十
里
為
レ
程
扁
と

あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
う
の
に
合
致
す
る
と
云
え
る
と
思
云
の
で
あ
る
。
果
し
て
そ
5
だ
っ
た
と
す

る
と
、
後
漢
と
唐
と
の
行
程
に
関
す
る
規
定
は
少
く
と
も
、
軍
隊
に
関
す
る
か

ぎ
り
同
一
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
進
ん
で
唐
六
典
の
歩
行

一
日
の
行
程
を
五
十
里
と
す
る
規
定
は
後
漢
で
も
同
一
だ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
考
え
る
。
書
及
び
唐
の
尺
度
及
び
里
程
に
関
し
て
は
、
先
に
足
立
喜
六

氏
の
周
審
な
研
究
が
あ
り
、
行
程
に
つ
い
て
も
両
潜
の
軽
卒
な
同
視
を
容
さ
な
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い
も
の
が
あ
り
は
譲
か
舞
う
け
れ
ど
蝉
こ
の
行
程
の
比
例
肇
掲
の
二

個
の
史
料
の
示
ナ
限
り
に
お
い
て
は
む
り
の
な
い
数
字
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
っ

た
と
す
る
と
後
漢
に
つ
づ
く
魏
の
瞳
代
に
お
い
て
も
、
歩
行
は
一
目
五
十
里
程

だ
つ
た
と
定
め
て
不
可
は
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
邪
馬
簗
圏
が

女
王
国
の
酋
府
の
所
在
地
と
し
て
、
伊
都
国
か
ら
陸
行
一
月
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
伊
都
国
か
ら
千
五
百
鑑
の
位
概
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
数

字
的
に
榎
説
の
と
お
り
伊
都
国
蓋
地
説
が
裏
付
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
陸
行
の
行
程
に
つ
い
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
次
は
水
行
の
行
程
で
あ
る
。
伊
都
国
か
ら
邪
馬
壁
岡
ま
で
が
水
行
煙
涛
で
あ

り
、
投
馬
国
ま
で
が
水
行
二
十
日
で
あ
る
と
は
、
い
か
な
る
根
拠
に
董
つ
く
の

で
あ
ろ
う
か
。
唐
六
典
を
参
考
に
し
て
水
行
に
要
す
る
一
陽
の
行
程
を
は
か
る

と
、
「
水
行
之
程
、
黒
部
懸
者
、
滑
レ
謹
直
三
十
里
、
江
四
十
里
、
余
水
四
十
五

塁
、
空
舟
折
レ
河
四
十
里
、
江
五
十
里
、
余
水
六
十
里
、
沿
流
之
舟
、
期
軽
重

同
制
、
河
日
一
百
五
十
里
、
江
一
百
里
、
余
水
七
十
里
㎏
と
な
っ
て
い
る
。
ま

ず
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
水
行
が
河
江
の
航
行
を
主
に
し
て
規
定
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
余
水
と
あ
る
の
も
湖
水
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
て
海
上
の
航
行
で
は

あ
る
ま
い
と
思
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
邪
馬
借
や
投
写
に
至
る
た
め
の
水
行
の

距
離
を
知
る
た
め
の
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
　
仮
に
こ
の
六
典
の
水
行
規
定
に

従
う
と
す
る
と
、
最
も
速
い
の
が
沿
流
の
舟
の
河
は
臼
に
一
百
五
十
塁
で
あ
る

が
、
之
だ
と
す
る
と
水
行
十
臼
で
千
五
百
里
に
な
り
、
あ
だ
か
も
陸
行
の
一
月

の
行
程
千
五
菖
里
に
根
当
ナ
る
。
だ
が
伊
都
か
ら
雅
馬
窒
ま
で
は
河
を
降
っ
て

至
り
う
る
行
程
に
は
な
り
え
な
い
。
筑
後
川
を
降
る
と
す
れ
ば
、
筑
前
を
す
ぎ

て
筑
後
に
は
い
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
の
で
、
陸
行
三
十
日
に
対
賢
さ
れ
た

水
行
十
日
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
水
行
一
日
首
五
十
里
と
い
う
の
は
、
河

の
流
に
沿
う
て
下
る
最
も
速
い
場
合
の
行
程
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
っ
て
十
瞬
は

千
五
百
里
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
他
の
水
行
の
里
程
な
ど
は
問
題
に
な
ら
ぬ
。
そ

う
だ
と
す
る
と
水
行
島
田
が
い
か
な
る
根
繊
…
に
も
と
つ
く
数
字
で
あ
る
か
、
疑

問
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
上
都
国
か
ら
発
す
る
水
行
の
路
と
い
え
ば

海
路
以
外
に
は
な
い
。
伊
都
か
ら
西
に
向
っ
て
航
行
し
、
九
州
の
西
海
岸
に
出

で
、
彼
杵
半
島
を
迂
回
し
、
早
崎
瀬
戸
を
経
て
有
明
湾
に
入
り
、
そ
の
菓
北
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
へ

の
邪
馬
台
に
達
す
る
と
い
う
順
路
を
と
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
こ
の
航
海
に
要

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
日
数
が
水
行
十
β
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
陸
行
に
要
す
る
三
十
属
と

ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ろ
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

は
明
ら
か
に
計
算
の
根
拠
を
異
に
し
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

生
ず
る
疑
問
は
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
は
何
を
根
拠
に
し
て
番
か
れ
た
数
字
で
あ

ち
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ゐ
　
も
　
ヘ
　
へ
　
っ
　
ハ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
モ

ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
投
馬
首
に
至
る
航
海
で
も
云
え

ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
う

る
こ
と
で
、
水
行
二
十
日
の
根
拠
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
之
を

考
え
る
と
き
は
勢
い
、
伊
都
国
に
お
い
て
郡
使
が
倭
人
か
ら
聞
い
た
両
地
に
至

る
海
路
の
二
塁
が
こ
こ
に
露
出
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
が
わ

き
お
こ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
が
参
考
し
う
る
唯
一
の
材
料
は
延
喜
式
巻
二
十
四
主
計
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上
に
見
え
る
海
路
の
行
程
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
臼
本
の
令
で
は
、
港
三
十

六
の
公
式
令
行
程
の
条
に
陸
行
の
み
を
規
定
し
て
「
馬
臼
七
十
里
、
歩
五
十
里
、

車
三
十
黒
」
と
し
て
い
る
こ
と
唐
六
典
の
ま
る
う
つ
し
で
あ
る
。
水
行
に
つ
い

て
は
何
の
定
も
な
い
が
、
集
解
の
跡
説
で
は
「
船
行
程
将
レ
有
晶
別
式
こ
と
し

て
い
る
。
主
計
式
の
海
路
規
定
の
如
き
は
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
尊

閣
で
は
陸
上
の
河
江
に
お
け
る
水
行
の
規
定
が
重
要
で
あ
っ
た
の
に
、
海
上
の

行
程
に
つ
い
て
は
規
定
す
る
必
要
を
発
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
我
が
岡
で
は
そ

の
逆
で
あ
っ
た
。
主
計
上
式
に
は
諸
国
か
ら
京
に
向
っ
て
調
・
膳
・
中
男
作
物

を
輸
送
す
る
に
要
す
る
日
数
を
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
各
国
に
つ
い
て
陸
路
と

海
路
の
い
ず
れ
か
｛
つ
、
爾
路
あ
る
も
の
は
両
者
に
関
し
て
行
程
日
数
を
か
か

げ
て
い
る
が
、
陸
路
に
つ
い
て
は
京
へ
上
る
た
め
の
臼
数
と
京
か
ら
下
る
た
め

の
疑
数
と
を
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
海
路
は
上
下
の
別
を
設
け
ず
一
個
の
臼

…数

ﾌ
み
を
か
か
げ
て
い
る
。
い
霞
こ
こ
で
知
り
た
い
の
は
海
路
の
日
数
が
い
か

な
る
行
程
を
示
す
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
海
路
の
便
の
あ
る
圏
に
つ
い
て
の
み

載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
瀬
戸
内
海
沿
燦
の
諸
瞬
に
は
、
多
く
は
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

陸
路
の
ほ
か
に
海
路
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
海
路
の
日
数
に
つ
い

も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
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ヘ
　
　
　
ヤ
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へ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
二
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
海
路
は
単
に
海
上
の
日
数
の
み
で
あ
り
、

ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
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ヤ
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へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

陸
上
の
日
数
は
い
っ
さ
い
含
ま
な
い
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
二
は
そ

ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
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ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
へ

れ
は
往
復
の
日
数
で
あ
る
か
、
片
道
の
同
数
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。
こ
の
疑

澗
に
答
え
る
た
め
諸
国
の
記
載
を
銘
潤
し
て
吟
味
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
海

路
の
み
あ
げ
た
例
と
し
て
は
壱
破
嶋
か
ら
太
宰
府
ま
で
を
「
海
路
行
程
三
塁
」

と
し
、
対
馬
嶋
か
ら
は
門
海
路
行
程
四
臼
」
と
し
て
い
る
。
両
嶋
の
輸
送
使
は

肥
前
に
上
陸
ぜ
ず
、
筑
前
の
博
多
に
上
陸
し
た
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
筑
前
国
に

つ
い
て
は
「
去
レ
府
行
程
詩
嚢
」
と
あ
っ
て
上
下
の
別
は
な
い
。
だ
か
ら
両
親

か
ら
の
行
程
は
こ
の
筑
前
国
に
お
け
る
行
程
を
も
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
九
州
の
他
の
岡
は
す
べ
て
太
宰
鰐
ま
で
の
行
程
に
上
下
の
区
珊
を
立
て
て

い
る
の
に
対
し
、
筑
前
国
で
は
こ
の
区
別
を
立
て
て
い
な
い
の
は
、
行
程
一
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

が
上
下
を
含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
っ
た
と
す
る
と
聖

地
・
対
馬
か
ら
太
宰
府
に
至
る
行
程
も
、
上
下
の
両
行
程
を
含
ん
で
い
た
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
理
に
従
い
延
喜
式
に
よ
つ
て
平
安
時
代
の
海
上

航
路
に
均
す
る
法
定
の
日
数
を
算
製
す
る
に
は
、
式
の
海
路
行
程
か
ら
陸
路
に

要
す
る
日
数
を
引
い
て
、
残
っ
た
田
数
を
二
分
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
例
え
ば
佐
渡
か
ら
の
海
路
四
十
九
爲
は
敦
賀
ま
で
は
海
路
で
あ
と
は
陸
路

を
と
っ
た
往
復
日
数
で
あ
ろ
・
）
か
ら
、
仮
に
越
前
国
の
陸
路
の
行
程
上
巻
日
下

四
日
を
合
せ
た
十
一
臼
を
そ
れ
か
ら
引
く
と
残
三
十
八
日
が
海
上
の
往
復
日
数

で
あ
り
、
片
道
は
そ
の
半
分
の
十
九
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
試
に
海

路
十
日
に
近
い
国
を
求
め
る
と
、
長
門
国
か
ら
の
海
路
二
十
三
日
が
参
考
に
な

　
　
　
　
　
　
註
A

る
。
長
門
の
国
府
は
海
岸
の
長
府
に
あ
っ
た
か
ら
海
ま
で
の
日
数
を
要
し
な
か

っ
た
こ
と
と
し
、
ま
た
難
波
か
ら
京
ま
で
の
往
復
の
陸
路
は
規
定
ど
お
り
一
日

を
引
く
こ
と
に
す
る
と
、
二
十
二
日
が
瀬
戸
内
海
の
往
復
行
程
で
あ
る
か
ら
、
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そ
の
半
分
の
十
一
日
が
平
安
時
代
に
お
い
て
瀬
戸
内
海
を
東
西
に
航
行
す
る
に

要
し
た
公
定
の
日
数
だ
つ
た
い
う
こ
と
に
な
る
。
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右
は
平
安
晦
代
の
内
海
の
行
程
で
あ
る
か
ら
、
古
く
六
世
紀
も
遠
く
は
な
れ
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も
　
　
ね

た
三
世
紀
の
九
州
沿
潔
に
お
け
る
外
海
の
水
行
日
数
を
考
え
る
う
え
に
、
ど
れ
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ほ
ど
役
立
つ
か
疑
闇
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
投
馬
国
が
伊
都
国
の
南
水
行
二
十
日

へ
　
　
し
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の
位
置
に
あ
り
、
邪
馬
蟹
国
が
同
じ
く
南
水
行
十
日
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う

ヘ
　
　
へ
　
　
り
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場
合
の
両
国
の
位
暇
を
、
・
石
の
海
路
の
日
数
を
参
考
に
し
て
考
え
る
と
い
う
こ

や
　
　
　
マ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
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う
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
は
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。

　
延
喜
式
の
海
路
の
う
ち
十
臼
に
近
い
行
程
を
求
め
る
と
、
前
記
の
よ
う
に
長
．

門
の
圏
府
の
駈
在
地
か
ら
瀬
戸
内
海
の
島
々
の
間
を
た
ど
っ
て
大
阪
に
至
る
ま

で
が
十
一
日
で
あ
っ
た
。
之
は
伊
都
国
か
ら
邪
馬
壁
園
ま
で
が
水
行
十
日
で
あ

っ
た
と
い
う
倭
人
伝
記
載
行
程
と
比
較
し
て
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
は
前

者
よ
り
も
一
日
少
い
。
邪
馬
璽
国
も
伊
都
国
も
海
燦
で
あ
っ
た
が
、
水
行
の
行

程
が
陸
路
を
三
婆
に
入
れ
て
い
た
か
否
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
倭
人
か
ら
聞

い
た
日
数
だ
つ
た
と
す
る
と
、
恐
ら
く
鞘
寄
の
海
港
か
ら
海
港
ま
で
の
日
数
で

　
　
　
　
　
　
註

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
っ
た
と
す
る
と
、
伊
都
の
海
港
で
あ
っ
た
と
思
え

る
今
日
の
福
岡
県
前
漂
町
を
発
し
て
西
航
し
、
九
州
西
岸
を
め
ぐ
っ
て
、
有
明
湾

に
入
り
、
邪
馬
毫
国
の
あ
っ
た
今
臼
の
大
和
町
に
達
す
る
ま
で
の
日
数
と
前
記

の
瀬
戸
内
海
の
日
数
と
が
ほ
ぼ
相
近
い
こ
と
に
な
る
。
詳
細
な
計
算
は
到
底
不

可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
水
行
を
比
較
す
る
と
、
倭
人
の
方
が
平
安
朝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
A

官
入
よ
り
も
相
当
長
い
日
数
を
要
し
た
こ
と
に
疑
は
な
い
。
投
馬
国
は
日
向
の

妻
だ
ろ
う
が
、
既
考
の
と
お
り
海
路
が
遠
い
上
に
途
中
に
難
所
が
多
い
の
で
、

邪
馬
塞
国
ま
で
の
水
行
の
二
倍
の
貝
数
を
要
し
た
勘
定
に
な
る
の
に
む
り
は
な
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い
。
だ
か
ら
伊
都
国
か
ら
両
国
へ
の
水
行
の
田
数
は
、
倭
人
か
ら
聞
い
た
日
数
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ヘ
　
　
へ

を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
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う
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ヘ
　
　
ヘ
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魏
志
が
倭
人
か
ら
聞
い
た
水
行
の
貝
数
に
手
を
茄
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

理
由
は
、
次
項
で
説
明
す
る
よ
う
に
そ
の
行
程
記
事
が
陸
行
京
位
で
あ
っ
た
か

、
、
、
、
霰
B

ら
で
あ
る
。
た
だ
二
十
爾
及
び
十
臼
と
い
う
整
数
を
そ
の
ま
ま
受
取
っ
て
よ
い

か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
っ
て
、
過
不
足
を
去
っ
て
整
数
に
な
お
す
と
い
う
工
作
は

行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
、
）
。

八

陸
行
と
水
行
と
の
行
程
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

　
水
行
の
日
数
が
一
応
事
実
を
俵
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
き
、
二
叉
r

な
る
の
は
伊
都
国
か
ら
邪
馬
壁
闘
ま
で
の
陸
行
の
行
程
が
一
月
で
あ
る
と
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
海
路
で
は
十
日
で
達
す
る
距
離
が
陸
路
で
は
三
十
田
を

要
す
る
と
い
5
の
は
甚
だ
道
理
に
あ
わ
ぬ
話
で
あ
る
。
陸
路
が
遠
く
迂
回
し
て

お
り
、
海
路
が
薩
接
の
短
距
離
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、
伊
都
・
邪
馬
豪
間
は

そ
の
反
対
で
、
陸
路
の
曲
折
に
比
し
て
海
路
は
そ
の
三
倍
ば
か
り
廻
り
路
を
し

て
岡
じ
邪
副
肝
闘
に
達
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
陸
行
の
三
十
賃
は
水
行
の
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
此
し
甚
だ
誇
張
さ
れ
た
計
算
法
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
朋
白
で
あ
る
。
然
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ツ
　
ぢ
　
ひ
　
ひ
　
い
　
ル
　
　
　
あ
　
ひ
　
あ
　
ル
　
サ
　
サ
　
レ
　
ゆ

ら
ば
伊
都
・
邪
手
締
聞
三
十
日
置
い
う
陛
行
の
行
程
は
、
全
く
根
拠
の
な
い
虚

へ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

妄
の
数
字
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
反
対
に
倭
人
伝

へ
　
　
ヘ
　
　
エ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
う
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
へ

の
行
程
の
計
算
法
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
数
字
の
方
が
水
行
の
数
字
よ
り
も
適
切

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

で
あ
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
理
由
は
、
五
爵
の
如
く
伊
都
か
ら

邪
馬
窒
国
ま
で
の
行
程
三
十
日
を
里
程
に
な
お
す
と
千
五
百
里
で
あ
る
が
、
こ

の
数
字
は
一
婦
国
か
ら
末
慮
国
ま
で
の
千
里
に
末
慮
国
か
ら
伊
都
国
ま
で
の
五

百
里
を
加
え
た
里
数
で
あ
る
。
末
慮
と
伊
都
と
の
距
離
の
三
倍
だ
と
云
っ
て
も

よ
い
。
い
ま
伊
都
国
の
故
地
か
ら
奴
圏
の
故
地
を
経
て
南
下
し
、
そ
れ
ほ
ど
の

雛
離
を
進
む
と
山
門
県
の
故
地
で
あ
っ
た
と
い
う
由
緒
の
あ
る
山
門
郡
或
は
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
マ
　
ト

鴇
の
大
和
町
に
達
す
る
。
邪
馬
蓋
な
る
地
名
が
之
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
、
従

来
諸
象
の
認
め
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
野
地
に
関
す
る
記
載
に
著
る

し
い
誇
張
の
あ
る
こ
と
を
前
提
と
な
し
つ
つ
、
こ
れ
は
地
理
酌
に
当
然
生
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

数
字
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
伊
都
に
お
い
て
魏
使
は
も
ち
ろ
ん
倭

人
に
対
し
、
女
王
国
の
首
府
の
あ
る
邪
馬
盗
園
ま
で
の
距
離
を
問
う
た
で
あ
ろ

う
。
倭
人
は
之
に
対
し
て
恐
ら
く
水
行
の
日
数
の
よ
う
に
陸
行
の
日
数
を
答
え

た
で
あ
ろ
5
。
或
は
ま
た
、
そ
の
距
離
を
伊
都
か
ら
奴
圏
ま
で
の
距
離
（
百
里
）

の
十
数
倍
だ
と
か
、
末
朧
か
ら
伊
都
ま
で
（
五
二
里
）
の
距
離
の
三
倍
位
だ
と

か
い
っ
た
よ
う
な
讐
え
方
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
末

蹴
・
伊
都
問
の
五
百
里
は
十
日
の
行
程
で
あ
り
、
伊
都
・
隠
蟹
の
百
里
は
二
覇

の
行
程
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
誇
大
化
さ
れ
た
倭
地
に
関
す
る
距
離
計
算
法
を
、

隅
じ
比
例
で
い
ま
問
題
で
あ
る
場
合
に
も
適
用
し
た
魏
略
寸
魏
志
の
種
本

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

…
1
の
筆
春
が
、
倭
人
か
ら
聞
い
た
実
際
の
日
数
を
は
な
れ
て
そ
れ
を
陸
行
三

十
日
の
行
程
で
あ
る
と
表
現
し
た
の
は
、
し
ご
く
当
然
で
あ
っ
て
な
ん
ら
た
め

ろ
う
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
も
三
十
田
と
か
千

五
百
里
と
か
い
う
整
数
に
収
め
る
よ
う
に
工
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
だ
か
ら
伊
都
圏
か
ら
邪
馬
三
国
に
至
る
行
程
で
は
、
水
行

十
日
と
陸
行
一
月
と
が
甚
だ
し
い
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

魏
志
の
筆
者
は
よ
く
も
こ
の
よ
う
な
記
事
を
平
気
で
書
い
た
も
の
だ
と
思
え
る

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ミ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う

ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
国
人
は
陵
路
を
語
る
の
が
常
例
で
あ
っ
た
か
ら
、

ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
モ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヤ

倭
人
の
国
が
島
園
で
あ
っ
て
も
陸
路
の
記
事
に
重
き
を
お
き
、
海
路
の
方
を
粗

マ
　
　
　
ゐ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

略
に
し
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
中
繭
の
周
囲
の
蛮
地
を
見
ま
わ
す
と

す
べ
て
大
陸
の
続
き
で
あ
る
。
北
も
西
も
南
も
軽
し
な
く
睦
地
が
ひ
ろ
が
り
、

数
多
く
の
異
志
が
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
連
な
っ
て
い
る
。
東
を
向
い
て
も
策
夷
の

諸
圓
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
陸
地
続
き
の
ず
い
ぶ
ん
広
大
で
、
そ
こ
に
未
開
の
民

族
が
う
ご
め
い
て
い
る
山
野
で
あ
っ
た
。
然
る
に
倭
入
の
岡
だ
け
は
韓
半
島
近

海
の
小
島
で
あ
っ
た
の
で
は
話
に
な
ら
ぬ
。
課
方
郡
か
ら
南
方
へ
一
万
塁
以
上

を
航
海
し
た
後
に
、
や
っ
と
の
こ
と
そ
の
本
土
に
到
達
し
う
る
の
が
倭
で
あ
っ

て
、
し
か
も
す
ば
ら
し
い
大
国
で
あ
る
と
雷
き
立
て
た
と
き
、
初
め
て
大
げ
さ

な
中
国
人
の
世
界
観
を
溝
足
せ
し
め
る
の
で
あ
っ
た
。
一
万
里
と
い
5
中
国
入

が
経
験
し
な
い
大
航
海
の
後
に
現
れ
た
倭
人
の
圏
は
、
鬼
神
を
扱
う
女
王
の
支
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配
の
下
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
中
国
人
の
異
国
観
を
溝
足
せ

し
め
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
国
が
ち
っ
ぽ
け
な
島
だ
と
あ
っ
て
は
、
彼
等
の

世
界
観
の
常
識
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
一
小
島
に
す
ぎ
ぬ

九
州
本
島
を
、
一
大
王
国
の
よ
う
に
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ

う
と
思
う
。

　
倭
地
に
至
る
ま
で
の
長
々
し
い
塁
程
の
上
に
、
伊
都
国
か
ら
邪
馬
全
国
ま
で

を
行
程
千
五
百
里
で
三
十
日
を
要
す
る
遠
隔
地
に
あ
る
と
書
い
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融
A

誇
張
も
ま
た
甚
だ
し
い
と
思
え
よ
う
が
、
世
界
の
中
心
国
を
以
て
霞
佳
し
た
中

圏
人
の
大
陸
的
な
世
界
観
は
、
地
理
上
の
現
実
を
無
視
し
な
い
と
、
他
の
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
記
述
と
釣
合
が
と
れ
ぬ
と
感
ぜ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
地
か
ら
い
う
と
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

俳
都
国
か
ら
邪
馬
壷
国
へ
の
行
程
は
雪
行
一
月
が
眼
昌
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ら

水
行
と
陸
行
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
読
者

は
日
本
列
島
中
の
九
州
の
地
理
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
中
国
人
で
あ
っ
た
。
魏

略
や
魏
志
に
よ
っ
て
初
め
て
倭
人
の
本
土
と
は
こ
ん
な
も
の
か
と
想
像
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
上
に
伊
都
国
以
後
の
行
程
記
事
は
、
中
岡
人
で
す
ら
連
続
的
進

行
の
行
程
で
あ
る
と
読
む
な
ら
わ
し
を
生
じ
た
ほ
ど
誤
解
さ
れ
易
か
っ
た
の
で
．

あ
っ
た
。
　
「
水
行
十
田
・
陸
行
一
月
」
と
あ
っ
て
も
、
水
行
の
方
は
念
頭
に
な

く
、
た
だ
海
路
で
も
至
り
う
る
と
い
う
程
度
に
扱
う
て
い
た
。
陸
行
一
月
の
み

を
重
ぎ
に
お
き
、
伊
都
国
か
ら
千
五
百
里
の
南
方
に
及
ぶ
と
い
う
遠
方
に
女
王

圏
の
首
府
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
懐
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
倭
地
は
海

中
の
州
島
で
、
そ
の
北
岸
羽
並
韓
国
か
ら
邪
馬
墾
國
ま
で
は
周
旋
五
千
余
里
と

見
積
り
、
又
は
そ
の
道
里
を
は
か
る
と
、
ほ
ぼ
会
穂
東
冶
の
仁
方
海
上
に
達
す

る
と
云
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
ら
は
事
実
を
は
な
れ
た
文
学
的
表
現
に
近
い
も
の

で
あ
っ
た
。
中
国
の
学
者
が
い
か
に
魏
萱
所
掲
の
水
行
記
事
を
蕪
視
し
た
か
は
、

北
史
に
倭
国
は
「
其
国
境
策
西
五
月
行
、
南
北
三
月
行
」
と
し
て
い
る
の
を
見

て
も
わ
か
る
。
之
は
大
和
を
中
心
と
す
る
日
本
に
つ
い
て
轡
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
東
幽
五
月
置
が
日
本
は
南
北
よ
り
も
東
西
に
長
い
国
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
後
に
書
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
の
に
対
し
、
爾
北
三
月
行
が
素
志
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
は
北
史
が
そ
の
す
ぐ
次
に
邪
翠
霞
は
魏
志
の
い
わ
ゆ
る
邪
馬
塞

な
り
と
し
更
に
続
け
て
魏
志
の
文
を
引
用
し
て
い
る
の
を
晃
て
も
わ
か
る
。
な

ぜ
三
月
行
と
し
た
か
は
伊
都
か
ら
邪
馬
蟹
ま
で
千
五
百
里
が
一
月
行
、
狗
邪
韓

国
の
あ
と
を
う
け
た
任
那
か
ら
、
対
馬
・
壱
岐
・
過
慮
を
経
て
伊
都
ま
で
が
三

千
五
百
里
で
あ
る
か
ら
行
程
は
二
月
と
十
三
に
な
り
、
合
せ
て
三
月
中
十
日
に

な
る
わ
け
だ
が
、
整
数
に
な
お
し
て
南
北
三
月
行
に
見
積
つ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
う
な
る
と
朝
鮮
海
峡
が
全
蔀
陸
行
に
見
積
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
水
行
は
全

然
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
之
を
以
て
見
て
も
中
国
人
の
考
え
方
が
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

に
海
洋
を
軽
視
し
、
陸
地
本
位
で
あ
っ
た
か
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
、
）
。
今
日
の

ち
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
へ
　
　
リ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

史
学
か
ら
論
ず
る
と
、
伊
都
・
邪
島
陰
闘
が
水
行
十
日
で
あ
り
、
伊
都
・
撃
墜

ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

間
が
水
行
二
十
臼
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
が
、
三
世
紀
の
九
州
を
知
る
た
め
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ

澱
も
貴
重
な
史
料
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
弱
志
の
筆
者
は
殆
ん
ど
そ
の
価
値
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ヤ
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
隠
め
て
い
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
考
え
方
だ
つ
た
か
ら
、
虚
妄
に
近
い
誇
張
を

か
え
り
み
ず
、
筆
潜
は
叙
述
の
正
確
を
主
張
し
、
伊
都
岡
ま
で
及
び
そ
こ
か
ら

僅
に
百
里
の
奴
国
と
不
弥
国
と
に
至
る
ま
で
は
、
戸
数
道
里
を
略
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り
南
は
「
勢
国
遠
絶
、
不
レ
可
漏
得
詳
こ
と
逃
げ
て
、

平
然
た
る
こ
と
を
え
た
の
で
あ
る
。

　
伊
都
国
か
ら
投
馬
圏
へ
は
水
行
二
十
日
で
あ
り
、
邪
馬
蟹
国
へ
は
水
行
十
臼

で
あ
る
な
ら
ば
、
黒
馬
国
の
方
が
伊
都
国
よ
り
も
水
行
十
日
だ
け
南
方
に
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
伊
都
国
以
後
の
行
程
詑
馨
に
お
い
て
も
、
近
き

よ
り
遠
ぎ
に
及
ぼ
す
筆
法
に
従
い
、
邪
女
早
国
を
投
馬
国
よ
り
も
先
に
お
く
べ

を
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
お
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
そ
う
で

は
な
く
、
投
馬
園
・
邪
馬
塞
国
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
設
題
順
は
人
を
し

て
伊
都
繍
以
後
の
行
程
記
事
を
連
続
的
准
　
行
の
文
章
の
如
く
に
誤
認
せ
し
め
る

に
至
っ
た
一
因
を
な
し
て
お
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
よ
う
に
読
む
者
を
し
て
投

馬
を
筑
後
用
沿
岸
の
三
瀦
に
求
め
し
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
延
蕎
式
巻
工
十
八

に
よ
る
と
筑
後
国
の
駅
馬
が
上
妻
に
お
か
れ
て
い
る
。
ツ
マ
の
音
の
聚
落
が
筑

後
川
の
中
流
に
あ
っ
て
、
陸
行
水
行
共
に
中
継
地
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
既
に
三
世
紀
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
連

続
的
読
法
の
論
者
が
こ
の
地
を
投
馬
に
あ
て
た
の
は
理
由
が
な
い
と
は
い
え
ぬ

が
、
原
文
は
連
続
的
で
は
な
く
列
挙
式
個
別
的
に
読
む
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て

正
解
に
達
し
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
魏
志
は
な
ぜ
宿
馬
を
先
に
し
邪

馬
盗
を
後
に
し
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
伊
都
瞬
か
ら
の
行
程
が
そ
の
出
発

に
あ
た
り
、
発
馬
国
は
九
州
北
岸
を
東
に
と
っ
て
進
み
、
邪
馬
肇
国
は
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

西
に
と
っ
て
進
ん
だ
た
め
、
東
の
投
馬
国
を
西
の
邪
主
導
国
よ
り
も
先
に
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
認
め
つ
つ
、
な
お
一
つ
の
大
き

な
理
由
は
、
邪
馬
憂
國
は
水
行
十
日
陸
行
一
月
の
行
程
に
あ
る
と
い
う
記
事
に

お
い
て
、
既
述
の
と
お
り
陸
行
一
月
に
重
き
を
お
い
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
即
ち
こ
の
国
を
頗
る
遠
隔
の
地
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
加
う
る
に

邪
馬
蟹
国
は
女
王
国
の
首
府
の
所
在
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
国
に
至
る
こ
と

を
諸
国
列
挙
の
最
後
に
お
い
た
の
で
あ
ろ
5
。
そ
の
こ
と
は
行
程
記
瑛
の
最
後

を
「
脅
レ
紅
鶴
哨
女
王
国
「
万
二
干
魚
里
」
で
結
ん
で
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
。

倭
入
伝
の
初
に
「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
と
あ
る
の
が
、
帯
方
郡
か
ら
倭
の
諸
国
に
至

る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
倭
の
諸
国
を

統
一
す
る
看
は
女
王
国
で
あ
っ
た
か
ら
、
倭
に
至
る
こ
と
は
女
王
が
居
る
所
の

国
で
あ
る
邪
馬
蟹
国
に
至
る
こ
と
を
以
て
行
程
の
終
点
と
す
る
と
い
う
の
が
、

至
当
な
記
述
法
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
。
水
行
が
何
臼
で
あ
ろ
う
と
問

題
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
我
々
は
水
行
二
十
渇
と
い
う
臼
数
に
よ
っ
て
、
和
訓

国
の
位
置
が
臼
向
の
妻
即
ち
今
碍
の
宮
崎
察
西
都
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し

う
る
鍵
を
に
ぎ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

註
　
頭
記
の
数
字
は
本
誌
の
変
数
で
あ
る
。

〔一

齊
O
〕
　
初
め
便
宜
上
改
定
史
籍
集
計
本
を
使
用
し
た
が
、
汲
古
閣
本
十
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「邪馬憂爾問題の解決のために」の補説（牧）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
七
史
の
後
漢
書
に
は
「
当
今
匿
路
鷹
推
看
、
音
之
詑
反
」
と
あ
っ
て
、
推

　
の
字
を
使
矯
し
、
原
論
交
引
照
川
の
最
後
の
文
字
は
也
で
は
な
く
反
で
あ
る
。

　
松
下
見
林
が
い
か
な
る
本
に
よ
っ
た
か
は
ま
だ
確
か
め
て
い
な
い
が
、
そ

　
の
後
置
先
謙
の
後
漢
雷
集
解
に
当
っ
て
見
る
と
、
恵
棟
の
説
と
し
て
「
注

邪
摩
推
、
案
北
史
、
推
当
作
堆
」
と
な
っ
て
い
る
。

鷺
一
三
〕
A
野
史
は
初
め
て
階
と
倭
と
の
修
交
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
。

　
る
が
、
こ
の
記
録
を
作
る
為
に
使
用
さ
れ
た
元
の
階
又
は
為
初
の
材
料
に

　
は
、
お
そ
ら
く
大
和
を
邪
藁
堆
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〔一

齊
l
〕
　
日
本
霞
紀
が
邪
馬
壁
を
大
和
に
あ
て
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

　
は
両
者
の
音
が
同
一
で
あ
っ
た
が
た
め
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
従

　
来
謹
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
神
功
皇
厩
を
卑
弥
呼
の
年
代
に
お
ぎ
、
皇
后

　
を
神
秘
化
し
《
二
本
紀
年
を
太
古
に
向
っ
て
延
長
す
る
た
め
に
都
合
が
よ

　
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

〔一

�
Z
〕
　
倭
人
松
に
は
な
お
詣
の
字
を
使
用
し
た
場
合
が
あ
る
が
、
之
は

　
倭
か
ら
は
欝
方
郡
や
魏
の
京
都
に
、
帯
方
郡
か
ら
は
倭
国
に
参
向
す
る
場

　
合
に
用
い
ら
れ
た
。
棄
及
び
到
の
如
き
到
達
に
は
直
接
の
関
係
が
な
い
。

〔
＝
二
〕
　
本
文
以
外
の
差
異
の
重
要
な
も
の
は
第
二
段
は
「
始
度
一
海
」

　
と
か
、
　
「
又
渡
一
海
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
体
が
明
か
に
進
行
形
で
あ
る

　
こ
と
の
ほ
か
に
、
各
国
に
関
す
る
記
述
が
実
地
の
見
聞
に
よ
る
も
の
で
あ

　
る
の
に
対
し
、
第
三
段
で
は
そ
れ
ら
の
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

〔一

�
l
〕
　
駐
の
字
は
説
文
に
は
「
馬
立
也
」
と
見
え
る
が
、
康
照
字
典
を

　
参
照
す
る
と
、
玉
篇
に
馬
止
也
と
あ
り
。
釈
名
に
駐
株
也
、
如
株
木
不
動

　
と
あ
り
。
馬
が
進
行
を
止
め
て
鋤
か
ぬ
こ
と
を
意
味
し
た
。
だ
か
ら
「
郡

　
使
往
来
常
所
掌
」
と
い
う
の
も
、
駆
使
の
進
行
駄
こ
こ
を
最
縫
と
し
て
檸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

　
止
す
る
と
い
う
意
味
を
奮
ん
で
い
た
も
の
と
思
う
。
駐
と
到
の
．
二
宇
を
見

　
り
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ろ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
つ
め
る
と
、
伊
都
麟
以
後
を
到
底
伊
都
国
以
前
と
局
織
に
進
行
式
の
記
事

　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ゐ

　
と
獄
〔
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔一

�
Z
〕
　
〔
一
二
七
〕
　
拙
稿
門
懇
志
の
倭
の
女
王
国
の
政
治
地
理
」
『
史
学

　
雑
誌
』
六
二
編
九
号
、
頁
四
九
以
下
。

〔一

O
〇
〕
　
白
鳥
庫
吉
、
「
卑
弥
呼
問
題
の
解
決
」
上
、
『
オ
リ
エ
ソ
タ
リ
カ
』

　
一
号
、
　
一
九
四
八
、
頁
四
九
。

〔一

齠�

〕
　
白
鳥
庫
受
口
、
超
し
ふ
、
下
、
闘
U
勤
鱒
二
号
、
　
一
九
一
照
九
、
百
ハ
六
一
。

一三

O
〕
　
足
立
盛
六
『
長
安
史
麟
の
研
究
』
昭
和
八
、
第
二
、
漢
唐
の
尺
度

及
び
黒
毛
考
、
頁
三
九
以
下
に
漢
朝
の
一
里
は
我
が
三
町
四
十
八
間
で
あ

つ
た
が
、
唐
朝
の
一
黒
は
我
が
五
町
に
蚕
繭
す
る
と
考
証
し
て
い
る
。
ま

た
漢
以
後
階
震
で
は
、
尺
度
に
格
別
の
差
異
が
な
か
っ
た
も
の
と
見
て
い

る
。
漢
と
唐
と
で
一
墨
の
長
さ
が
三
町
四
＋
八
間
と
五
町
と
の
差
が
あ
っ

・
た
と
す
れ
ば
、
陸
行
の
行
程
が
た
と
い
異
数
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
窃
隅
数
ρ
に
は
之
に
従
う
た
差
が
あ
っ
た
、
こ
と
に
な
る
の
で
、
な
お
研
究

す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
、

＝
瓢
閥
〕
　
畿
内
で
は
山
城
は
行
程
が
な
い
。
大
和
．
河
内
．
摂
津
は
行
程
一

臼
、
和
泉
は
二
日
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
上
下
の
別
が
な
い
か
ら
上
下
を
含

む
の
で
あ
る
。
伊
賀
に
な
る
と
、
上
二
日
下
｝
目
の
別
あ
り
、
近
瀧
国
は

上
一
日
下
半
口
で
あ
る
。
陸
路
の
行
程
を
主
と
し
な
が
ら
海
路
を
ふ
く
み
、

海
路
を
主
と
し
な
が
ら
陸
路
を
ふ
く
む
場
合
は
、
主
と
す
る
と
こ
ろ
に
従

う
て
、
陸
路
又
は
海
路
の
行
程
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
阿
波
騨
の
行
程
上

九
日
下
五
日
、
海
路
十
一
日
は
そ
れ
で
あ
る
。
佐
渡
国
の
行
程
上
三
十
閥

B
下
十
七
臼
は
渡
海
し
て
越
後
に
上
陸
す
る
海
路
を
ふ
く
み
、
海
路
閥
十
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十
九
日
に
は
敦
賀
京
都
聞
の
日
数
を
ふ
く
ん
だ
わ
け
で
為
る
ひ
九
州
本
島

　
の
各
騒
か
ら
は
、
す
べ
て
太
宰
府
に
至
る
陵
路
の
日
数
の
み
記
さ
れ
て
い

　
る
の
で
、
海
路
に
つ
い
て
の
比
較
は
で
き
な
い
。

〔一

O
四
〕
　
A
行
程
は
そ
の
国
の
闘
府
…
を
蓋
地
に
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
。

　
京
都
の
所
在
闘
で
あ
る
山
城
鼠
に
は
行
程
の
記
載
が
な
い
。

〔
＝
二
五
〕
　
伊
都
賄
は
古
の
輪
土
郡
に
あ
た
り
、
そ
の
城
府
は
後
の
輪
土
村

　
の
辺
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前
原
町
は
伊
都
国
の
外
港
に
細
当
す
る
。
魏

　
志
に
見
え
る
伊
都
国
の
津
は
前
原
町
の
港
で
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。
帯
方

　
郡
の
郡
使
の
駐
在
の
庁
舎
が
こ
の
外
港
に
あ
っ
た
か
、
伊
都
園
の
城
府
に

　
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
後
世
の
例
を
参
照
す
る
と
外
港
の
前
原
に

　
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
投
荒
園
の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
日
向

　
の
妻
は
一
ツ
瀬
川
の
下
流
に
あ
る
が
、
地
勢
を
按
ず
る
に
、
三
世
紀
で
は

　
佐
土
原
の
あ
た
り
ま
で
は
入
海
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
投
馬
圏
は

　
近
所
に
良
港
を
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔一

O
五
〕
　
A
　
既
考
〔
原
論
文
註
九
〕
の
伊
都
邪
馬
壁
闇
三
〇
〇
キ
ロ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
瀬
戸
内
海
で
計
れ
ば
、
仮
に
渡
線
的
コ
ー
ス
に
し
て
、
長
府
か
ら
宇
野
に

　
達
せ
ず
、
難
波
ま
で
倭
人
な
ら
ば
十
四
艮
余
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

〔一

O
五
〕
　
B
　
原
論
文
下
等
の
終
の
方
に
魏
志
に
は
倭
人
か
ら
聞
い
た
所

　
要
日
数
を
中
日
の
官
人
の
行
程
に
換
算
し
た
数
を
の
せ
て
い
る
だ
ろ
う
と

　
磐
い
た
が
、
い
重
三
交
の
如
く
考
え
る
に
二
つ
た
の
で
そ
の
部
分
を
訂
正

　
す
る
。
仮
に
換
算
を
企
て
て
も
不
可
能
に
近
い
ほ
ど
濁
難
で
あ
っ
た
だ
ろ

　
う
が
、
陸
行
の
場
合
と
同
じ
比
例
で
換
算
す
る
と
し
た
ら
、
十
日
及
び
二

　
十
日
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
数
借
の
日
数
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

鷺
三
六
〕
　
連
続
約
読
法
に
よ
っ
た
学
説
で
は
、
陸
行
一
月
を
豪
き
に
過
ぎ

　
る
と
し
て
、
一
且
ば
一
心
の
誤
で
あ
添
と
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
本
橋
所
論

　
の
よ
う
に
、
一
月
（
三
十
日
）
と
い
う
数
字
は
そ
れ
ま
で
に
嵐
て
い
る
黒

　
数
と
調
湘
し
た
数
牢
で
あ
り
、
行
程
記
竣
の
性
質
上
重
要
な
意
味
を
お
び

　
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔一

O
七
〕
　
倭
人
撮
に
見
え
る
里
程
日
程
の
誇
張
の
理
由
に
つ
い
て
、
白
鳥

　
博
士
は
倭
国
に
赴
い
た
経
験
あ
る
渚
な
ど
が
、
倭
国
討
伐
翠
雲
論
者
で
あ

　
つ
た
の
で
、
中
央
政
府
を
し
て
討
伐
の
到
底
実
行
し
が
た
い
こ
と
を
知
悉

　
せ
し
め
、
倭
国
征
討
論
を
封
殺
す
る
為
に
誇
張
し
た
の
で
あ
る
と
説
か
れ

　
て
い
る
が
（
前
掲
『
オ
リ
エ
ソ
タ
リ
カ
』
一
、
頁
五
一
）
、
　
い
か
が
で
あ

　
ろ
う
か
。

〔一

O
七
〕
　
A
　
誇
張
の
程
度
は
、
慣
麿
書
地
理
志
河
南
府
の
条
に
浴
陽
を

　
長
安
の
東
八
四
五
十
里
と
な
し
、
窪
地
の
距
離
が
千
里
に
満
た
ぬ
こ
と
百

　
五
十
里
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
察
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

鷺
三
八
〕
　
原
論
文
所
述
の
如
く
、
新
井
白
石
は
投
影
を
玉
名
郡
に
あ
て
て

　
い
た
が
、
後
に
は
託
麻
郡
を
考
え
た
。
宮
崎
畢
生
『
薪
井
白
石
の
研
究
』

　
頁
糊
五
二
、
四
五
七
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
投
馬
国
の
位
置
を
考

　
え
る
上
に
は
、
こ
の
鵬
に
は
弥
弥
及
び
弥
弥
那
利
と
名
づ
け
ら
れ
た
正
副

　
の
官
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
女
王
国
以
北
の
附
近
請
国
に
類
す
る
も
の

　
が
あ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
之
は
投
馬
瞬
が
女
王
国
遮
邦
の

　
構
成
国
で
な
か
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
こ
の
国
が
女
王
国
の
周
辺
地
に
あ
っ

　
た
こ
と
を
語
る
も
の
と
思
う
。
九
州
で
は
最
も
お
そ
く
開
か
れ
た
と
思
わ

　
れ
る
地
方
の
一
部
で
あ
る
日
向
に
投
馬
国
が
あ
り
、
女
王
国
の
支
配
を
う

　
け
て
い
た
の
は
、
恐
ら
く
女
王
国
殊
に
そ
の
中
心
の
邪
馬
台
麟
か
ら
の
闘

　
発
に
よ
る
も
の
で
、
女
王
麟
と
は
、
文
化
の
霜
い
女
王
国
以
北
に
比
べ
て
、

　
全
く
異
っ
た
政
治
的
関
係
に
立
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
官
名
に
卑

　
奴
乳
離
が
な
い
の
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
考
論
は
他
日
に
ゆ
ず
る
。

140　（304）



　　　　　　　　　　Lord　and　Viilage　in　the　Feudal　Society

　　　　　　　　reconsideration　of　the　study　on　Cities　in　the　1’licldle　Ages

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toyoyuki　Sabata

　　Many　monographs　of　cities　ln　the　Middle　Ages　heretofore　have　hftc　d

a　solitary　inclination　in　weal〈　relac　tions　with　other　researching　aspects

in　the　history　of　the　Middle　Ages．　As　a　trial　to　overcome　this　weak－

ness，　this　article　tries　to　explain　tl）e　question　in　what　relation　the

phenomena　of　the　so－called　‘Merchants　’　setelement　’，　as　a　premise　of

the　formation　of　European　cities　in　the　Middle　Ages，　were　with　the

change　of　relft．　tion　between　lords　and　villac　ges．

　　Our　temporarily　outline　is　as　follows　：

　　1）　the　phenomenftt　of‘merchac　nts’settlment’　were　mpre　or　less　ftc

　　　linl〈　of　the　phenomenfte　of　‘collecting　of　villages’　in　the　country，

　　　and　its　progress　also　was　the　forming　process　of　reac　l　villages　in

　　　　the　Middle　Ages．

　　2）　the　fact　that　such　a　wide　migrac　tion　of　peasac　nts　as　led　to　‘mer－

　　　　chants’settlement’　ac　nd　‘collectlng　of　villages’　wftc　s　made　pos－

　　　　sible　wftc　s　then　due　to　the　rapid　rise　of　Ban－lords，　or　real　feudal

　　　　lords　trying　to　establish　a　new　single　ruling　sphere　of　territory，

　　　　doubled　over　the　former　dispersed　control　of　manors．

Certainly　‘agrarian　revolution　in　the　Middle　Ages’，　wlidt　we　nnc　y

cac　ll，　to　develop　tlie　agricultural　power　of　production　was　the　basis　of

these　two　changes．

　　　　　Supplement　for　“A　Note　on　the　Problems　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yama彦aikoku　牙fS馬蜜自国”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b＞r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Maki

　　By　supPlqmenting　my　monograph　in‘‘」〈oleushi－7・onshu国史論集，”

the　wrlter　wants　to　explain　the　following　’problems　in　detail　：

1）　the　reason　why　the　Yamato大和theory　cannot　be　accepted　espe－

　　ciac　lly　in　phonology．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　326　）



2）　the　distinction　of　the　words至and鋼in　their　use　in　Sαn8011ushi

　　三国志．

3）the　change　in　the　meaning　of　the　word至before　and　after　fto

　　伊都国．

4）　the　reftc　son　why　the　travels　have　been　misled　aftey　lto．

5）　contradiction　to　which　the　theory　identifying　the　queen　state　w，ith

　　the　Ya7natαileoleu邪、馬墾i国was　Ied．

6）　calculating　methods　in　days　of　travei　by　sea　to　both　Tomα投、鴨

　　and　Ya’mataileoleu．

7）　the　fact　ancl　its　rea．　son　of　neglecting　the　days　of　travels　｝）y　sea

　　in　Gishi　魏；．どミ．

8）　degree　ac　nd　its　reftc　son　of　exft．　ggerft．　tion　of　Ri　Slli，　or　1〈o　）ff．i　by

　　number．
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