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主
要
な
原
因
が
こ
れ
ま
で
こ
の
研
究
を
か
く
も
甚
だ
し
い
番
迷
に
陥

　
　
　
　
　
　
　
末
期
部
族
社
会
の
法
秩
序

　
薄
志
倭
人
伝
が
臼
本
に
か
ん
す
る
最
古
の
詳
細
確
実
な
文
献
と
し

て
重
視
さ
れ
、
之
に
か
ん
す
る
研
究
は
山
積
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

今
代
依
然
と
し
て
邪
馬
台
国
の
位
澱
に
つ
い
て
す
ら
も
定
説
を
見
る

に
至
ら
ず
、
ま
た
こ
の
記
録
に
見
え
る
第
二
世
紀
乃
至
三
世
紀
の
倭

人
の
国
家
や
社
会
屯
殆
ん
ど
全
く
賭
幕
の
中
に
鎖
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し

る
と
い
う
現
状
は
甚
だ
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
二
つ
の

も
　
　
　
も
　
　
　
わ
　
　
　
た
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
ち

い
れ
て
き
た
も
の
と
思
う
。
そ
の
一
つ
は
邪
馬
台
国
等
の
位
置
に
か

ん
す
る
学
説
の
い
か
ん
を
論
ぜ
ず
、
学
者
各
自
の
着
想
に
ま
か
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

原
文
を
よ
み
、
原
文
が
常
に
行
程
記
事
と
し
て
の
一
定
の
用
語
及
び

　
　
　

書
式
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
馨
実
に
着
眼
し
て
い
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　

と
、
こ
と
に
そ
れ
が
伊
都
国
と
不
買
国
の
二
箇
所
で
変
更
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
を
見
の
が
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
は
倭
人
伝
は

　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

魏
志
の
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝
の
末
端
の
一
節
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
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之
を
こ
の
列
伝
の
他
の
上
分
か
ら
勢
離
し
て
、
独
立
し
た
列
伝
で
あ

る
か
の
如
き
取
扱
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
聖
経
倭
人
伝
に
見
え
る
第
二
～
三
世
紀
に
お
け
る
倭
人
の
社
会
は

九
州
地
方
に
存
在
し
そ
の
記
述
は
主
と
し
て
そ
の
北
部
海
難
地
帯
の

社
会
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
倭
の
政
治
地
理
の
原
文
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む
　
り
　
　
　
り

は
、
原
文
の
一
字
一
句
を
忠
実
に
よ
み
全
文
の
構
造
を
前
漢
書
・
後

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢
書
・
三
国
志
・
唐
の
杜
佑
の
通
典
等
に
見
え
る
行
程
記
事
記
載
の

　
　
　

方
式
に
従
う
て
跡
づ
け
る
と
き
、
一
点
疑
う
余
地
の
な
い
解
読
の
筋

　
　
　
　
　
　
　
　
①

途
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。
邪
馬
台
国
の
位
置
は
有
明
湾
東
北
岸
の
山

　
　
　
　
②

門
郡
で
あ
る
。
文
献
を
基
礎
と
す
る
限
り
邪
馬
台
国
と
投
馬
国
と
を

九
州
以
外
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
伊
都
国
と
急
難
と
に

つ
い
て
そ
れ
が
で
き
な
い
の
と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
。
次
に
こ
の

記
録
を
と
お
し
て
倭
人
の
社
会
を
知
ろ
う
と
し
て
も
、
こ
の
中
か
ら

直
に
我
々
が
希
望
す
る
よ
う
な
材
料
を
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

今
日
我
々
は
倭
人
の
古
代
社
会
が
い
か
な
る
血
縁
的
及
び
経
済
的
関

係
の
上
に
成
立
し
、
い
か
な
る
身
分
的
及
び
階
級
的
構
造
を
有
し
、

い
か
な
る
三
体
的
結
合
を
成
し
て
い
た
か
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
が
、

倭
人
伝
は
倭
人
の
国
家
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

比
較
的
多
く
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
倭
人
の
祉
会

の
構
造
に
つ
い
て
記
す
と
こ
ろ
は
甚
だ
乏
し
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
倭
人
の
社
会
に
か
ん
す
る
記
述
が
な
い
の
で
は
な
い
。
魏
志

は
魏
志
な
り
に
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
中
国

的
社
会
観
の
伝
統
に
従
う
て
倭
人
の
社
会
を
見
て
い
る
か
ら
、
我
々

も
ま
た
そ
の
積
り
で
之
に
接
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
ま
ず
魏
志
の
撰

者
は
倭
人
を
東
夷
の
一
種
と
見
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
倭
種
と
も

書
い
て
い
る
。
　
「
女
王
国
の
東
海
を
渡
る
こ
と
千
余
里
（
ま
た
国
あ

　
　
　
　
　
む

り
。
皆
燃
種
。
」
　
と
あ
る
の
は
四
国
の
西
海
岸
地
方
の
倭
人
を
指
す

の
で
あ
る
。
そ
し
て
種
と
い
う
文
字
は
中
国
人
に
と
っ
て
は
異
民
族

の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
文
字
で
あ
る
と
同
時
に
、
低
級
な

異
民
族
と
い
う
観
念
を
そ
の
中
に
警
む
独
立
の
文
字
と
し
て
用
い
・
り

れ
て
い
た
。
中
圏
の
古
語
に
民
族
を
意
味
す
る
一
般
的
な
絹
語
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
、
ま
だ
よ
く
確
か
め
て
い
な
い
が
、
種
と
い
う
文
字

が
中
国
人
に
あ
ら
ざ
る
外
民
族
に
つ
い
て
、
一
般
に
民
族
を
意
味
す

る
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
注
音
心
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
之
が
中
国
人
よ
り
劣
等
な
民
族
と
い
う
観
念
を
含
ん
だ
文
字

で
あ
っ
た
こ
と
も
問
時
に
注
意
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
種
人
と

い
え
ば
か
よ
・
一
3
な
異
民
族
に
属
す
る
人
を
云
い
、
、
種
馬
と
い
え
ば
彼

等
の
村
落
を
云
っ
た
。
種
号
・
種
類
・
種
衆
も
ま
た
皆
様
の
用
語
例
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で
あ
る
。
皆
人
は
倭
人
伝
に
も
見
え
る
。
魏
の
明
敏
が
卑
弥
呼
を
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魚
商
王
に
封
じ
た
時
の
詔
に
「
汝
そ
れ
母
人
を
緩
撫
し
勉
め
て
孝
順

を
な
せ
。
」
と
あ
る
文
の
皆
人
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
倭
人
伝
は
東
夷
の
諸
種
類
中
の
倭
種
即
ち
倭
民
族
に
か
ん

す
る
記
述
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
豊
麗
の
撰
者
が
こ
の
列
伝
を

書
い
た
臼
的
は
東
夷
伝
の
序
に
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
周
ね
く

　
　
　
　
　
　
　
り
　
り

諸
国
を
観
て
そ
の
法
燈
を
采
る
。
小
町
区
別
各
名
号
あ
り
。
詳
紀
す

る
こ
と
を
得
べ
し
」
と
あ
っ
て
諸
国
の
法
俗
の
記
述
を
削
的
に
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
法
俗
と
は
何
で
あ
る
か
と
い

う
に
、
弁
韓
伝
に
は
「
法
俗
特
に
厳
峻
な
り
」
と
見
え
、
後
漢
書
の

倭
伝
に
も
「
法
俗
厳
駿
な
り
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
の

法
俗
は
刑
法
の
た
ぐ
い
を
指
す
か
の
よ
う
に
聞
え
る
が
、
そ
れ
に
限

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
東
夷
諸
族
（
諸
国
）
の
う
ち
に
は
刑
法
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
な
ん
ら
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
前
記
の
如
く
「
小
藩

り
　
り
　
り
　
り
　
り
　
　
　
り

区
別
各
名
号
あ
り
。
詳
紀
す
る
こ
と
を
得
べ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る

か
ら
、
名
称
に
よ
っ
て
大
小
が
区
別
せ
ら
れ
る
秩
序
こ
そ
は
東
夷
伝

が
聖
俗
と
称
ん
で
い
る
竜
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
名
号
の
明

ら
か
な
国
の
大
小
、
官
の
高
下
・
、
血
族
の
尊
卑
、
身
分
の
上
下
な
ど

を
中
国
的
な
法
秩
序
の
観
念
に
基
づ
い
て
各
国
ご
と
に
整
理
し
、
各

国
の
国
情
及
び
風
俗
を
記
述
す
る
こ
と
こ
そ
東
夷
伝
が
目
詰
と
し
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
倭
人
伝
に
お
い
て
も
そ
れ
が
記
述
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
法
は
礼
を
重
ん
ず
べ
き
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
が
中
国
紛
な
法
意
識
で
あ
っ
た
か
ら
、
法
事
も

ま
た
湖
心
と
い
う
点
に
焦
点
を
お
い
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
東
夷
伝
は
諸
国
に
存
在
す
る
国
家
的
並
に
社
会
的
な
秩
序
あ

る
状
態
を
、
礼
の
観
念
を
本
に
し
て
叙
述
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
倭
人
伝
が
中
国
的
な
社
会

観
の
伝
統
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
と
云
う
の
は
、
全
く
か
よ
う
な

理
由
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　
中
国
的
な
歴
史
観
に
立
つ
と
、
股
の
末
世
に
至
り
政
道
が
衰
え
た

の
で
聖
子
が
深
く
之
を
嘆
じ
、
股
を
去
っ
て
朝
鮮
半
島
に
入
り
、
そ

の
北
部
に
箕
氏
朝
鮮
を
た
て
て
「
そ
の
民
に
礼
義
・
田
々
・
織
作
を

教
え
」
、
　
楽
浪
朝
鮮
の
民
が
犯
禁
八
条
の
刑
法
に
従
う
た
と
云
う
が

如
き
伝
説
は
、
東
夷
の
法
俗
史
に
お
け
る
最
も
輝
や
か
し
い
事
実
と

せ
ら
れ
、
漢
代
に
お
け
る
四
郡
の
設
題
は
之
に
続
く
東
夷
の
開
発
と

さ
れ
て
い
る
。
併
し
な
が
ら
東
夷
に
は
東
夷
な
が
ら
の
群
俗
が
あ
り

礼
楽
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
記
述
す
る
の
が
東
夷
伝
の
目
的
で
あ
っ

た
。
　
前
漢
書
地
理
志
の
燕
地
の
条
に
　
「
東
夷
は
天
性
柔
顧
、
　
三
方
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（
南
無
北
）
の
外
に
お
い
て
異
な
る
。
故
に
孔
子
が
道
の
行
な
わ
れ
ざ

る
を
悼
み
、
海
に
浮
か
ん
で
九
夷
に
唐
ら
ん
と
欲
す
と
説
け
る
は
ゆ

え
あ
る
な
り
。
」
と
見
え
、
東
夷
の
法
俗
を
他
の
異
民
族
の
そ
れ
よ
り

も
高
く
評
価
す
る
風
が
あ
っ
た
。
そ
の
態
度
は
先
に
あ
げ
た
魏
志
の

東
夷
伝
の
序
の
中
に
も
出
て
い
て
、
　
「
心
密
の
郵
と
難
も
姐
豆
の
象

存
す
。
中
国
礼
を
失
な
わ
ば
之
を
四
夷
に
求
め
ん
と
、
猶
儒
な
り
。
」

と
書
い
て
い
る
。
だ
か
ら
東
夷
伝
は
東
夷
を
他
の
北
西
南
三
方
の
異

民
族
よ
り
も
、
高
度
の
法
俗
を
有
す
る
民
族
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ

ま
た
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
観
念
を
い
だ
き
な
が
ら
、
東
夷
に
属

す
る
諸
国
即
ち
諸
民
族
の
法
俗
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
風
俗
は
国
家
的
及
び
社
会
的
な
法
秩
序
で
あ

る
。
そ
れ
は
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
国
俗
で
あ
る
。

魏
志
倭
人
伝
が
女
王
国
又
は
倭
国
と
名
づ
け
て
い
る
諸
国
共
同
の
大

国
の
成
立
と
統
治
と
活
動
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
倭
人
の

法
定
の
最
も
大
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
心
と
し
て
倭
人
の
国

家
的
及
び
社
会
的
生
活
の
各
方
面
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
上
に
述
べ
た
よ
う
な
法
俗
の
観
念
を
本
に
し
て
書

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
的
な
法
俗
観
は
中
国
的
な
礼

を
重
し
と
し
て
い
た
か
ら
、
倭
人
の
法
俗
を
叙
述
す
る
に
当
っ
て
も

中
国
的
見
方
が
本
に
な
っ
て
い
て
、
女
王
国
に
つ
い
て
は
女
王
卑
弥

呼
が
魏
に
貢
献
し
て
明
答
・
か
ら
「
汝
の
忠
孝
我
甚
だ
汝
を
哀
れ
む
」

と
い
う
詔
を
う
け
た
こ
と
を
重
し
と
し
、
卑
弥
呼
の
王
座
の
下
に
女

王
圏
の
比
類
稀
な
る
長
期
の
平
和
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
、
も
と
よ

り
之
に
次
ぐ
事
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
倭
入
の
風
俗

は
す
べ
て
礼
俗
の
見
地
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
歯
面
を
特
に
重

し
と
す
る
よ
う
な
方
商
が
注
意
ぶ
か
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

「
食
飲
三
蓋
を
用
い
て
手
食
す
」
と
あ
る
の
は
、
夫
余
族
に
つ
い
て

「
食
飲
皆
熱
豆
を
漸
う
」
と
あ
る
の
に
比
し
て
、
礼
俗
の
度
の
低
い

こ
と
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
そ
の
風
俗
淫
せ
ず
」
と
あ
り
、

又
は
「
婦
人
は
淫
せ
ず
、
炉
滅
せ
ず
、
盗
心
せ
ず
、
灘
訟
少
し
」
と

あ
る
の
は
、
辰
王
と
い
う
諸
国
共
問
の
王
を
立
て
た
点
で
卑
弥
呼
以

下
の
女
王
国
王
を
共
に
立
て
た
倭
人
に
最
も
よ
く
似
て
い
る
馬
韓
人

に
か
ん
し
、
　
「
そ
の
北
方
郡
に
近
き
心
匠
は
や
や
礼
俗
を
さ
と
る
も
、

そ
の
遠
き
処
は
な
お
囚
徒
奴
碑
の
相
聚
ま
る
が
如
し
」
と
あ
る
の
に

比
べ
る
と
、
倭
人
の
法
俗
の
方
が
よ
ほ
ど
優
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
よ
う
に
礼
を
重
し
と
す
る
法
俗

の
叙
述
が
、
倭
人
伝
を
一
貫
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
他
の
言
葉
で
云
う
な
ら
ば
、
魏
志
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倭
人
伝
は
中
国
的
な
古
い
文
化
観
の
見
地
に
立
っ
て
、
倭
人
の
国
家

と
社
会
と
を
叙
述
し
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
．
。

　
魏
亘
理
人
伝
は
こ
の
よ
う
に
古
い
中
国
の
社
会
観
と
文
化
観
と
の

上
に
立
っ
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
之
を
史
料
に
し
て
第
二
～
一
二
世

紀
の
倭
人
の
勝
星
を
知
ろ
う
と
す
る
者
に
は
、
魏
志
の
表
現
に
よ
っ

て
事
実
の
軽
重
に
か
ん
す
る
判
断
を
誤
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
用
意

が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
を
中
心
に
し
て
書
か
れ
た
倭
人
伝
の

中
か
ら
、
倭
人
の
社
会
の
実
体
を
と
ら
え
る
に
は
、
ど
こ
か
ら
着
手

す
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
の
問
題
で
あ
る
。
倭
人
伝
が

倭
人
の
法
螺
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
、
倭
人
の
社
会
を
知
る
上
に

は
好
都
合
で
あ
る
。
魏
志
の
第
三
十
巻
は
烏
丸
鮮
卑
棄
夷
伝
で
あ
る

が
、
こ
の
中
の
烏
丸
鮮
卑
伝
の
方
は
棄
夷
伝
と
全
く
叙
述
の
方
式
を

異
に
し
て
い
る
。
烏
丸
三
災
伝
は
そ
の
序
に
あ
る
が
如
く
、
漢
末
渡

初
以
来
の
中
国
と
鳥
丸
鮮
卑
属
族
と
の
闘
争
史
を
叙
述
し
て
、
　
「
以

て
四
夷
の
変
に
備
へ
る
」
こ
と
を
日
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
そ
の
内
容
は
鳥
丸
の
筆
力
屠
や
鮮
卑
の
魑
障
害
な
ど
の
大
人
が
、

北
方
か
ら
中
国
に
向
っ
て
進
濡
す
る
の
に
対
し
、
漢
や
魏
の
武
将
が

之
と
い
か
に
紺
決
し
た
か
、
又
は
漢
魏
の
政
府
が
い
か
よ
う
な
懐
柔

政
・
策
を
以
て
之
に
対
処
し
た
か
と
い
う
、
戦
争
と
政
略
の
歴
史
で
あ

る
。
国
女
は
鳥
丸
鮮
卑
伝
の
本
文
か
ら
は
東
夷
伝
に
お
け
る
が
如
き

法
俗
の
多
く
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
僅
に
襲
松
之
が
附
加
し
た

註
の
早
書
に
よ
っ
て
之
を
捕
う
の
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
之
に
比
べ
る

な
ら
ば
、
法
俗
を
記
述
し
た
倭
人
伝
の
内
容
は
倭
人
の
社
会
を
知
る

た
め
に
役
立
つ
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
倭
人
伝
を

材
料
に
し
て
、
第
二
～
三
世
紀
の
倭
人
の
社
会
の
実
体
を
と
ら
え
る

た
め
、
ど
こ
か
ら
着
手
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
倭
人
伝
記
述
の
中
心
が
女
王
国
で
あ
り
、
女
王
国
叙
述
の
中
心
が

女
王
卑
弥
呼
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
で
倭
人
の
赴
会
を

知
る
上
に
も
こ
の
点
は
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
女
王
国
が
倭
人

の
社
会
史
に
お
い
て
い
か
な
る
種
類
の
国
で
あ
り
、
卑
弥
呼
が
女
王

国
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め
た
国
平
…
で
あ
っ
た
か
を
確
か
め

る
こ
と
は
、
倭
人
の
社
会
の
実
体
を
と
ら
え
る
た
め
の
基
礎
と
な
る

べ
き
こ
と
が
ら
だ
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
て
管
見
に
よ
れ

ば
、
従
来
行
な
わ
れ
た
こ
の
二
点
に
か
ん
す
る
研
究
は
ま
こ
と
に
多

数
な
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
妥
嶺
で
あ
る
と
は
訟
え
な
い
。

そ
れ
ら
は
女
王
国
に
つ
い
て
も
卑
弥
呼
に
つ
い
て
も
、
甚
だ
見
当
ち

が
い
の
観
察
を
し
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
理

由
は
倭
人
伝
に
見
え
る
行
程
記
事
の
読
み
方
を
誤
ま
っ
て
来
た
こ
と
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と
、
女
王
国
及
び
卑
弥
呼
の
法
的
性
格
を
考
え
る
た
め
の
史
料
の
採

の
方
を
誤
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
の
、
二
つ
の
原
因
に
帰
着
す
る
の
で

あ
る
。

　
倭
人
伝
の
行
程
記
事
の
読
み
方
に
お
い
て
、
従
来
行
わ
れ
た
共
通

の
欠
陥
は
女
王
国
と
「
自
女
王
羅
以
北
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
諸
国
ど

の
区
別
の
限
界
を
見
誤
ま
っ
た
点
に
存
す
る
。
女
王
国
と
邪
馬
台
国

と
は
地
理
的
に
全
く
異
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
及
び
「
囲

女
王
国
以
北
」
の
諸
国
は
芦
魚
道
里
が
略
説
さ
れ
た
諸
国
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
、
こ
の
両
者
を
念
頭
に
お
い
て
行
程
記
事

を
読
む
な
ら
ば
、
　
「
美
女
王
国
以
北
」
は
対
馬
国
か
ら
不
図
国
ま
で

の
六
国
が
あ
っ
た
地
方
で
あ
っ
て
、
邪
馬
台
国
と
共
に
投
馬
国
を
も

そ
の
中
に
含
ま
な
い
。
大
体
に
お
い
て
筑
前
は
「
隠
女
王
国
以
北
」

に
属
し
、
筑
後
は
女
王
国
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
地
方

の
地
理
的
位
鷺
が
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
は
有
明
湾

東
北
岸
の
山
門
郡
が
そ
の
故
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
国
を
盟
主
と

す
る
女
王
国
は
筑
後
の
全
部
・
肥
前
と
肥
後
の
大
部
分
及
び
豊
後
に

及
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
が
な
く
、
九
州
東
海
岸
に
及
ん
だ
か
ら
、
女

王
国
の
塩
干
余
呉
の
四
函
に
も
念
入
の
国
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る

　
　
　
③

の
で
あ
る
。
繋
馬
国
は
臼
向
の
妻
が
そ
の
故
地
で
あ
り
、
女
王
国
の

植
民
地
国
家
と
し
て
成
立
し
そ
の
歴
史
は
浅
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
王
国
の
政
治
地
理
の
認
識
を
正
す
こ
と
が
、
倭
人
の

第
三
世
紀
の
社
会
を
語
る
た
め
の
先
決
条
件
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
決
ま
ら
な
い
と
、
倭
人
伝
に
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

倭
人
の
社
会
が
具
体
化
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
女
王
国
及
び
卑
弥
呼
の
法
的
本
質
を
と
ら
え
る
た
め
に
根
本

史
料
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
　
「
そ
の
国
も
と
亦
男
子
を
以
て
王
と
な

す
。
住
ま
る
こ
と
七
八
十
年
、
倭
国
覆
る
。
相
攻
伐
し
て
年
を
歴

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

た
り
。
共
に
一
女
子
を
立
て
て
王
と
な
す
。
名
づ
け
て
卑
弥
呼
と
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

う
。
」
　
と
い
う
女
王
卑
弥
呼
の
共
立
に
か
ん
す
る
記
事
で
あ
る
。
女

王
国
に
お
け
る
圏
王
の
共
立
は
、
卑
・
弥
呼
の
次
の
墨
型
に
も
、
更
に

そ
の
次
の
女
王
台
与
に
竜
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
彼
等
は
盟
主
邪
馬
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち

国
王
が
当
然
の
権
利
と
し
て
、
自
立
的
に
女
王
国
王
の
地
位
に
つ
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
特
色
あ
る
事
実
は
女
王
国
の
本
質
を
知

る
た
め
に
見
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
照
王
の
共
立
は

第
二
世
紀
か
ら
第
三
世
紀
に
か
け
て
、
ひ
と
り
倭
人
の
女
王
国
に
お

い
て
の
み
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
東
夷
伝
を
ひ
ら
く
と
、
夫
余

で
も
高
句
麗
で
も
馬
韓
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
馬
韓
に
お

け
る
辰
王
の
共
立
は
、
卑
弥
呼
の
共
立
と
よ
ほ
ど
事
情
が
似
て
い
る
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の
で
あ
る
。
更
に
北
方
の
鳥
丸
や
巻
斗
で
竜
大
人
の
共
立
が
行
わ
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
国
王
の
共
立
と
い
う
の
は
倭
入
の
社
会
に
お
い
て

の
み
法
俗
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
倭
人
伝
を
含
む
と
こ
ろ
の
策
夷

伝
及
び
東
夷
伝
と
巻
を
同
じ
う
す
る
魏
志
の
烏
丸
被
爆
伝
を
通
じ
て
、

首
長
や
君
王
の
共
立
は
当
時
の
諸
民
族
に
お
い
て
む
し
ろ
普
通
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
卑
弥
呼
の
共
立
の
如
き
も
こ
れ
ら

の
場
合
を
参
考
に
し
て
論
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
漁
4
3
え
る
が
、

管
見
で
は
卑
弥
呼
は
倭
国
を
構
成
し
て
い
た
諸
国
か
ら
共
同
し
て
倭

国
の
王
に
立
て
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
倭
国
即
ち
女
王
国
の
争
奪
的

本
質
は
連
禽
国
家
即
ち
連
邦
で
あ
っ
た
。
こ
の
園
が
大
乱
に
お
ち
い

っ
た
こ
と
、
及
び
卑
弥
呼
の
後
で
も
男
望
が
　
国
中
の
不
服
の
た
め
再

び
内
乱
を
繰
返
し
、
そ
の
た
び
に
諸
国
が
相
攻
伐
す
る
と
い
う
惨
状

を
呈
し
た
こ
と
は
、
諸
国
が
醐
家
と
し
て
の
主
権
の
大
部
分
を
留
保

し
つ
つ
共
同
し
て
諸
国
の
上
級
の
国
家
を
作
り
、
そ
の
結
合
が
弱
か

っ
た
が
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
私
は
女
王
国
の
本
質
を
連
邦
で
あ
る
と
見
る

が
、
更
に
「
自
撰
王
国
以
北
」
の
諸
国
は
女
王
国
の
属
領
で
あ
り
、

た
だ
伊
都
国
の
み
は
縫
方
郡
や
魏
や
三
韓
と
の
交
通
の
関
係
上
、
女

王
国
か
ら
特
に
旧
来
の
国
王
の
地
位
を
認
め
ら
れ
、
外
交
事
務
を
委

任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
女
王
国
は
別
に
伊
都
国
に
一
大
率
を

お
い
て
以
北
諸
園
の
検
察
の
任
に
当
た
ら
し
め
て
い
た
と
見
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
女
王
国
を
単
一
の
鴛
主
国
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
況
ん
や
対
馬
か
ら
不
弥
に
至
る
六
箇
国
を
女
王
圏
の
中
，
に
入
れ

て
、
そ
の
地
方
組
織
で
あ
る
と
見
た
り
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
で
は
従
来
の
諸
説
と
大
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
殊
に
近

畿
説
で
は
邪
馬
台
と
大
和
と
の
音
の
一
致
か
ら
出
発
し
、
考
古
学
的

考
慮
を
重
視
す
る
見
地
か
ら
、
女
王
国
を
大
和
中
心
の
単
一
王
国
と

考
え
や
す
く
、
今
日
な
お
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
魏

志
倭
人
伝
の
邪
馬
台
国
の
位
置
に
か
ん
す
る
記
事
は
、
あ
く
ま
で
近

畿
説
の
成
立
を
拒
む
で
あ
ろ
う
。
倭
人
伝
の
行
程
記
事
に
つ
い
て
、

対
馬
国
か
ら
邪
馬
台
隅
ま
で
が
一
貫
連
続
し
た
叙
述
で
あ
る
と
信
ぜ

ち
れ
、
そ
の
よ
う
に
遠
隔
の
土
地
で
地
名
も
ヤ
マ
ト
な
ら
、
た
と
い

原
文
に
は
南
と
あ
っ
て
も
東
の
誤
で
、
邪
馬
台
園
は
大
和
国
に
相
違

な
か
ろ
う
と
い
う
疑
を
存
す
る
余
地
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
す
る
な

ら
ば
、
考
古
学
上
近
畿
の
銅
鐸
や
古
墳
の
古
さ
に
よ
つ
て
邪
馬
台
国

は
大
和
な
り
と
主
張
し
う
る
余
地
が
残
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
も
し

倭
人
伝
の
行
程
記
事
が
正
確
に
一
定
の
書
式
に
従
う
て
書
か
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
で
あ
り
、
ま
た
伊
都
国
で
そ
の
書
式
に
変
化
が
あ
る
こ
と
が
明
白
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に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
文
が
示
す
方
角
も
距
離
竜
邪
馬
台
国
・

投
軍
国
・
倭
国
（
女
王
国
）
が
す
べ
て
九
州
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
こ
と
に
お
い
て
、
一
点
疑
う
余
地
が
な
く
な
る
時
が
来
た
と
し

て
も
、
な
お
邪
馬
台
国
は
近
畿
の
大
和
で
あ
る
と
誰
が
主
張
し
う
る

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
邪
馬
台
国
研
究
の
史
料
と
の
関
係
で
は
、

倭
人
伝
は
魏
志
の
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝
の
一
部
な
の
だ
か
ら
、
邪
馬
台

国
・
女
王
国
の
倭
人
の
社
会
も
ま
た
之
を
蒙
育
・
満
洲
・
朝
鮮
・
九

州
を
つ
な
ぐ
南
北
線
上
に
お
い
て
考
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
大
和
・

瀬
戸
内
海
・
九
州
を
つ
ら
ね
る
東
西
線
上
に
お
い
て
論
ず
べ
き
も
の

で
は
な
い
と
儒
ず
る
。
だ
か
ら
こ
の
論
文
は
魏
志
の
鳥
丸
鮮
卑
棄
夷

伝
を
材
料
に
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
が
書
式
の
重
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
壷
ん
で
在
来
の
諸
説
と
大
い
に
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
女
王
国
の
本
質
が
こ
の
よ
う
に
諸
小
国
の
連
合
国
家
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
女
王
国
の
社
会
的
性
格
は
女
王
国
自
体
よ
り
屯
、
先

ず
女
王
圏
及
び
そ
の
罵
領
を
構
成
し
た
諸
小
国
の
社
会
的
本
質
に
つ

い
て
検
討
す
べ
き
竜
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
醜
女
が
さ
っ
そ
く
気

の
つ
く
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
小
国
は
大
和
を
中
心
と
す
る
皇
族
国
家

が
西
に
向
っ
て
拡
大
し
て
九
州
に
及
ん
だ
と
き
、
相
次
い
で
之
に
服

属
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
名
を
止
め
る
顕
著
な
実
例
と

し
て
は
伊
都
国
・
奴
国
・
邪
馬
台
国
・
狗
奴
国
に
相
当
す
る
各
地
の

首
長
が
投
降
し
或
は
征
服
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
都
・
灘
・
山

門
・
熊
の
県
を
成
す
に
至
っ
た
事
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

の
ほ
か
に
も
倭
人
伝
に
見
え
る
国
名
が
、
大
和
時
代
の
九
州
の
国
や

県
の
名
に
な
り
変
っ
て
い
る
事
実
の
明
ら
か
な
も
の
が
い
く
つ
か
存

在
す
る
。
殊
に
潮
瀬
国
は
後
の
菟
狭
国
で
あ
り
、
呼
置
国
は
後
の
兇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
キ

湯
の
察
で
あ
り
、
郡
同
県
は
洞
の
海
に
か
よ
う
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
だ
か
ら
女
王
国
及
び
そ
の
属
下
を
構
成
し
た
諸
国

が
、
大
和
中
心
の
民
族
国
家
成
立
以
前
の
歴
史
的
段
階
に
立
つ
九
州

の
地
方
的
小
編
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
う
し
て
民
族
国
家
成
立
以
前
の
国
家
と
い
え
ば
、
国
家
発
生
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ラ
イ
ブ

般
史
的
段
階
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
き
、
．
我
女
は
ま
ず
部
族
の
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ニ
タ
ム

を
想
定
し
、
次
に
部
族
圏
家
よ
り
も
高
い
次
元
で
成
立
す
る
種
族
の

国
家
を
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
大
和
国
家
が
九
州
の
上
に
領
土

を
拡
大
し
た
過
程
に
お
い
て
は
、
前
記
の
諸
小
国
の
み
が
現
わ
れ
て

お
り
そ
れ
以
上
の
大
国
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
頗
る
注

意
を
要
す
る
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
も
し
か
の
卑
弥
呼
等
の
女

王
国
な
る
も
の
が
単
’
王
国
と
し
て
存
続
し
た
な
ら
ば
、
大
和
の
勢

力
は
必
ず
や
そ
の
反
抗
を
う
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
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は
な
か
っ
た
。
必
ら
ず
や
之
は
連
合
国
家
に
す
ぎ
な
か
っ
た
女
王
国

内
の
諸
国
が
和
合
せ
ず
、
内
乱
を
く
夢
か
え
し
て
崩
壊
し
た
た
め
だ

ろ
う
と
思
う
。
大
和
国
家
の
九
州
進
出
以
前
に
お
い
て
、
九
州
地
方
に

シ
ぶ
タ
ム

種
族
を
地
盤
と
す
る
単
一
国
家
と
し
て
の
王
国
は
存
在
せ
ず
、
諸
小

国
の
み
が
点
在
し
て
い
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
疑
が
な
く
、

且
又
そ
れ
ら
の
請
国
を
第
三
世
紀
の
倭
人
の
諸
国
の
後
継
者
の
列
に

属
す
る
者
で
あ
っ
た
と
見
る
他
に
見
方
の
な
い
こ
と
も
疑
が
な
い
と

い
え
よ
う
。
だ
と
す
る
と
、
第
二
世
紀
及
び
第
一
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
、

魏
志
の
倭
人
伝
が
倭
国
即
ち
女
王
国
の
構
成
員
で
あ
る
と
見
て
い
た

諸
国
、
及
び
女
王
国
の
属
領
で
あ
っ
た
「
筆
順
王
国
以
北
」
の
諸
團

は
、
之
を
三
族
園
家
の
列
に
属
し
た
国
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な

く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
鞍
馬
国
・
狗
奴
園
・
駐
留
国
の
東
千

余
墨
の
海
上
に
あ
っ
た
と
い
う
倭
種
の
病
冠
も
、
同
様
に
考
え
る
他

に
途
は
あ
る
ま
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
泓
は
女
王
国
時
代
の
倭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
の
諸
小
国
は
部
族
国
家
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
。
た
だ
部
族
圏
家

と
云
っ
て
も
発
展
上
の
時
期
が
あ
る
。
前
漢
に
朝
貢
し
た
百
余
国
と

魏
に
通
じ
た
三
十
国
と
を
圃
断
に
論
じ
が
た
い
。
後
者
は
共
同
し
て

岡
種
族
の
連
邦
を
形
成
す
る
ほ
ど
成
熟
し
た
段
階
に
入
っ
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
積
り
で
歴
史
的
時
期
を
論
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。

以
下
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
も
分
か
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
国
家
を
後
期

部
族
国
家
と
格
づ
け
す
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
第
二
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

三
世
紀
の
祉
会
を
国
家
形
成
と
の
関
係
に
お
い
て
云
う
な
ら
ば
、
末

o
o
o
o
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

期
部
族
社
会
と
云
う
の
が
よ
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

①
　
拙
稿
「
邪
馬
台
園
問
題
の
解
決
の
た
め
に
」
　
『
園
史
論
集
』
　
（
一
九
五

　
九
）
　
所
収
。
　
「
跨
繍
…
蹴
退
」
　
『
史
林
』
　
…
－
九
六
〇
年
三
｝
一
胃
万
。
　
門
魏
士
心
倭
i
〈

　
伝
行
程
記
喜
の
解
読
」
　
『
日
本
古
代
史
論
叢
』
　
（
一
九
五
九
）
所
収
。
そ

　
の
後
行
程
記
事
が
前
漢
欝
以
来
存
在
し
、
殊
に
逓
典
に
お
い
て
典
型
的
に

　
示
さ
れ
た
一
定
の
方
式
に
従
う
て
い
る
こ
と
を
見
出
だ
し
た
か
ら
、
着
て

　
発
表
す
る
。
拙
考
は
伊
都
濁
を
境
に
し
て
連
続
的
読
み
方
か
ら
列
挙
酌
読

　
み
方
へ
変
え
る
点
で
は
榎
教
授
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
読
み
方
を
す
る

　
根
拠
に
お
い
て
は
全
然
伺
氏
と
異
な
っ
て
い
る
。

②
　
邪
馬
台
子
の
位
澱
に
か
ん
す
る
水
行
十
田
陸
行
一
月
に
つ
い
て
は
、
水

　
行
な
ら
ば
十
日
陸
行
な
ら
ば
　
月
と
読
む
べ
き
こ
と
が
書
式
上
一
定
し
て

　
い
た
。
水
行
十
日
の
上
に
陸
行
一
月
を
顧
冤
す
る
と
い
う
よ
．
）
な
連
続
｝
餉
綴
醜

　
み
方
は
行
程
記
嘉
の
方
式
上
到
底
許
さ
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。
之
に
つ
い

　
て
は
、
竪
臼
別
に
本
誌
で
詳
述
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

③
拙
稿
「
魏
志
の
倭
の
女
王
濁
の
政
治
地
理
」
『
史
学
雑
誌
』
六
二
の
九

　
（
昭
和
二
八
）
。
こ
の
中
で
女
王
畷
の
領
域
が
下
関
海
峡
の
両
岸
に
及
び
、

　
山
口
県
の
地
方
を
支
配
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
諭
じ
た
。

④
拙
稿
「
女
王
卑
弥
呼
等
倭
の
女
叢
岡
王
の
共
立
」
『
二
二
大
学
経
済
学

　
紘
醐
集
」
第
…
号
（
…
九
六
｝
）
。
　
な
お
後
漫
書
の
鋼
奴
伝
や
繭
虚
伝
等
に
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も
共
立
に
関
す
る
蜜
例
が
多
い
。

⑤
拙
稿
「
淡
の
女
王
綱
の
瞬
家
的
本
質
扁
『
大
倉
山
論
集
”
第
八
輯
（
昭

　
和
三
十
五
）
。
　
な
お
「
倭
の
女
王
国
と
部
族
三
家
と
の
関
係
」
と
題
す
る

　
論
文
を
近
く
凹
法
飼
史
研
究
』
嬉
十
二
号
で
発
表
す
る
。

⑥
　
こ
の
方
法
に
よ
つ
て
初
め
て
倭
人
伝
中
の
縫
会
及
び
国
家
闘
係
の
、
例

　
え
ば
國
・
国
邑
・
邑
落
・
王
・
共
立
・
大
人
・
下
戸
・
生
口
・
罪
人
・
鬼

　
神
・
屋
室
・
会
同
等
の
重
要
な
用
語
の
正
確
な
意
味
が
分
か
る
で
あ
ろ
う

　
し
、
倭
人
の
辻
会
と
国
家
と
の
比
較
史
豹
位
置
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

　
う
。
こ
の
論
文
は
全
く
新
に
こ
の
方
法
に
依
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
従
来
殆
ん
ど
こ
の
方
面
が
纐
み
ら
れ
て
い
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
と
云

　
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
倭
人
伝
の
解
釈
の
た
め
に
古
審
記
・
日
本
書
紀
・
風
土

　
記
等
の
記
述
を
む
や
み
に
利
飛
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
記
紀
批
判
の
あ

　
る
今
臼
警
戒
を
要
す
る
。
特
に
倭
人
伝
は
九
州
の
倭
人
に
関
す
る
記
事
だ

　
か
ら
、
大
和
に
関
す
る
古
記
録
を
引
合
い
に
出
す
の
は
適
当
で
は
な
い
。

⑦
縮
村
清
之
助
町
．
西
洋
巾
世
史
の
秘
究
』
頁
一
五
一
｝
七
で
は
、
三
族
を

　
く
C
節
。
話
。
げ
銭
戸
麓
族
を
G
o
雰
欝
ヨ
の
訳
語
と
す
る
。
タ
キ
ッ
ス
の
ゲ

　
ル
マ
ニ
ヤ
に
見
え
る
春
は
部
族
で
あ
り
、
羅
馬
帝
照
に
侵
入
し
た
の
ほ
、

　
古
い
部
族
の
離
含
集
数
に
よ
っ
て
で
き
た
毬
族
が
有
力
な
統
率
蛮
の
下
に

　
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
だ
。
私
は
之
を
魏
志
の
女
王
瞬
の
成
立
に
比
す
べ

　
き
段
階
だ
と
考
え
る
が
、
倭
人
で
鳳
種
族
の
成
立
が
嚇
般
に
う
ま
く
進
ま

　
な
か
っ
た
。
な
お
註
⑤
の
『
法
舗
…
史
研
究
熱
拙
稿
註
一
〇
参
照
。

⑧
末
期
部
族
社
会
に
対
し
、
園
家
成
立
以
前
の
社
会
を
初
期
部
族
社
会
、
鳳

　
家
成
立
以
後
連
邦
形
成
以
前
の
社
会
を
巾
期
韻
族
社
会
と
見
る
。
た
だ
し

　
こ
の
区
分
は
大
和
国
家
と
の
関
係
上
二
月
修
正
の
必
要
が
あ
ろ
、
）
。

二
　
倭
人
の
全
家
二
成
の
歴
史
的
発
展
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
魏
志
倭
三
一
の
初
に
「
倭
人
は
山
島
に
依
っ
て
国
邑
を
為
す
」
と

あ
り
。
国
邑
は
地
方
的
な
国
又
は
濁
都
で
あ
る
。
倭
人
の
住
所
は
山

の
多
い
海
島
で
、
そ
こ
に
多
く
の
悶
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
山
鵬
も
爾
も
復
数
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
そ
の
次
に
「
も
と

百
余
国
、
漢
の
時
朝
見
す
る
者
有
り
。
今
、
使
訳
通
ず
る
所
三
十

羅
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
倭
パ
〔
は
そ
れ
ら
の
地
方

的
小
醐
の
こ
と
を
ク
ニ
と
称
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば
倭
人
が
ツ

シ
で
ノ
ク
ニ
と
云
っ
た
の
が
、
倭
人
伝
に
は
対
馬
国
と
表
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
滝
川
政
次
郎
教
授
は
ク
ニ
の
語
源
は
郡
の
影
野

ク
ソ
の
転
詑
で
あ
り
、
楽
浪
郡
と
交
通
し
た
倭
人
か
ら
始
ま
っ
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
①

ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
訓
の
音
ク
ソ
を
ク
ニ
と
発
音
す
る
に
至
っ
た

こ
と
を
連
想
す
る
と
、
こ
の
説
は
他
の
諸
説
よ
り
も
可
能
性
が
多
い

と
思
う
。
だ
か
ら
ク
ニ
は
最
初
か
ら
各
地
の
君
長
が
支
配
す
る
領
土

と
い
う
政
治
的
意
味
を
お
び
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
国
邑
と
い
う
文

字
は
東
夷
伝
中
の
韓
伝
と
倭
人
伝
と
に
の
み
見
え
る
。
な
ぜ
そ
う
な

の
か
と
云
え
ば
、
こ
の
両
伝
に
の
み
部
族
国
家
が
見
え
る
か
ら
で
あ

る
。
夫
余
と
高
句
麗
と
は
三
韓
及
び
倭
よ
り
も
斑
族
的
に
統
一
し
た
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国
で
あ
っ
た
か
ら
、
国
内
に
は
も
は
や
地
方
的
な
部
族
国
家
は
な
か

っ
た
。
　
「
国
邑
」
は
漢
代
で
は
諸
侯
の
封
地
を
さ
し
、
周
末
で
は
戦

国
蒔
代
の
諸
国
の
国
都
を
さ
し
た
の
で
分
か
る
よ
う
に
、
大
国
を
構

成
す
る
地
方
的
な
國
や
團
都
を
意
味
す
る
文
字
が
国
師
で
あ
っ
た
か

ら
、
民
族
的
に
統
一
し
て
い
た
夫
余
や
高
句
麗
で
は
も
は
や
国
邑
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
識
・
濫
淫
・
把
婁
の
如
き
部
族

は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
そ
れ
ら
が
園
家
を
成
す
に
至
ら
な
か
っ
た
地
方

で
は
、
も
ち
ろ
ん
濁
邑
と
い
う
交
字
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
三
韓
と
倭
に
お
い
て
の
み
国
邑
の
語
が
見
え
る
の
は
、
全
く

三
韓
と
倭
の
各
地
に
多
く
の
部
族
国
家
が
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
潔
厨
口
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
韓
伝
と

倭
入
筆
と
を
対
照
す
る
と
、
前
者
に
は
「
量
落
」
が
見
え
る
が
、
後

者
に
は
そ
れ
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
。
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝
の
金
丈
を

熟
視
す
る
と
き
、
こ
の
こ
と
も
亦
倭
人
の
社
会
を
知
る
上
に
、
甚
だ

留
意
を
要
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
韓
伝
で
は
次
の
文
の
中
に
邑
落
が
見
え
る
。
　
「
そ
の
俗
綱
紀
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

し
。
国
昆
主
帥
あ
り
と
難
も
、
邑
落
零
慨
し
て
善
く
構
制
御
す
る
こ

と
能
わ
ず
」
。
之
は
馬
韓
の
条
に
見
え
る
が
、
　
藩
翰
・
弁
韓
で
も
岡

様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
之
に
よ
る
と
韓
の
諸
小
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
主

帥
が
あ
っ
て
君
主
国
を
成
し
て
い
た
が
、
各
国
の
内
部
は
よ
く
治
ま

っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
邑
落
が
雑
居
し
て
相
争
う
か
ら
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
邑
落
の
雑
居
が
な
ぜ
邑
落
の
交
争
を
誘
う
た
か
と
い

う
理
由
を
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
ま
ず
こ
こ
で
邑
落
と
い
う
の
は
一

語
で
あ
っ
て
、
邑
と
落
と
の
二
種
の
地
区
を
云
う
の
で
は
な
い
。
あ

だ
か
も
国
邑
が
国
を
意
味
す
る
一
語
で
あ
っ
て
、
国
と
邑
と
を
意
味

し
て
い
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
邑
落
雑
唐
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
は
、
邑
と
落
と
が
雑
卑
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

甲
の
零
落
と
乙
の
邑
．
落
と
の
領
域
が
入
り
乱
れ
て
い
て
、
紛
争
を
生

じ
易
か
っ
た
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
。
部
族
国
家
の
統
治
が
完
成
し

て
い
れ
ば
よ
い
の
だ
が
未
だ
そ
こ
に
至
ら
ず
、
各
邑
落
が
ま
だ
よ
く

国
の
統
制
を
う
け
て
い
な
い
の
で
、
互
に
対
抗
し
あ
い
互
に
他
方
の

邑
落
を
侵
し
易
く
、
共
に
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
し
て
相
争
う
た

の
で
あ
る
。
部
族
社
会
が
ま
だ
国
家
約
に
結
合
し
て
い
な
い
時
期
に
、

独
立
割
拠
す
る
各
昆
落
が
お
互
に
侵
犯
し
易
い
こ
と
は
、
詩
界
に

　
　
　
　
　
　

「
そ
の
邑
落
相
侵
犯
せ
ば
、
藤
ち
相
罰
し
、
生
口
牛
馬
を
責
め
、
之

を
名
づ
け
て
責
禍
と
為
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
察

し
う
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
あ
と
で
生
口
に
つ
い
て
述
べ
る
時
に
詳

述
す
る
が
、
こ
れ
は
部
族
状
態
の
社
会
を
支
配
す
る
君
主
が
邑
落
の
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治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
設
け
た
法
で
あ
っ
た
。
琶
落
間
の
梢
互
侵

犯
を
取
締
る
こ
と
は
、
部
族
国
家
の
形
成
の
た
め
の
重
要
条
件
で
あ

っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
然
る
に
韓
の
諸
国
は
既
に
部
族
国
家
を
形
成

し
て
い
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
の
邑
落
は
ま
だ
わ
が
ま
ま
で
相

侵
犯
し
易
か
っ
た
の
で
あ
る
。
韓
土
の
諸
国
の
内
部
が
「
三
聖
主
帥

あ
り
と
難
も
、
邑
落
雑
騰
し
て
、
稲
制
御
す
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
い

う
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
部
族
国
家
は
主
帥
の
支
配
下
に

成
立
し
て
い
た
が
、
ま
だ
国
内
の
統
治
が
完
全
な
平
禰
状
態
を
作
る

に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
韓
族
と
岡
様

に
部
族
国
家
を
成
す
に
至
っ
て
い
た
倭
人
の
祉
会
に
お
い
て
、
暴
落

雑
腸
の
記
事
を
阿
兄
な
い
の
み
か
、
乱
落
に
つ
い
て
何
も
書
か
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
早
使
が
見
聞
し
た
倭
人
の
諸
騨
が
韓
の
そ
れ

ら
よ
夢
も
高
次
の
統
一
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ
と
考

え
る
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
倭
の
諸
国
の
刑
法
が
厳
重
で
あ
っ
て
、

相
臣
服
す
る
に
足
り
る
尊
卑
の
差
別
が
確
立
し
て
い
る
と
い
う
倭
人

伝
の
記
述
か
ら
も
推
定
し
う
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
更
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
邑
落
と
部
族
社
会
と
の
閣
係
を
語
る
史
料
と

し
て
、
　
東
夷
伝
か
ら
次
の
事
例
を
あ
げ
う
る
。
　
即
ち
把
婁
伝
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
大
君
長
無
し
。
晶
落
各
六
大
人
有
り
」
と
見
え
、
棄
沃
沮
伝
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

「
大
君
王
無
し
。
世
世
邑
落
、
各
々
長
息
あ
り
」
と
見
え
る
よ
う
に
、

国
家
的
霜
主
の
な
い
所
で
は
、
邑
落
ご
と
に
大
人
や
長
帥
が
あ
っ
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
把
降
竜
沃
沮
も
未
だ
地
方
的
な
部
族
国
家
を

成
さ
ず
、
い
わ
ん
や
単
族
国
家
な
ど
は
思
い
も
及
ば
ぬ
未
開
状
態
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
邑
落
が
あ
だ
か
竜
国
家
の
如
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
に
率
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
早
落

と
云
っ
て
も
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
数
多
の
角
落
を
連
ね
た
部
族

と
し
て
結
合
し
て
い
た
場
合
で
竜
、
単
に
邑
落
と
い
う
表
現
を
以
て

し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
邑
落
が
そ
れ
ぞ
れ
首
長
を
有
し
、

そ
の
首
長
た
ち
が
共
同
し
て
彼
等
の
首
長
を
立
て
る
と
こ
こ
に
部
族

が
生
ず
る
。
こ
の
状
態
を
食
置
よ
く
物
語
る
史
料
は
、
魏
志
の
鳥
丸

伝
に
附
け
ら
れ
た
斐
松
之
註
の
魏
書
に
見
え
る
次
の
交
で
あ
る
。

　
　
③

　
鳥
丸
は
東
胡
な
り
。
　
（
中
略
）
常
に
勇
健
に
し
て
能
く
闘
訟
を
理
決
し
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む

犯
を
相
す
る
者
を
推
落
し
て
大
人
と
為
す
。
鷲
座
に
各
々
小
帥
あ
り
。
世
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

継
が
ざ
る
な
り
。
数
百
千
落
お
の
ず
か
ら
一
部
を
為
す
。
大
人
召
質
す
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

あ
れ
ば
木
に
刻
ん
で
信
と
為
し
、
邑
落
蓋
行
す
。
文
字
無
く
し
て
部
衆
敢
て

違
犯
す
る
こ
と
な
し
。

　
こ
の
文
は
原
始
的
な
部
族
祉
会
の
状
態
を
物
語
る
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。
こ
の
状
態
が
初
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
次
第
に
部
族
の
属
家

12　（170）



二～三世紀における倭人の赴会、（牧）

的
統
一
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。
こ
の
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
鳥
丸
で

は
勇
健
に
し
て
能
く
刑
事
民
事
の
裁
判
を
行
な
い
う
る
者
が
、
部
族

の
大
人
に
推
挙
せ
ら
れ
た
。
部
族
は
数
百
干
落
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に

多
数
の
部
落
に
撮
む
部
衆
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
諸
般
の
情

況
殊
に
戦
闘
の
た
め
の
団
結
の
必
要
に
も
と
づ
き
お
の
ず
か
ら
成
立

す
る
団
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
邑
落
は
人
友
の
日
常
の
生
活

を
支
え
る
共
同
社
会
で
あ
っ
た
。
　
一
個
の
独
立
し
た
地
域
団
体
で
あ

っ
て
首
長
を
有
し
た
。
部
の
大
人
に
対
し
て
之
を
邑
落
の
小
帥
と
よ

ん
で
い
る
が
、
之
も
ま
た
世
襲
制
で
は
な
い
と
あ
る
か
ら
、
推
募
制

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
部
の
大
人
の
指
令
は
邑
落
の
小
帥
に
伝
え

ら
れ
、
そ
れ
が
部
衆
の
全
体
に
浮
実
さ
れ
る
組
織
に
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
烏
丸
と
鮮
卑
と
は
共
通
の
慣
行
を
有
し
た
か
ら
、
鮮
卑

も
之
と
同
様
で
あ
り
、
痢
奴
の
響
き
も
ほ
ぼ
同
様
に
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
罫
書
の
烏
丸
伝
で
は
部
の
大
人
に
対
し
邑
落
の
小
帥
と
書

い
て
い
る
が
、
魏
志
の
東
夷
伝
で
は
書
落
の
大
人
と
か
長
帥
と
か
と

書
い
て
い
る
の
で
、
用
語
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
邑
落
の
首
長
で
あ

っ
た
点
で
は
同
一
で
あ
っ
た
。
第
二
世
紀
乃
至
三
世
紀
の
東
夷
の
諸

民
族
は
、
最
も
未
開
な
掘
婁
や
沃
沮
で
も
、
も
は
や
鳥
丸
・
鮮
卑
と

同
じ
よ
う
な
部
族
社
会
の
時
期
に
は
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
よ
う
に
邑
溶
に
大
入
や
長
舳
の
よ
う
な
有
力
な
首
長
が
構
え
て

い
る
と
、
邑
落
と
は
云
っ
て
も
独
立
の
国
家
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、

三
聖
と
邑
落
と
の
間
に
は
紛
争
が
起
り
相
戦
う
こ
と
を
常
と
し
た
の

に
相
違
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
彼
等
を
し
て
部
族
と
し
て
の
高

次
の
結
合
に
至
ら
し
め
た
原
因
で
も
あ
る
。
勢
望
が
氏
族
や
家
族
と

ど
う
い
う
内
部
関
係
に
あ
っ
た
か
は
鳥
丸
や
鮮
卑
に
お
い
て
も
東
夷

伝
で
も
史
料
を
欠
き
、
全
く
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
氏
族

村
落
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
あ
る
ま
い
。
た
だ
先
に
掲

げ
た
烏
丸
に
か
ん
す
る
魏
書
で
は
、
邑
落
の
小
業
・
も
世
六
斎
継
が
ざ

る
な
り
と
見
え
る
。
氏
族
村
落
な
ら
首
長
の
地
位
も
世
襲
で
あ
り
そ

う
な
も
の
だ
が
、
そ
の
辺
は
ど
う
な
っ
て
い
た
も
の
か
，
今
想
像
の

限
り
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
鳥
丸
・
農
博
の
如
き
遊
牧
民
族
に
お
い
て
は
も
と
よ

勢
、
掘
婁
・
沃
沮
の
如
く
土
着
し
た
民
族
に
あ
っ
て
も
、
部
族
と
し

て
の
集
団
を
作
り
な
が
ら
、
当
落
に
は
各
々
無
畏
が
あ
っ
て
、
彼
が

村
の
平
和
の
た
め
に
は
争
訟
を
裁
判
し
、
防
爾
の
た
め
に
は
村
民
を

率
い
て
他
の
邑
落
と
戦
う
た
の
で
あ
る
。
気
落
と
三
面
と
は
常
…
に
対

立
し
て
い
た
。
沃
濫
の
南
に
あ
っ
た
滅
は
社
会
的
に
や
や
進
ん
で
い

た
が
、
彼
等
を
雲
影
し
た
漢
や
高
句
麗
が
彼
等
の
邑
落
が
相
侵
犯
す
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る
と
ぎ
に
制
裁
を
加
え
る
制
度
を
設
け
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
と
眠

り
で
あ
る
。
部
族
図
会
が
国
家
的
な
統
制
を
整
え
て
い
く
に
従
い
、

邑
落
の
独
立
性
が
抑
え
ら
れ
て
国
家
の
権
力
に
服
従
す
る
度
合
を
た

か
め
て
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
部
族
国
家
の
形
成
は
邑
落

に
対
す
る
統
嘱
を
必
須
条
件
に
し
て
い
た
。
や
が
て
部
族
国
家
が
完

成
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
早
落
は
地
方
制
度
化
し
邑
落
間
の
交
争
は

無
く
な
る
。
有
っ
た
と
し
て
も
以
前
と
は
黒
く
性
質
の
ち
が
っ
た
も

の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
念
頭
に
お
く
と
、

三
韓
の
諸
国
で
は
働
落
雑
居
し
て
面
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
不
穏

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
初
め
て
理
解
さ
れ
る
と
共
に
、

邑
落
の
不
安
に
関
す
る
記
事
が
全
く
見
え
な
い
倭
人
の
社
会
を
、
少

な
く
と
も
「
自
女
王
国
以
北
」
の
地
方
で
は
、
韓
人
の
社
会
よ
り
も
、

国
家
的
に
も
文
化
的
に
も
進
ん
で
い
る
と
、
魏
志
の
筆
者
が
忍
っ
て

い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
東
夷
の
中
で
最
も
国
家
的
に
発
達
し
て
い
た
の
は
夫
余
と
高
句
麗

と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
中
国
と
の
政
治
的
接
触
の
歴
史
が
長
か
っ

た
が
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
剣
龍
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
は
も
は
や
民
族

国
家
を
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
決
し
て
程
度
の
高

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
高
句
麗
の
五
族
と
よ
ば
れ
た
渦
奴
部
・
回

診
蔀
・
順
奴
藩
・
灌
奴
蔀
・
桂
無
事
の
五
部
は
、
後
漢
書
の
章
皇
太

子
の
註
で
は
、
西
部
・
北
部
・
東
部
・
南
部
・
内
部
と
い
う
地
方
的

な
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
初
め
地
方
的
に
割
拠
し
て
い
た
五
つ

の
部
族
が
統
一
さ
れ
て
、
一
箇
の
民
族
編
家
を
成
す
に
至
っ
て
い
た

　
　
　
　
④

よ
う
で
あ
る
。
姉
妹
民
族
で
あ
っ
た
夫
余
の
国
家
も
之
と
大
差
無
か

つ
た
も
の
と
思
う
Q
だ
か
ら
民
族
障
壁
と
は
云
っ
て
も
ま
だ
初
歩
的

な
も
の
で
、
国
内
の
邑
落
は
自
然
状
態
を
張
る
こ
と
遠
か
ら
ず
地
方

区
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
夫
余
の
琶
落
に
つ
い
て
立
志
は

　
　
　
む

「
墜
落
に
豪
民
あ
り
。
下
戸
を
斑
と
し
て
皆
奴
僕
と
為
す
。
」
と
云
い
、

同
じ
こ
と
を
後
漢
書
は
「
そ
の
邑
落
皆
諸
加
に
主
属
す
」
と
書
い
て

い
る
。
学
齢
の
住
民
が
諸
加
即
ち
貴
族
に
隷
属
し
て
奴
僕
に
な
っ
て

い
た
と
い
う
状
態
は
、
大
化
以
前
の
氏
の
下
の
部
民
を
連
想
せ
し
め

る
。
東
夷
諸
族
中
最
も
成
長
し
て
い
た
夫
余
と
高
句
麗
と
が
作
っ
て

い
た
王
国
は
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
大
和
時
代
に
帯
拝
し
、
民
族
国
家

の
最
初
の
段
階
に
立
っ
て
い
た
と
云
え
よ
う
。

　
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
綜
堕
し
、
遊
牧
幾
族
の
烏
丸
・
野
卑
を

除
外
し
、
東
夷
伝
に
見
え
る
諸
難
風
が
到
達
し
て
い
た
繍
家
約
発
展

段
階
を
図
表
で
示
す
と
、
ほ
ぼ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

．
こ
の
表
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
倭
民
族
も
韓
民
族
も
共
に
多
く
の
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疑
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譜
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家
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族
瞬
家
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会

長1大

帥 入

邑
落
及
び
社
会
の
秩
序

（
九
州
）

穴
居
、
最
も
礼
俗
な
し

韓

華
フ
　
車

辰
　
韓

v

麗

　　　　馬

鹸　．韓

倭
王
（
連
邦
）
　
約
三
〇
閣

議｝渠

王

　
　帥

冨
蒋
侵
蔑
告
牛
馬
を
責
む

　
コ

人
「
尊
卑
差
序
相
臣
服
す
る
に
足
る

　
一

（胴王）

一
　
二
　
騒
　
　
渠

帥

一
　
二

夫
　
　
…
夫
餓
測

高
旬
　
∵
・
母
樹
∴

擬

ヨ三

ハ連
邦

）

五

四
　
　
園

長　渠

帥 i聴1

　　1’一

二

宝団

居
し

堀1
欄1
御｝

す
る

こ

と

能

わ
ず

邑
落
に
豪
民
あ
り
下
戸
を
民
と
し
て
皆
奴
僕
と
為
す

限
中
の
大
家
は
獺
期
せ
ず
し
て
坐
食
す
る
嚢
万
余
口

第二～黛世紀における倭人の祉会（牧）

部
族
国
家
を
作
っ
て
い
て
、
そ
の
中
の
大
多
数
の
国
が
共
同
し
で
統

一
国
家
を
作
っ
て
い
た
。
こ
の
共
岡
国
家
．
は
種
族
圏
家
で
あ
っ
た
と

云
え
る
。
た
だ
し
之
は
倭
で
も
韓
で
も
ま
だ
連
邦
で
あ
っ
て
単
一
の

王
園
を
成
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
韓
は
夢
心
族
に
分
れ
、
馬
韓
種
族

が
辰
砂
の
下
に
連
邦
を
作
っ
た
後
、
そ
の
支
配
は
他
の
二
種
族
の
二

十
四
国
中
十
二
国
の
上
に
竜
及
ん
だ
。
倭
人
は
九
州
に
お
け
る
二
十

余
の
部
族
寺
家
を
ふ
く
む
最
有
力
の
種
族
が
倭
国
即
ち
女
王
国
連
邦

を
作
っ
た
、
　
フ
二
女
王
国
以
北
」
の
鰍
醗
國
は
こ
の
連
邦
の
領
地
に
な

っ
た
。
併
し
女
王
國
の
南
に
は
狗
奴
鼠
が
あ
り
、
女
権
…
国
の
東
方
に

竜
崎
種
の
諸
国
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

倭
の
圏
家
形
成
に
お
け
る
位
置
は
女
王
国
に
か
ん
す
る
限
り
で
は
、

三
韓
よ
り
も
上
位
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
わ
ず
か
に
種
族
の
王

家
で
あ
っ
て
、
夫
余
と
高
句
麗
の
如
き
民
族
国
家
に
進
み
・
う
る
素
地

を
有
っ
て
い
薮
か
つ
た
。
こ
の
最
後
の
二
国
は
ほ
ぼ
大
和
時
代
の
千

本
の
国
家
状
態
で
あ
っ
た
。
之
に
比
べ
る
と
倭
人
の
議
会
は
そ
れ
以

前
の
末
期
部
族
枇
会
で
あ
り
、
部
族
国
家
が
共
期
し
て
種
族
国
家
を
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形
成
し
た
段
階
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
進
ん
で
喜
入
の
祉
会
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
弥
生
式
時

代
の
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
鉄
製
器
具
の
使
用
が
社
会
の
様
相
を

変
化
せ
し
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
鉄
製
の
農
具
の
使
用
に
よ
っ
て

農
地
の
開
拓
と
農
作
物
の
収
穫
と
が
躍
進
的
発
展
を
行
の
う
て
、
農

地
に
対
す
る
需
要
を
生
ず
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
，
鉄
製
の
武
器

が
戦
力
を
強
化
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
部
族
国
家
間
の
闘
争
が
激
化

し
来
る
の
は
当
然
の
成
行
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
社
会
の
物
質
的
生
産

力
の
発
展
は
国
家
の
権
力
的
支
配
を
強
化
し
た
が
、
後
者
は
更
に
国

内
に
お
い
て
国
家
権
力
の
行
使
の
た
め
に
必
要
な
新
体
制
を
建
設
す

る
方
向
に
向
か
わ
し
め
る
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
部
族
と
し
て
固

有
な
血
縁
的
体
制
の
ま
ま
で
は
、
支
魏
の
体
制
が
血
縁
関
係
の
固
定

す
る
が
如
く
に
固
定
し
、
國
家
は
経
済
的
進
歩
に
伴
う
て
活
綴
に
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
家
の
発
展
の
た
め
に
血

族
体
制
は
次
第
に
邪
魔
物
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
国
家
的
に
は
血
縁

的
で
あ
る
よ
り
も
地
縁
的
に
、
地
区
の
状
況
に
応
じ
た
支
配
体
制
を

新
に
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
～
二
世
紀
の
九
州
倭
人
の
社
会
で
は
経
済
的
生
産
力
が
強
度

の
発
展
を
と
げ
つ
つ
あ
っ
た
。
考
古
学
者
は
弥
生
時
代
の
中
期
か
ら

後
期
に
か
け
て
、
鉄
製
農
具
が
砂
地
の
懸
拓
や
稲
…
穂
の
…
刈
取
に
用
い

ら
れ
た
こ
と
、
及
び
カ
ン
ナ
・
チ
。
ウ
ノ
・
オ
ノ
な
ど
が
作
ら
れ
て

建
築
用
の
工
具
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
、
北
九
州
か
ら
畠
凝
し
た
遺
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
。
辰
韓
に
鉄
を
産
出
し
倭
人
が
之
を
取
る

と
韓
伝
に
見
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
必
要
に
も
と
づ
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
倭
人
伝
に
は
倭
人
が
麻
や
桑
を
栽
培
し
、
養
蚕
を
行
い
、
糸

を
つ
む
ぎ
、
麻
布
や
絹
布
の
幾
鍾
類
か
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
手
工
業
が
そ
れ
な
り
に
見
る
べ
き
も
の
に
な
っ

て
お
り
、
市
場
で
は
そ
の
売
買
が
物
肉
交
換
の
方
法
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
経
済
が
発
展
し
て
い
て
、

国
家
と
し
て
は
諸
国
が
連
合
し
て
連
邦
を
建
て
る
と
か
、
或
は
互
に

相
政
面
し
年
を
歴
て
屯
争
う
と
か
、
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か

ら
に
は
、
圏
内
に
お
い
て
も
地
方
的
支
配
体
制
を
自
然
に
任
せ
て
は

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
倭
人
伝
が
国
邑
を

あ
げ
る
に
止
め
て
邑
落
に
及
ば
ず
、
　
「
饅
落
雑
居
し
て
善
く
相
制
御

す
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
う
韓
土
に
お
け
る
が
如
き
記
載
を
し
て
い

な
い
の
は
、
少
な
く
と
竜
高
砂
の
上
使
の
見
聞
に
入
っ
た
倭
人
の

「
端
女
王
国
以
北
」
の
諸
国
の
内
部
が
、
韓
土
以
上
に
統
一
し
て
平

和
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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笛二～三世紀における倭入の社会（牧）

　
邑
落
の
状
況
に
関
す
る
こ
と
が
全
然
見
え
な
い
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
大
人
に
関
す
る
叙
述
の
中
に
見
ら
れ
る
。
大
人
と
い
う
称
号
は

三
回
見
え
る
。
そ
の
一
は
会
合
の
場
に
お
け
る
大
人
で
あ
り
、
そ
の

二
は
下
戸
と
応
対
す
る
大
人
で
あ
り
、
そ
の
三
は
大
人
の
富
力
の
優

越
を
示
す
大
人
で
あ
る
、
三
着
い
ず
れ
も
大
人
と
下
戸
と
を
対
照
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
や

に
あ
げ
て
い
る
が
、
大
人
は
．
魏
志
の
禦
語
で
は
部
族
社
会
に
お
け
る

支
配
者
で
あ
り
下
戸
は
被
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
、
支
配
被
支
配
の

関
係
が
彼
等
の
間
に
存
在
し
た
。
だ
が
同
時
に
大
人
は
富
み
下
戸
は

貧
し
い
と
い
う
階
級
的
差
違
が
混
在
し
た
。

　
第
一
に
会
合
の
場
に
お
け
る
大
人
と
い
う
の
は
、
　
「
そ
の
会
同
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

面
起
に
は
父
子
男
女
別
無
し
。
人
性
酒
を
嗜
む
。
大
人
の
敬
す
る
所

を
見
れ
ば
、
た
だ
手
を
搏
ち
以
て
脆
拝
に
当
つ
」
と
あ
る
の
が
そ
れ

で
、
こ
の
・
文
は
　
二
つ
の
別
々
の
文
か
ら
成
っ
て
い
る
か
の
如
く
で
も

あ
る
が
、
文
中
の
大
人
の
所
作
は
会
合
の
場
に
お
け
る
行
為
だ
と
思

わ
れ
る
の
で
三
巻
一
体
を
な
す
文
だ
と
考
え
る
。
祭
式
と
か
祝
宴
と

か
協
議
と
か
、
隠
的
は
種
々
あ
ろ
う
が
、
集
会
の
場
に
は
大
人
と
下

戸
と
が
出
席
す
る
。
会
場
に
お
け
る
坐
起
に
は
父
子
男
女
の
別
な
く

乱
雑
で
あ
る
。
倭
人
は
酒
が
す
き
な
の
で
酒
が
出
る
こ
と
が
多
い
。

集
会
に
は
鬼
神
に
礼
拝
を
捧
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
が
、
そ

の
場
合
に
は
大
人
が
先
ず
敬
礼
を
行
な
う
と
、
下
戸
達
は
巡
拝
の
代

り
に
直
立
し
た
ま
ま
で
一
斉
に
拍
手
し
て
之
に
な
ら
う
、
と
い
う
よ

う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
大
人
に
よ
る
指
導
の
実
例
で
あ
る
。

　
第
二
に
下
戸
と
応
対
す
る
大
人
と
い
う
の
は
、
　
「
下
戸
が
大
人
と

道
路
に
絹
逢
え
ば
、
逡
巡
し
て
草
に
入
り
、
辞
を
伝
え
事
を
説
く
に

は
、
或
は
辮
ま
り
或
は
脆
づ
き
、
爾
手
は
地
に
拠
り
、
之
が
恭
敬
を

為
す
。
対
応
の
声
を
癒
と
日
う
、
比
す
る
に
然
諾
の
如
し
。
」
と
あ

っ
て
、
文
意
は
説
く
ま
で
も
な
い
が
、
大
人
と
下
戸
と
の
身
分
の
開

き
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
画
く
が
如
く
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
第
三
に
大
人
の
富
力
の
優
越
に
か
ん
す
る
も
の
は
、
　
「
そ
の
俗
、

国
の
大
人
は
皆
四
i
五
婦
、
下
戸
も
二
…
三
婦
」
と
あ
る
竜
の
こ
れ

で
あ
る
。
い
う
ま
で
な
く
、
倭
人
の
社
会
に
一
夫
多
妻
の
習
俗
が
あ

っ
た
こ
と
の
史
料
と
し
て
よ
く
引
胴
さ
れ
る
が
、
こ
の
文
に
つ
い
て

は
三
つ
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
の
一
は
大
人
は
支
配
者
即
ち
首

長
で
あ
っ
て
富
民
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
二
は
国
の
大

人
と
あ
る
か
ら
扇
落
の
大
人
を
含
ま
ず
、
各
国
の
君
主
の
類
に
限
っ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
三
は
国
の
大
人
に
は
皆
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る

が
、
下
戸
は
或
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
皆
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、

少
数
の
富
有
な
下
戸
を
指
す
も
の
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
。
こ
の
三
者
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と
も
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
な
ら
ば
、
倭
人
の
社
会
に

は
女
が
多
い
と
い
う
後
漢
書
の
文
は
不
適
当
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

一
夫
多
妻
の
習
俗
に
つ
い
て
も
よ
ほ
ど
割
引
し
て
論
ず
る
必
要
が
あ

る
。
之
に
つ
い
て
は
な
お
後
に
詳
述
す
る
。

　
右
の
三
例
に
謡
え
る
大
人
の
中
三
墨
壷
の
国
の
大
人
は
前
記
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

く
各
国
の
大
人
で
、
君
主
或
は
之
に
準
ず
る
者
だ
と
考
え
る
。
国
と

い
う
字
が
あ
る
上
に
皆
と
い
う
字
が
更
に
限
定
を
強
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
二
番
目
の
路
上
で
応
対
す
る
大
人
と
最
初
の
会
同
の
席
に

お
け
る
大
人
と
は
国
の
大
人
た
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
だ
か
ら
之
は

邑
落
の
大
人
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
こ
と
に
最
初
の
会
同
の
庸
に
お
け

る
大
人
に
至
っ
て
は
、
蘭
留
の
大
人
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
云
え
よ

う
。
馬
韓
伝
に
よ
る
と
、
韓
人
は
五
月
の
種
ま
き
が
す
ん
だ
時
と
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

月
の
収
穫
の
後
と
に
村
民
が
集
ま
り
、
鬼
神
を
祭
っ
て
歌
舞
飲
酒
し
、

昼
夜
休
ま
ず
と
あ
る
が
、
之
に
類
す
る
村
民
の
会
同
に
は
漸
落
の
大

人
が
鬼
神
の
祭
祀
を
主
宰
し
た
で
あ
ろ
う
。
倭
人
伝
に
見
え
る
会
同

の
光
景
は
そ
れ
を
連
想
せ
し
め
る
。
彼
等
は
竜
ち
う
ん
国
の
大
人
た

る
君
主
に
よ
く
服
従
し
た
村
落
の
首
長
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
氏
族
村

落
の
長
で
あ
り
族
長
で
あ
っ
た
こ
と
竜
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
彼
等
は
群
落
に
お
い
て
は
最
も
富
有
な
者
で
あ

っ
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。
先
に
あ
げ
た
「
国
の
大
人
は
浮
名
－
五
婦
、

下
芦
も
或
は
ニ
一
三
婦
」
と
い
う
場
合
の
、
圏
の
大
人
が
各
国
の
君

主
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
嬬
三
婦
を
有
し
た
と
い
う
下
戸
は
お
そ
ら
く

邑
落
の
大
人
の
連
中
を
指
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
君
主

と
の
関
係
で
は
邑
落
の
大
人
も
ま
た
下
戸
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
口
口
落
に
関
連
し
て
市
の
問
題
が
あ
る
。
　
「
国
圏
に
市
有
り
、
有
無

を
交
易
し
、
大
倭
を
し
て
之
を
監
せ
し
む
。
」
と
あ
る
の
は
、
主
と

し
て
郡
使
が
見
聞
し
た
自
女
王
国
以
北
の
諸
鯉
の
ご
と
だ
ろ
う
し
、

大
倭
は
女
王
国
が
市
に
設
け
た
官
に
相
遼
あ
る
ま
い
。
だ
が
女
董
国

内
の
諸
国
で
も
之
と
大
差
が
あ
っ
た
と
は
思
え
ぬ
。
倭
人
伝
所
載
の

如
く
手
工
業
の
五
常
品
も
絹
当
製
作
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
交
易

が
進
ん
で
い
て
、
市
場
も
で
き
て
い
た
の
に
相
違
な
い
。
対
馬
・
壱

岐
の
住
民
が
海
上
を
蒲
北
に
市
章
し
た
と
あ
る
か
ら
、
海
上
の
嫌
煙

も
開
け
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
陸
海
共
に
販
路
が
狭
少
な
の

で
都
会
ら
し
い
も
の
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
　
　
神
道
轟
又
化
瓜
ム
、
　
『
冑
河
一
†
穂
・
阿
弾
懸
岬
』
（
昭
和
瓢
工
ハ
）
、
　
一
九
頁
Q
　
珊
大
　
　
…
爵

　
海
』
く
に
の
条
。

②
雑
居
な
る
交
宇
は
弁
韓
伝
に
、
「
弁
展
与
辰
鯨
雑
居
偏
と
見
え
る
。
園

　
名
の
列
挙
を
見
る
と
両
得
の
国
名
は
混
記
せ
ら
れ
、
弁
韓
の
分
に
は
特
に
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圓
名
の
上
に
弁
農
の
二
字
を
冠
し
て
い
る
。
土
地
醜
に
入
り
雑
っ
て
い
た

　
の
で
あ
ろ
う
。
雨
落
雑
艦
と
は
事
情
の
違
っ
た
邑
落
が
こ
の
よ
う
に
雑
居

　
し
て
い
た
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
。

③
鳥
丸
と
鳥
桓
と
は
同
一
で
あ
る
。
史
記
・
前
漢
需
本
紀
・
後
漢
書
は
烏

　
桓
と
し
、
前
漢
讃
地
理
志
・
魏
書
・
竃
親
思
は
烏
丸
に
作
っ
て
い
る
。

④
　
鳥
丸
・
鮮
卑
の
大
人
は
数
千
落
或
は
数
挽
型
の
騎
馬
隊
や
部
衆
を
ひ
き

　
い
て
行
動
し
た
。
だ
が
鮮
卑
の
檀
石
魏
が
漠
北
を
統
一
し
た
時
に
は
、
之

　
を
東
・
中
・
西
の
三
部
と
し
、
各
部
を
二
十
量
以
下
の
饅
か
ら
成
る
も
の

　
と
し
た
。
こ
の
疇
に
は
落
は
絶
の
下
に
つ
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
邑
と
落

　
と
を
区
別
す
る
と
か
く
の
如
ぎ
匿
鋼
が
あ
り
う
る
が
、
饅
落
と
い
．
）
と
き

　
に
は
単
に
村
落
を
意
味
す
る
。

⑤
今
西
龍
「
高
句
麗
五
族
五
部
考
」
鵬
、
史
林
駈
六
巻
一
〇
号
（
大
正
竃
）
に
、

　
今
西
博
土
は
那
珂
麟
鳥
両
博
士
が
唐
の
章
懐
太
子
の
註
に
、
後
漢
写
照
の
五

　
族
を
以
て
後
の
蹴
部
に
当
る
と
な
せ
る
な
是
認
し
て
い
る
の
を
不
町
と
し
、

　
太
子
の
註
は
誤
謬
な
る
べ
し
、
五
族
は
部
族
に
し
て
五
部
は
王
都
の
行
政

　
区
劃
及
び
貴
人
の
部
別
（
組
例
）
な
り
と
推
考
さ
れ
て
い
る
。
私
は
五
族

　
は
五
部
族
で
あ
り
、
五
部
は
岡
内
が
国
都
を
中
心
と
し
て
鷺
つ
の
地
方
に

　
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
五
つ
の
地
方
は
元
の
五
部
族
の
地
方
で
は
な

　
か
ろ
う
か
と
思
う
。

⑥
『
図
説
日
本
庶
罠
生
活
史
』
（
昭
和
三
六
）
、
一
、
頁
二
五
、
三
〇
、
四

　
〇
、
四
四
。

⑦
国
の
大
入
の
範
閥
に
つ
い
て
は
本
論
文
の
二
八
、
三
四
頁

三
　
部
族
・
氏
族
・
蒙
族
の
血
縁
的
構
成

　
第
三
世
紀
の
倭
人
の
単
位
国
家
が
後
期
部
族
臨
家
で
あ
り
、
か
よ

う
な
国
家
を
形
成
し
た
基
礎
社
会
と
し
て
の
倭
人
の
社
会
が
末
期
部

族
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般

に
部
族
な
る
も
の
は
多
く
の
氏
族
を
包
ん
で
そ
の
上
に
立
つ
集
団
で

あ
り
、
嵐
縁
的
に
祖
先
を
同
じ
う
す
る
．
か
、
或
は
之
に
近
い
同
族
関

係
で
あ
る
か
、
又
は
そ
の
よ
う
な
同
族
意
識
を
有
す
る
者
共
の
集
団

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
倭
人
の
場
合
で
も
同
断
に
考
え
る
の
が

よ
か
ろ
う
か
と
思
う
。
前
漢
書
地
理
恋
に
見
え
る
倭
人
の
百
様
国
が

ど
の
よ
う
な
社
会
の
国
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
国
家
と
い

え
る
な
ら
ば
純
粋
の
部
族
羅
家
で
あ
り
、
部
族
と
し
て
有
す
る
面
縁

的
意
識
は
さ
ぞ
強
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
然
る
に
魏
の
時
代
に
倭

人
の
魏
に
通
ず
る
者
は
三
十
国
で
あ
っ
た
。
今
も
し
遷
代
の
倭
人
の

百
乱
国
も
ま
た
魏
の
時
代
の
倭
人
の
三
十
国
と
同
、
一
地
方
か
ら
魏
に

交
通
し
て
い
た
と
推
定
す
る
な
ら
ば
、
両
時
代
の
聞
の
約
三
百
年
間

に
部
族
国
家
の
数
は
三
分
の
一
に
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う

こ
と
は
一
方
で
は
諸
国
の
中
に
滅
亡
し
た
者
が
あ
り
、
他
方
で
は
合

併
し
て
拡
大
し
た
国
を
生
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も

ち
ろ
ん
三
分
の
一
と
い
う
数
字
を
す
ぐ
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

こ
の
期
闘
内
に
部
族
国
家
の
数
の
減
少
と
残
存
し
た
部
族
国
家
の
拡
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大
化
と
い
う
現
象
が
く
り
か
え
さ
れ
た
と
見
て
も
不
可
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
諸
国
を
し
て
倭
人
伝
の
表
現
を
使
用
す
る
と
「
相
攻

伐
す
る
」
状
態
を
作
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
し
、
各
国
を
し
て
国
力
の

強
化
を
は
か
る
に
至
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
余
り
が
あ

る
。
そ
う
し
て
部
族
国
家
間
の
攻
伐
に
よ
る
領
土
の
拡
大
と
縮
少
と

が
進
ん
だ
と
す
る
と
、
之
に
伴
う
て
部
族
国
家
の
血
縁
関
係
は
薄
れ

る
と
共
に
、
国
家
は
そ
れ
に
反
比
例
し
て
地
縁
団
体
と
し
て
の
性
格

を
加
え
た
者
に
、
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
だ
か
ら
第
二
～
三
世
紀
に
お
け
る
倭
人
の
国
家
は
部
族
国
家
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
部
族
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
血
縁
関
係
の
よ
ほ

ど
う
す
い
部
族
国
家
で
あ
っ
た
。
部
族
社
会
と
云
っ
て
屯
末
期
的
な
．

も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
末
期
部
族
社
会
と
よ
ぶ
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
部
族
と
し
て
の
結
合
は
血
縁
の
み
で
は
な
い
。
諸
氏
族
を
団
結
せ

し
め
て
部
族
集
団
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
は
一
箇
の
指
導
者
で
あ
っ

た
。
部
族
が
国
家
を
作
る
よ
う
に
な
る
と
君
主
を
生
じ
、
君
主
の
地

位
が
安
定
す
る
と
世
襲
制
の
慣
習
を
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
部
族

を
し
て
部
族
た
ら
し
め
た
他
の
要
素
は
精
神
的
な
竜
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
部
族
に
所
属
す
る
諸
氏
族
の
共
同
の
祭
冊
で
あ
っ
た
と
云
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
祭
祀
は
東
夷
伝
の
諸
民
族
で
は
天
神
や
鬼
神

を
祭
る
と
さ
れ
て
い
る
。
倭
人
に
お
い
て
は
殊
に
鬼
神
を
祭
る
信
仰

が
厚
か
っ
た
。
部
族
の
指
導
者
と
か
、
部
族
国
家
の
君
主
と
か
と
い

う
地
位
に
あ
っ
た
者
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
を
主
宰
す
る
地
位
に
立

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
等
が
そ
の
よ
う
な
地
位
に
立
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
、
彼
等
を
し
て
よ
く
指
導
者
た
り
君
主
た
る
の
任
を
果

た
す
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
之
に
よ
っ
て
行
政

的
・
司
法
的
∵
軍
事
的
な
彼
の
決
定
が
、
宗
教
的
・
権
威
を
お
び
て
強

園
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
地
縁
的
結
合
と
し

て
の
性
格
を
多
分
に
お
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
倭
人
の
祉
会
で
も
、

こ
の
よ
う
な
部
族
的
起
源
を
有
す
る
精
神
的
伝
統
が
依
然
と
し
て
強

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
倭
人
伝
に
も
と
づ
い
て
確
実
に
云
え
る
こ
と
は
、
上
詫
の
よ
う
に

も
は
や
血
縁
関
係
は
う
す
い
が
、
君
主
は
世
襲
制
に
お
い
て
安
定
し
、

そ
の
権
力
は
宗
教
的
な
権
威
を
お
び
て
い
た
よ
う
な
部
族
圏
家
が
、

多
数
絹
共
同
し
て
一
郭
の
連
邦
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
、

及
び
そ
の
結
合
は
鬼
神
を
祭
る
宗
教
的
精
神
に
よ
っ
て
醐
め
ら
れ
て

い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
部
族
よ
り
竜
一
層
高
次
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
タ
ム

血
縁
的
地
縁
的
集
団
で
あ
る
種
族
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

①る
。
そ
の
成
立
は
第
一
世
紀
の
終
か
第
二
世
紀
の
初
で
あ
診
、
倭
の
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諸
国
王
が
百
六
十
人
の
生
口
を
悪
婆
に
貢
献
し
て
、
朝
見
を
願
い
出

た
の
は
倭
国
成
立
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
卑
弥
呼
の
共
立
に

よ
る
倭
国
の
平
和
の
回
復
は
倭
国
の
再
建
で
あ
っ
て
、
再
建
後
の
倭

国
が
女
王
国
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
倭
国
時
代
を
百
年

以
上
も
継
続
し
て
い
た
第
三
世
紀
の
倭
人
の
諸
小
国
で
は
、
も
は
や

部
族
国
家
は
固
定
し
て
発
展
性
を
失
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
前
記
の
如
く
部
族
と
し
て
の
胤
縁
性
は
よ
ほ
ど
弱
化
し
、

部
族
と
し
て
の
活
動
力
は
鈍
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
タ
ム

併
し
こ
の
時
代
に
な
っ
て
も
種
族
に
よ
る
統
一
国
家
の
建
設
は
諸
小

国
の
連
禽
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
特
定
国
家
例
え
ば
諸

国
中
最
大
の
邪
馬
台
麟
に
よ
る
諸
国
の
征
服
の
如
き
方
法
に
脚
る
単

一
王
園
の
建
設
に
よ
っ
て
そ
れ
が
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
最
竜
留
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
倭
人
の
社
会
に
お
い
て
は
部

族
国
家
が
崩
壊
せ
ず
し
て
連
邦
を
作
り
、
連
邦
が
解
体
し
て
も
部
族

国
家
は
存
続
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
要
な
原
因
は
種
族
国
家
の

成
立
以
前
に
、
或
は
稠
互
の
攻
伐
に
よ
り
或
は
異
畏
族
と
の
闘
争
に

よ
っ
て
、
部
族
国
家
の
瓦
解
を
柔
な
か
っ
た
の
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
ま
た
水
田
の
耕
作
に
よ
る
農
業
が
農
村
と
国
家
と
を
安
定
せ
し

め
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
を
作
る
か
竜
知
れ
な
い
。

　
部
族
社
会
が
衰
え
た
と
は
い
え
国
家
の
基
礎
を
作
っ
て
い
た
倭
人

の
社
会
で
は
、
氏
族
制
度
が
有
力
な
血
縁
潤
体
と
し
て
存
在
し
た
。

ま
た
大
家
族
単
二
・
も
そ
の
下
に
立
っ
て
強
く
生
活
共
同
体
を
固
め
て

い
た
の
で
あ
る
。
倭
人
伝
に
は
「
そ
の
法
を
犯
す
こ
と
、
軽
き
者
は

　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

そ
の
妻
子
を
没
し
、
　
重
き
者
は
そ
の
門
戸
及
び
宗
族
を
減
ぼ
す
。
」

と
い
う
倭
人
の
国
の
刑
法
が
見
え
る
が
、
こ
の
中
の
宗
族
は
父
の
一

族
即
ち
父
の
兄
弟
と
そ
の
一
族
で
あ
り
、
門
戸
は
家
で
あ
9
、
妻
子

は
家
の
中
に
お
い
て
犯
人
に
最
も
近
い
親
族
で
あ
っ
た
。
宗
族
は
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

く
氏
族
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
竜
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
の

門
戸
と
の
関
係
上
父
の
一
族
と
解
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
だ
か
ら
門

戸
は
家
門
を
有
す
る
塚
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
世
帯
の
家
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

云
っ
て
よ
い
の
に
対
し
、
宗
族
を
大
家
族
に
擬
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
国
法
を
犯
す
こ
と
重
き
考
は
同
世
帯
の
金
家
族
は
も
と
よ
り
、

父
の
兄
弟
の
一
族
さ
へ
も
滅
ぼ
す
こ
と
を
以
て
法
と
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
い
か
に
刑
法
が
重
か
っ
た
か
を
物
語
る
は
も
と
よ
り
、
い
か

に
国
家
権
力
が
強
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
云
い
か
え
る
と
い

か
に
部
族
国
家
の
餌
鳥
が
強
権
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
た
か
を
反
映

し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
部
族
の
形
成
は
諸
氏
族
が
結
合
し
て
共
通
の

首
長
或
は
指
導
者
を
立
て
て
之
に
服
従
し
た
こ
と
に
始
ま
る
だ
ろ
う
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か
ら
、
そ
の
よ
う
な
階
…
段
に
お
い
て
は
各
氏
族
が
共
同
的
で
あ
る
と

同
時
に
、
首
長
も
ま
た
氏
族
制
度
を
尊
重
し
た
の
で
あ
っ
て
、
氏
族

の
構
成
に
大
打
繋
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
重
羅
を
犯
す
者
を
生
じ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
重
罪
犯
人
が
出
た
と
し
て
も
、
部
族
の

酋
長
は
彼
を
推
戴
し
て
い
る
氏
族
に
対
し
て
大
打
撃
を
与
え
る
と
い

う
よ
う
な
強
い
権
力
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
見
ざ
る
を
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
は
そ
う
で
は
な
く
部
族
国
家
の
脅
威

で
あ
る
よ
う
な
重
罪
を
犯
す
者
も
出
る
し
、
君
主
は
そ
の
犯
人
を
出

、
し
た
大
家
族
を
滅
ぼ
す
こ
と
す
ら
あ
り
う
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
。

例
に
よ
っ
て
誇
張
さ
れ
て
い
は
し
な
い
か
と
疑
う
が
、
こ
の
倭
人
伝

の
記
事
の
よ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
世
紀
の
倭
人
の
部
族
国
家

の
基
礎
祉
会
で
あ
る
部
族
な
る
も
の
は
、
も
は
や
本
来
の
血
縁
共
同

体
と
し
て
の
性
質
を
大
に
失
い
、
君
主
の
強
い
権
力
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
た
国
家
の
状
態
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
之
も
倭
人
の
祉
会
を

宋
期
部
族
社
会
と
断
定
す
べ
き
一
理
由
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
倭
人
伝
に
お
い
て
氏
族
に
か
ん
す
る
史
料
を
探
る
な
ら
ば
、
卑
弥

　
　
　
　
　

呼
の
笹
塚
台
与
が
年
歯
僅
か
に
十
三
歳
で
女
王
国
の
国
王
に
立
て
ら

れ
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
之
は
卑
弥
呼
の
次
の
男
王
が
国
中
の
反
対

に
あ
い
、
内
乱
ま
で
発
生
し
た
の
で
、
之
を
治
め
る
た
め
に
立
て
ら

れ
て
効
を
奏
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宗
女
と
は
王
女
で
あ
る
が
、
卑
弥

呼
と
同
じ
王
室
の
女
子
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
独
身
で
一
生
を
す

ご
し
た
彼
女
の
子
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
彼
女
の

兄
弟
の
子
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
之
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ

ゆ
る
氏
族
カ
リ
ス
マ
の
適
例
で
あ
ろ
う
が
、
女
王
国
連
邦
の
盟
主
で

あ
っ
た
邪
馬
台
国
に
お
い
て
、
国
王
を
出
だ
す
氏
族
が
一
定
し
て
い

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
卑
弥
呼
も
次
の
男
王
も
台

与
も
同
一
王
族
の
出
身
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ

卑
弥
呼
の
共
立
の
時
か
ら
王
を
出
す
氏
族
が
、
そ
の
前
の
男
王
時
代

と
は
変
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
国
王
の
位
に
つ
い

た
者
は
女
子
と
錐
も
、
そ
分
氏
族
の
族
長
の
地
位
に
つ
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
も
、
或
は
国
王
は
氏
族
の
外
に
立
つ
慣
習
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ヶ
う
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
が
、
疑
を
留
め
る
。
氏
族

に
関
係
が
あ
る
と
思
え
る
他
の
史
料
は
、
邪
馬
台
国
の
四
つ
の
官
名
、

伊
支
馬
・
弥
馬
騎
・
弥
馬
獲
支
・
奴
佳
縫
は
、
こ
の
国
の
高
官
を
占

め
て
い
た
者
の
氏
族
名
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来

異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
内
藤
予
土
が
大
和
朝
廷
の
諸
官
に
あ

て
て
、
奴
串
縫
を
中
臣
氏
に
当
て
、
そ
の
他
の
三
宮
も
格
好
の
氏
名

を
求
め
て
、
大
和
説
を
こ
れ
ら
の
官
名
の
方
酒
か
ら
主
張
さ
れ
た
の
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は
甚
だ
有
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
倭
人
伝
の
解
読
上
大
和
説
は
成
立

の
余
地
が
な
い
か
ら
、
氏
名
に
つ
い
て
も
ま
た
九
州
に
お
け
る
…
別
の

方
面
か
ら
考
え
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
各
国
の
諸

官
に
つ
く
こ
と
の
で
き
る
氏
族
の
血
筋
は
一
定
し
て
い
た
だ
ろ
う
と

思
う
の
で
あ
る
。

　
血
縁
的
な
法
秩
序
が
倭
人
の
世
俗
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

は
、
前
述
の
刑
法
の
き
び
し
い
縁
坐
鋼
に
よ
っ
て
も
想
定
さ
れ
う
る

こ
と
が
ら
で
あ
る
。
宗
族
・
門
戸
・
妻
子
の
三
段
の
血
族
が
も
し
単

に
血
縁
だ
け
の
関
係
た
る
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
犯
罪
の
軽
重
に
従
う

て
縁
坐
が
彼
等
に
拡
大
す
る
よ
う
な
刑
法
を
生
ず
る
理
由
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
三
段
の
順
序
で
血
縁
共
同
体
が
重
な
り
あ
い
、
三
富

　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

の
問
に
緊
密
な
支
配
的
関
係
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
個
人
の
犯
罪
の

応
報
た
る
刑
罰
が
、
犯
罪
の
軽
重
に
従
が
い
、
彼
の
妻
子
に
及
び
、

妻
子
に
止
ま
ら
ず
し
て
一
世
帯
の
金
家
族
に
及
び
、
更
に
こ
の
家
族

に
止
ま
ら
ず
し
て
父
と
そ
の
兄
弟
を
含
む
一
族
に
及
ぶ
と
い
う
、
縁

坐
の
範
囲
の
拡
大
化
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
氏
族
・
大
家

族
・
世
帯
家
族
と
い
う
　
二
段
の
血
族
共
同
体
の
重
な
り
合
い
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
刑
法
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
社
会
の
血
縁
的
構
成

で
あ
り
、
支
配
関
係
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
三
段
の
族
長
分
族
長
権
の

重
な
り
合
い
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
中
で
氏
族
の

族
長
の
権
は
な
お
強
圃
で
あ
り
、
多
分
に
政
治
性
を
お
び
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
族
に
属
す
る
大
家
族
の
族
長
即
ち
家
父
長
は

彼
の
，
統
制
に
服
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
氏
族
共
同
の
祭
祀
の
執

行
及
び
氏
族
内
の
大
家
族
間
の
紛
争
の
解
決
、
そ
の
他
氏
族
に
か
ん

す
る
問
題
に
つ
い
て
の
処
埋
に
つ
い
て
、
彼
は
族
長
権
を
有
し
た
で

あ
ろ
う
が
、
今
こ
こ
に
余
り
立
ち
入
っ
た
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は

公
式
主
義
に
お
ち
い
る
か
ら
禁
物
で
あ
る
。

　
家
に
つ
い
て
倭
人
伝
は
大
家
族
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
宗
族
を
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

げ
て
い
る
こ
と
上
述
の
如
く
で
あ
る
ほ
か
に
、
門
戸
に
相
当
す
る
と

思
わ
れ
る
諸
国
の
戸
数
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
頼
り
に
し

て
何
程
か
を
語
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
戸
数
を
示
さ
れ
た
諸
国
の
中
で

最
大
な
る
は
邪
馬
台
国
七
万
余
戸
、
次
は
投
露
国
五
万
余
戸
で
あ
る

が
共
に
推
定
数
で
あ
る
。
少
な
い
の
は
対
馬
が
干
余
戸
と
あ
り
、
伊

都
も
千
余
戸
と
あ
る
が
之
は
魏
略
逸
文
の
一
万
釣
戸
が
正
し
い
で
あ

ろ
う
。
然
る
に
戸
数
で
示
さ
ず
、
一
筋
の
三
千
余
家
・
不
臨
め
千
毒

心
の
如
く
家
数
で
示
し
た
の
が
あ
る
の
で
、
戸
と
家
と
は
同
じ
で
あ

る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
之
に
つ
い
て
は
同
断
の
表
現
例
が
雄

志
の
韓
伝
に
も
存
す
る
。
即
ち
馬
韓
の
五
十
余
国
に
つ
い
て
「
大
国

6
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む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

は
甲
羅
家
、
小
国
は
数
千
家
、
総
じ
て
十
余
万
戸
」
と
あ
り
、
弁
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

辰
二
韓
の
二
十
四
国
に
つ
い
て
「
大
国
は
四
五
干
家
、
小
国
は
六
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
家
、
総
じ
て
四
五
万
戸
」
と
あ
る
が
、
国
の
数
に
対
す
る
戸
と
家

の
数
の
比
例
を
考
え
る
と
、
戸
と
家
と
の
閲
に
実
質
的
な
区
別
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
戸
が
法
定
の
用
語
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
家

は
戸
の
実
体
を
云
っ
た
の
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
倭
人

の
諸
團
の
戸
数
に
関
す
る
記
載
の
実
際
上
の
正
確
度
を
論
じ
た
り
は

し
な
い
が
、
魏
志
の
撲
者
は
各
戸
即
ち
各
家
の
人
数
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
心
持
で
戸
数
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
試
み
に
漢
書
地
理
志

に
あ
げ
ら
れ
た
各
郡
の
戸
数
と
人
数
と
の
割
合
を
見
る
と
、
最
も
開

け
た
河
南
郡
で
約
三
人
・
西
端
の
黒
煙
郡
で
も
約
三
人
・
朝
鮮
の
楽

浪
郡
で
は
約
六
人
・
玄
理
郡
で
は
約
五
人
と
い
う
数
が
で
る
。
倭
に

近
い
北
朝
鮮
で
は
大
体
五
一
六
人
程
度
で
あ
る
。
小
家
族
の
一
世
帯

の
家
で
あ
ろ
う
。
之
が
ど
う
い
う
計
算
法
に
依
っ
て
い
る
の
か
は
ま

だ
調
べ
て
い
な
い
が
、
魏
志
が
倭
人
の
戸
数
を
書
い
た
時
、
之
と
全

く
違
っ
た
標
準
に
依
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

　
家
屋
に
つ
い
て
は
　
「
屋
室
あ
り
。
　
父
母
兄
弟
、
臥
息
処
を
異
に

す
。
」
と
あ
る
の
が
、
帯
方
の
郡
使
の
目
撃
し
た
民
家
の
実
態
だ
と

す
る
と
、
部
族
時
代
の
庶
罠
生
活
の
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
屋
室
は

屋
舎
・
屋
宅
・
屋
宇
と
同
じ
で
家
屋
で
あ
る
。
羅
臼
弥
生
式
時
代
中

期
後
期
の
住
居
跡
が
北
九
州
で
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を

参
考
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
馬
韓
人
の
家
に
つ
い
て
は
「
負
る
処
草

屋
を
作
る
。
土
室
の
離
家
の
如
し
、
そ
の
戸
は
上
に
あ
り
。
家
を
あ

げ
て
共
に
そ
の
中
に
あ
り
。
長
幼
男
女
別
な
し
。
』
と
あ
る
か
ら
、
彼

等
は
全
家
族
が
同
一
の
草
屋
で
同
居
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
倭
人
は

「
父
母
兄
弟
、
臥
恩
処
を
異
に
す
」
と
あ
る
が
、
之
は
倭
人
も
亦
全

家
族
同
居
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
点
で
は
韓
人
と
同
じ
で
あ
っ
た
の

だ
が
、
屋
内
に
お
け
る
三
聖
の
生
活
で
は
、
父
母
兄
弟
が
臥
息
の
場

所
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
韓
人
の
家
で
は
「
長
幼
男
女
別
な

し
」
と
あ
る
か
ら
、
麗
内
に
お
け
る
臥
息
の
仕
方
は
誰
が
ど
こ
で
寝

た
り
息
ん
だ
り
す
る
と
い
う
場
所
の
き
ま
り
は
な
く
、
長
幼
男
女
の

区
別
な
く
、
各
自
好
む
と
こ
ろ
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
の
に
対
し
、

倭
人
の
方
は
父
・
母
・
兄
・
弟
の
別
を
わ
き
ま
え
、
臥
患
の
場
所
を

異
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
韓
人
及
び
倭
人
の

家
に
つ
い
て
は
、
礼
俗
本
位
の
観
察
を
記
す
に
止
ま
る
が
、
こ
の
記

事
か
ら
受
け
る
印
象
と
じ
て
は
、
倭
人
の
家
族
は
一
夫
一
妻
の
婚
姻

関
係
を
本
に
し
て
成
立
し
、
最
年
長
の
男
子
の
家
長
の
下
に
全
家
族

が
一
箇
の
生
活
共
同
体
を
成
し
、
長
幼
尊
卑
の
別
を
わ
き
ま
え
た
秩
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序
あ
る
生
活
を
罪
な
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
不
可
解
な
の
は
、

韓
人
の
家
だ
つ
て
右
の
住
家
の
人
数
は
前
漢
書
の
北
朝
鮮
の
一
家
の

戸
口
五
…
六
人
で
は
す
む
ま
い
と
思
う
か
ら
、
玉
響
が
倭
人
の
二
戸

の
人
数
を
何
程
と
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
倭
人
伝
に
見
え
る
第
二
一
三
世
紀
の
倭
人
の
社
会
は
、
既
に
弥
生

式
時
代
の
末
期
に
属
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て

我
々
の
祖
先
が
い
か
な
る
家
屋
に
住
み
、
そ
れ
ら
の
家
が
い
か
な
る

集
落
を
作
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
数
多
き
住
居
蛙
の
発
掘

調
査
の
結
果
、
よ
ほ
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
家
屋
は
竪
穴
の
上

に
作
ら
れ
た
掘
立
小
屋
で
あ
っ
て
、
竪
穴
の
面
積
は
二
五
平
方
メ
ー

ト
ル
乃
至
三
〇
平
方
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
八
人
乃
至
一
〇
人
程
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

家
族
が
同
難
し
う
る
家
屋
で
あ
っ
た
。
之
が
普
通
で
、
之
よ
り
も
多

少
大
き
な
家
も
小
さ
い
家
も
あ
っ
た
。
帯
方
の
郡
使
が
見
た
の
も
こ

の
よ
う
な
家
騰
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
八
人
乃
至
一
〇

人
程
度
の
家
族
な
ら
ば
、
後
の
奈
良
時
代
の
正
倉
院
文
書
に
晃
え
る

戸
籍
の
房
戸
に
相
当
す
る
家
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
正
倉
院
の
戸
籍

に
見
え
る
房
戸
は
平
均
十
人
ほ
ど
の
近
親
を
含
ん
で
い
た
。
倭
人
伝

の
筆
意
の
家
族
も
そ
れ
に
似
た
構
成
貴
が
生
産
と
消
費
の
世
帯
を
共

同
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
水
田
を
耕
作
し
た
り
山
海
に
狩
猟
し
た
り

す
る
に
も
、
家
族
の
何
人
か
つ
つ
が
共
同
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

家
族
の
長
は
最
年
長
の
父
で
あ
っ
て
、
家
族
内
の
秩
序
は
彼
の
家
長

権
の
下
に
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
福
岡
市
の
比
恵
の
住
居
琉
の
遺
跡
は
、
倭
入
伝
に
奴
国
と
よ
ば
れ

早
く
も
後
漢
の
光
武
帝
に
朝
貢
し
た
ほ
ど
の
歴
史
あ
る
土
地
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
た
大
集
団
（
国
邑
）
の
一
部
分
を
成
し
て
い
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
の
で
、
特
別
の
注
意
を
よ
ぶ
看
で
あ
る
が
、
之
を
実
地
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

査
さ
れ
た
九
州
大
学
の
鏡
山
猛
教
授
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
そ
の
年
代

は
弥
生
式
中
期
と
判
定
さ
れ
る
が
、
環
溝
を
有
す
る
竪
穴
の
住
居
群

の
祉
が
四
つ
根
接
近
し
た
場
所
に
あ
っ
て
、
そ
の
申
で
最
も
よ
く
調

査
の
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
第
一
号
環
溝
才
略
量
で
は
「
五
…
六

棟
或
は
そ
れ
以
下
の
住
居
が
、
井
…
月
・
倉
庫
・
炊
事
場
其
他
の
構
築

物
を
持
っ
て
、
　
共
同
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
各
環
溝
佐
居
群
は
数
十
人
の
構
成
人
員

か
ら
成
る
住
居
集
団
と
考
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

倥
艦
の
竪
穴
は
一
般
の
住
居
堤
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
構
造
と
差

異
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
棟
を
異
に
す
る
各
家
屋
に
は
八
人

乃
至
一
〇
人
の
家
族
が
住
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
五
一
六
棟
あ
る
の
で

数
十
人
の
者
が
一
つ
の
環
溝
住
居
群
の
住
民
に
な
っ
て
い
た
と
云
う
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の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
多
数
の
者
が
共
阿
生
活

を
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
経
済
的

に
共
同
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
八
人
乃
至
一
〇
人
の
家
は
既
に
．
一

綱
の
固
い
世
帯
丸
岡
体
を
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
家

が
数
募
集
ま
っ
て
高
次
の
共
同
体
を
成
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
大
家
族
的
存
在
で
あ
り
、
強
力
な
家
父
長
権
の
下
に
立
つ
共
同
体

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
痴
女
は
正
倉
院
文
書
に

影
を
止
め
て
い
る
郷
戸
を
連
想
す
る
。
そ
れ
ら
は
普
通
に
は
二
三
十

．
人
、
多
い
の
は
百
人
に
も
及
ぶ
大
家
族
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
奈
良
時

代
に
は
も
は
や
形
骸
に
す
ぎ
な
か
っ
た
郷
戸
が
倭
人
伝
時
代
に
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

だ
健
在
だ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
に
か
か
げ
た
倭
人
の
国
の
刑
法
即

ち
「
そ
の
法
を
犯
す
や
、
軽
き
者
は
そ
の
妻
子
を
没
し
、
重
き
煮
は

そ
の
門
戸
及
び
宗
族
を
滅
す
」
と
い
う
法
俗
の
存
在
を
、
こ
の
場
合

に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
八
人
乃
至
一
〇
人
の
家

族
か
ら
成
る
家
は
門
戸
に
網
解
し
、
四
棟
五
棟
ほ
ど
の
大
家
族
群
は

宗
族
に
相
当
す
る
程
度
の
血
縁
共
同
体
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
環
溝
住
居
群
が
四
つ
も
近
接

し
て
’
群
を
成
し
て
い
た
と
す
る
と
、
、
氏
族
村
落
を
成
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
云
い
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
魏
志
の
倭
人
伝
を
本
に
し
て
倭
人
の
血
縁
赴
会
を
考
え
る

と
、
部
族
（
国
）
i
氏
族
－
宗
族
－
家
族
と
い
う
血
縁
七
島
体
の
層

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
．
れ
も
族
長
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
て
い
た
。
家
は
い
う
ま
で
も
な
く
男
系
の
家
で
あ
り
、
男
子
が

家
長
で
あ
っ
た
。
卑
弥
呼
が
女
王
と
し
て
輝
や
か
し
い
業
績
を
あ
げ

施
与
が
十
一
二
歳
で
女
王
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
燈
権
制
や
母

系
鰯
の
家
が
連
想
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
れ
は
倭
人
伝
の
原
文
に
も
合

わ
な
い
し
倭
人
の
部
族
祉
会
の
歴
史
段
階
に
も
そ
ぐ
は
な
い
。
婚
姻

制
度
は
家
族
制
の
段
階
を
論
ず
る
上
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
族

外
婚
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
大
事
な
こ
と
す
ら
全
く
不
明
で
あ

④る
。
多
妻
の
慣
行
の
解
釈
は
第
四
節
に
ゆ
ず
ろ
う
。

①
　
ゲ
ル
マ
ン
斑
族
に
お
け
る
種
族
（
シ
ュ
タ
ム
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
簾

　
註
⑦
。

②
　
諸
橋
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
宗
族
は
．
爾
雅
釈
親
に
よ
れ
ば
父
の

　
　
一
族
。
だ
が
後
漢
書
天
文
志
上
に
「
述
妻
の
宗
族
万
余
人
以
上
を
減
ぼ
す
」

　
と
あ
る
場
食
に
は
氏
族
或
は
同
姓
の
一
族
を
指
し
た
。
用
法
は
一
定
せ
ぬ
。

③
『
國
説
日
本
庶
畿
生
活
史
』
（
昭
和
三
六
）
、
一
、
頁
五
六
、
六
五
－
六

　
六
。

④
鏡
山
磁
『
北
九
州
の
遺
跡
』
（
昭
和
瓢
二
）
、
頁
五
九
－
六
闘
。

⑥
斎
藤
嘱
目
、
田
本
全
史
漏
策
一
巻
膜
始
（
一
九
五
八
〉
、
頁
二
〇
に
は
、

　
登
羅
の
住
居
祉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
大
家
族
の
存
在
を
想
像
さ
れ
て
い
る
。
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雛二～三世細こおける倭人の社会（牧）

⑥
　
東
夷
伝
中
族
外
婚
の
記
寓
は
、

　
の
の
み
で
あ
る
。

潅
伝
に
「
同
姓
婚
せ
ず
」
と
見
え
る
も

四
　
常
人
．
三
三
及
び
生
口
の
身
分
的
弓
成

　
倭
人
伝
は
先
に
掲
げ
た
「
そ
の
法
を
犯
す
や
、
軽
き
者
は
そ
の
妻

子
を
潜
心
、
重
き
者
は
そ
の
門
戸
及
び
宗
族
を
滅
す
」
と
い
う
刑
法

を
述
べ
、
之
に
続
け
て
「
尊
卑
各
々
差
序
有
り
。
相
挺
服
す
る
に
足

る
。
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
尊
卑
と
い
う
上
下
の
身
分
の
差
別

が
よ
く
定
ま
っ
て
い
て
、
下
の
者
は
上
に
服
従
し
、
社
会
に
秩
序
が

あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
親
族
縁
坐
の
刑
法
の
直
後
に
喪
え
る

の
で
、
　
一
見
親
族
間
に
お
け
る
尊
卑
の
序
列
が
定
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
指
す
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
親
族
間
に
身
分
の
差
序
の
あ
る
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
こ
で
特
に
云
う
必
要
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
血
縁
に
竜
と
つ
く
身
分
制
は
基
本
的
で
は
あ
る
が
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　

で
「
相
臣
服
す
る
に
足
る
」
と
説
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
広

い
意
味
を
含
む
の
で
あ
る
。
倭
入
の
社
会
で
は
身
分
制
が
あ
ら
ゆ
る

方
面
に
で
き
て
い
て
、
尊
い
者
と
卑
い
者
と
の
問
の
差
別
が
確
立
し

て
い
る
こ
と
が
、
社
会
の
秩
序
と
平
和
の
根
底
を
成
し
て
い
る
と
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
東
夷
の
法
俗
を
記
述
す
る
こ
と

を
縁
的
に
し
た
東
夷
伝
と
し
て
は
、
倭
人
の
社
会
を
よ
ほ
ど
美
化
し

て
記
述
し
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
中
国
の
礼
の

文
化
に
お
い
て
は
身
分
の
秩
序
を
立
て
る
こ
と
と
之
を
守
る
こ
と
と

が
、
礼
の
主
要
な
形
式
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
倭
人
の
社
会

は
未
開
な
種
人
の
社
会
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
礼
を
お

び
た
習
俗
が
行
な
わ
れ
て
い
る
社
会
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点

で
も
倭
人
は
他
の
東
夷
の
計
器
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
倭
人
伝
を
通
じ
て
精
査
し
、
い
か
な
る
緯
類
の
身
分
制
が

存
在
し
て
い
た
か
を
吟
味
す
る
と
、
ま
ず
常
人
開
に
存
在
し
た
身
分

関
係
と
常
人
と
常
人
で
な
い
者
と
の
闇
に
存
在
し
た
身
分
関
係
と
の

二
種
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
常
人
間
に
存
在
し
た
身
分
鋼

に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
第
一
に
、
血
統
に
基
づ
く
身
分
が
あ
り
、

族
長
と
一
族
と
の
関
係
は
摺
臣
服
す
る
に
足
る
と
い
う
秩
序
の
最
も

顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
国
家
的
支
配
に
基
づ
く
身
分
が

あ
り
、
大
人
と
下
戸
と
の
関
係
は
前
述
す
る
如
く
相
臣
服
す
る
に
足

る
関
係
の
殊
に
特
色
あ
る
も
の
で
あ
夢
、
経
済
上
の
優
劣
に
結
合
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
文
身
に
表
現
さ
れ
る
身
分
の
等
級
な

る
竜
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
倭
人
の
社
会
の
異
例
で
あ
っ
て
、
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そ
れ
自
体
は
臣
服
と
直
接
の
関
係
が
な
い
け
れ
ど
も
、
倭
人
の
社
会

が
身
分
綱
の
つ
よ
い
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
最
も
端
的
に
表
現
し

た
慣
行
と
し
て
注
目
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
次
に
常
人
と
常
人
で
な

い
者
と
の
間
の
身
分
関
係
は
奴
隷
的
身
分
制
で
あ
っ
て
、
次
の
二
種

が
あ
る
。
即
ち
そ
の
一
は
、
奴
碑
の
舗
度
で
あ
る
。
之
は
完
全
な
奴

隷
で
あ
っ
て
最
も
賎
し
い
身
分
の
者
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
生
ロ
と

よ
ば
れ
た
特
別
の
身
分
の
者
で
あ
る
。
之
は
奴
碑
に
似
て
奴
碑
に
あ

ら
ざ
る
一
種
の
奴
隷
的
存
在
で
あ
っ
た
。
次
に
興
宮
す
る
。

　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

　
酬
　
血
統
に
基
づ
く
尊
卑
の
差
響
　
之
に
は
同
一
氏
族
内
に
お
け

る
尊
卑
と
氏
族
を
異
に
す
る
者
の
間
の
尊
卑
と
を
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
氏
族
の
族
畏
は

配
下
の
氏
族
に
対
し
、
大
家
族
の
族
長
た
る
家
父
長
は
そ
の
家
族
に

対
し
高
い
支
配
権
を
有
し
た
の
に
相
違
な
い
。
之
に
対
し
後
者
の
氏

族
間
の
関
係
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
尊
卑
の
差
序
は
な
い
。
氏
族

と
他
氏
族
と
の
闘
に
身
分
の
優
劣
を
生
ず
る
の
は
、
国
家
的
統
糊
が

成
立
す
る
以
上
ま
ぬ
が
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
種
の

優
劣
は
二
つ
の
理
由
か
ら
生
じ
た
。
一
つ
は
君
主
と
の
親
族
関
係
に

も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
他
は
氏
の
職
業
即
ち
主
と
し
て
国
務
に
お

い
て
主
辞
す
る
任
務
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は

特
に
云
う
を
要
し
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
倭
人
の
政
治
は
鬼
神
の

祭
紀
を
お
も
ん
じ
た
点
で
殊
に
特
色
が
あ
っ
た
か
ら
、
祭
祀
に
た
ず

さ
わ
る
氏
族
が
禁
忌
を
尚
と
ぶ
そ
の
職
務
の
性
質
上
一
定
し
易
か
っ

た
と
共
に
、
社
会
的
地
位
も
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
初
と
し

て
氏
族
に
よ
る
職
業
の
世
襲
制
が
、
人
跡
を
し
て
職
業
的
身
分
制
に

服
従
せ
し
め
る
慣
翌
を
作
り
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
も

　
二
　
国
家
的
支
配
に
基
づ
く
身
分
の
秩
序
及
び
之
と
経
済
上
の
優

も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
コ
　
　
カ
　
　
な

劣
関
係
と
の
結
合
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
国
及
び
邑
落
の
大
人
の
支

配
は
頗
る
権
威
を
伴
う
た
も
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
国
の
大
人
に
対
し

て
は
下
戸
は
之
に
恐
れ
お
の
の
い
て
い
た
。
そ
の
支
配
関
係
は
権
力

者
と
服
従
者
と
の
間
の
身
分
的
な
意
識
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

封
建
的
な
領
主
権
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
移

行
す
る
可
能
性
を
お
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
邑
落
の
大

人
は
そ
の
地
方
の
有
力
な
氏
か
ら
い
で
、
豪
族
と
称
す
る
こ
と
の
で

き
る
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
倭
人
伝
は
土
地
糊
度
に
つ
い
て
一
切

触
れ
て
い
な
い
の
で
困
る
が
、
氏
族
村
落
に
お
け
る
土
地
の
共
有
か

総
有
か
が
行
わ
れ
て
い
た
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。
た
と
い
そ
れ
が
曾

て
あ
っ
て
も
崩
れ
て
い
く
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夫
余
で
は
「
邑
落
に
富
民
有
り
。
下
戸
は
皆
奴
僕
と
為
る
6
」
、
高
句
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む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

麗
で
は
「
国
中
の
大
家
は
豊
作
せ
ず
し
て
坐
食
す
る
者
万
七
口
、
下

む戸
は
遠
く
米
糧
魚
塩
を
担
う
て
之
に
供
給
す
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

夫
余
や
高
歌
麗
は
既
に
民
族
国
家
を
成
し
て
お
り
、
倭
と
は
歴
史
の

段
階
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
彼
を
以
て
之
を
語
る
こ
と

を
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
上
に
右
の
二
文
の
示
す
と
こ
ろ
は
豪
民
や
大

家
で
あ
っ
て
邑
落
の
大
人
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
倭
人
の
社
会
で
は

国
家
権
力
が
地
方
を
支
配
す
る
と
き
、
最
も
利
用
し
た
の
は
そ
の
地

方
に
お
け
る
在
来
の
支
配
力
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
黄
落
の
大
人
で

あ
っ
た
に
相
違
な
か
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
が
国
家
権
力
に
結
び
つ
け

ば
益
女
経
済
力
を
増
大
し
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
し
て
そ
の
結
果

は
他
日
民
族
国
家
体
制
の
下
に
、
末
期
の
部
族
国
家
が
一
掃
せ
ら
れ
、

国
造
や
県
主
を
設
け
て
地
方
組
織
の
編
成
替
が
行
な
わ
れ
、
進
ん
で

氏
族
制
度
の
整
理
ま
で
も
断
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
夫
余
や
高

句
麗
の
場
合
の
よ
う
に
、
貴
族
は
邑
落
の
下
戸
を
変
じ
て
隷
従
の
斑

た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
大
和
時
代
の
部
民
剃
を
生
ぜ
し
め
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も

　
三
　
文
身
に
現
わ
れ
た
身
分
の
歯
序
　
倭
人
伝
に
「
今
倭
の
水
界
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ラ

好
ん
で
沈
没
し
て
魚
蛤
を
捕
え
、
文
身
し
以
て
大
魚
・
水
禽
を
厭
う
。

後
気
≧
以
て
飾
と
為
す
。
諸
国
の
文
身
各
女
敵
な
り
、
或
は
左
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

或
は
右
に
し
、
或
は
大
に
或
は
小
に
、
尊
嵐
、
差
あ
り
。
」
と
あ
る
の
は
、

文
身
を
以
て
身
分
の
尊
卑
を
表
添
す
る
方
法
が
、
少
な
く
と
も
九
州

の
対
馬
・
壱
岐
・
末
虚
・
伊
都
の
地
方
の
海
岸
で
行
な
わ
れ
て
い
た
・

こ
と
を
語
る
。
そ
の
節
の
初
に
は
「
男
子
は
大
小
と
無
く
、
皆
陰
面

文
身
す
」
と
あ
っ
て
、
広
く
一
般
に
倭
人
の
男
子
の
習
俗
で
あ
っ
た

か
の
如
く
で
も
あ
る
。
中
国
で
は
刑
罰
に
し
か
行
な
紅
な
か
っ
た
鯨

面
が
、
倭
人
で
は
好
ん
で
行
な
わ
れ
る
風
俗
で
あ
る
の
を
知
っ
て
魏

の
役
人
や
学
者
は
さ
ぞ
驚
い
た
で
あ
ろ
う
。
魏
着
膨
は
魏
志
の
置
数

が
漢
書
地
理
志
の
膠
地
の
条
に
、
夏
の
王
少
康
の
庶
子
が
会
稽
に
封

ぜ
ら
れ
た
時
、
断
髪
文
身
し
て
鳴
龍
の
害
を
避
け
た
と
い
う
記
述
の

あ
る
の
を
連
想
し
て
、
倭
人
の
文
身
を
之
に
結
び
つ
け
た
の
も
む
り

は
な
い
。
倭
人
は
入
墨
を
利
用
し
て
身
分
の
尊
卑
を
表
出
す
る
記
号

た
ら
し
め
て
い
た
。
国
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
例
え
ば

女
王
国
又
は
女
王
国
よ
り
以
北
地
方
の
共
通
の
文
身
法
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
入
墨
は
皮
鱒
を
傷
つ
け
て
記

入
さ
れ
る
か
ら
、
偽
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
容
易
に
変
更
し
が
た
い
。

一
晃
し
て
そ
の
身
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
固
定

し
た
身
分
を
表
示
す
る
に
適
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
倭
人
の
社

会
で
は
、
広
く
下
戸
の
社
会
に
お
い
て
も
身
分
の
秩
序
が
定
ま
っ
て
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い
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
、
尊
卑
戯
女
差
序
有
り
、
相
臣
服

す
る
に
足
る
。
」
と
云
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
身
分
制
が
到
る
処
に

定
ま
っ
て
い
た
か
ら
云
え
た
こ
ど
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
常
人
間
に
お
け
る
身
分
制
で
あ
る
が
、
倭
人
の
社
会
に
は

常
人
で
な
い
身
分
の
看
が
二
種
あ
っ
た
。
奴
卿
と
生
口
で
あ
る
。

　
一
　
卿
㈱
　
女
王
卑
弥
呼
に
つ
い
て
「
碑
千
人
を
以
て
自
ら
侍
せ

し
む
漏
と
あ
り
。
又
「
卑
弥
呼
す
で
に
死
す
。
大
に
録
を
作
る
。
径

百
余
歩
。
葬
に
殉
ず
る
者
奴
碑
百
余
人
。
」
　
こ
れ
ら
の
数
字
は
例
に

よ
っ
て
信
用
し
が
た
く
、
之
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
を
立
論
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
卑
弥
呼
従
っ
て
邪
馬
台
国
の
如
き
大
圏

の
君
主
が
多
数
の
奴
碑
を
有
し
た
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。
然
る
に

既
述
の
如
く
諸
国
の
刑
法
は
「
そ
の
法
を
犯
す
こ
と
軽
き
者
は
そ
の

妻
干
を
没
す
」
と
あ
っ
て
、
縁
坐
と
し
て
の
身
体
の
没
収
を
定
め
て

い
た
。
軽
罪
に
つ
い
て
犯
人
の
妻
子
を
没
収
す
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
犯

人
自
身
が
そ
の
身
を
没
収
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
身
体
の
没
収
は
即
ち
彼
等
を
国
家
の
奴
碑
　
た
ら
し
め
る
結
果

を
伴
う
た
筈
で
あ
る
。
律
令
に
お
け
る
公
領
卿
に
相
当
し
公
有
の
奴

隷
で
あ
る
。
倭
人
の
国
で
は
君
主
や
政
府
が
公
奴
碑
を
有
・
し
て
之
を

使
用
し
て
い
た
こ
と
は
疑
が
な
い
。
だ
か
ら
諸
国
の
下
主
が
奴
碑
を

所
有
し
た
の
で
あ
り
、
卑
弥
呼
の
侍
轡
千
人
と
か
絢
葬
の
奴
碑
百
入
、

と
か
と
い
う
…
数
字
そ
の
者
は
た
と
い
信
用
を
お
け
な
い
に
し
て
も
、

邪
馬
台
国
を
は
じ
め
諸
国
の
君
主
が
相
当
多
く
の
奴
卿
の
所
有
者
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
を
い
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
と
考
え
る
。
奴
碑
発
生
の

原
閣
と
し
て
は
刑
法
上
の
没
身
以
外
に
徴
す
べ
き
史
料
が
な
い
。
な

ぜ
軽
罪
に
も
妻
子
の
没
収
を
行
薮
う
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
あ
る

か
が
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
は
奴
隷
を
え
る
た
め
の
便
法
と
し

て
利
絹
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
奴
隷
発
生
の
原
因
と
し
て
考
え
う
べ
き
は
も
の
は
、
こ
の
他
に
戦

争
の
捕
虜
と
代
償
務
奴
隷
と
が
あ
る
が
、
晶
醐
者
は
次
ハ
に
述
べ
る
生
口
で

あ
る
。
生
口
も
ま
た
奴
隷
で
あ
っ
た
が
奴
卿
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。

外
国
人
で
あ
っ
て
竜
、
元
来
奴
碑
で
あ
っ
た
者
は
生
口
と
は
な
ら
ず
、

奴
卿
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
債
務
奴
隷
が
存
在
し
た
か
は
甚
だ
疑

問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
貧
乏
人
の
発
生
は
こ
の
未
開
の
時
代
に
も
少

な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
家
族
関
係
が
大
家
族
に
及
び
氏
族
と
し

て
の
結
合
も
強
國
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
一
そ
の
こ
と
は
既
考
の
如

く
ひ
ど
い
縁
坐
刑
の
存
雀
が
実
証
し
て
い
る
一
そ
れ
・
ら
の
間
の
共

同
経
済
に
よ
り
個
人
の
貧
乏
を
防
止
し
、
奴
隷
に
な
る
よ
う
な
欝
に

は
あ
わ
せ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
然
る
に
実
際
に
お
い
て
は
、
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公
私
の
雑
役
や
広
い
農
地
の
開
発
を
は
じ
め
各
種
の
用
途
の
た
め
奴

隷
を
要
求
す
る
こ
と
最
も
大
な
り
し
者
は
、
各
国
の
君
主
た
ち
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
之
が
刑
法
上
に
お
け
る
身
体
没
収
の
刑
を
お
竜
か

ら
し
め
た
理
由
だ
ろ
う
と
思
う
。
即
ち
之
に
よ
っ
て
機
会
あ
る
ご
と

に
公
野
鳥
を
作
っ
て
、
鱈
主
の
使
用
し
う
る
労
働
力
を
強
化
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
国
家
の
君
主
が
か
く
の
如
く
で
あ
っ
た
か
ら
、
国
家
権

力
を
分
担
す
る
政
府
の
官
事
や
邑
落
の
大
人
も
無
駄
碑
を
え
る
機
会

を
捉
え
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
奴
卿
の
子
も
亦
奴
碑
で
あ
り
、

公
奴
碑
は
増
加
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
解
放
の
こ
と
は
わ
か
ら
ぬ
。
奴

娯
の
絢
葬
は
東
夷
伝
で
は
夫
得
心
に
貴
族
の
死
に
か
ん
し
、
　
「
諸
加

は
（
申
略
）
そ
の
死
す
る
や
、
夏
草
も
皆
氷
を
用
う
。
人
を
殺
し
て

絢
果
す
。
多
き
は
百
を
数
う
。
厚
葬
す
。
棺
有
っ
て
榔
な
し
。
」
と

伝
え
て
い
る
。
絢
葬
の
日
的
は
主
人
の
死
後
も
、
そ
の
霊
で
あ
る
鬼

神
に
奉
仕
せ
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
夫

余
人
は
奴
碑
を
殺
し
た
の
だ
と
思
う
。
倭
人
に
お
け
る
鳥
葬
も
ま
た

同
様
で
、
奴
碑
を
殺
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
諸
国
の
君
主
で
も

行
わ
れ
た
こ
と
で
、
何
も
卑
弥
呼
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の

よ
う
に
倭
人
伝
で
知
り
う
る
か
ぎ
り
、
謹
聴
は
公
奴
碑
或
は
之
に
準

ず
る
者
で
あ
っ
て
私
継
馬
で
は
な
い
。
社
会
事
情
か
ら
云
っ
て
も
そ

う
だ
と
云
え
よ
う
。
そ
し
て
奴
卿
の
数
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た

と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
む

　
二
　
生
口
　
倭
人
伝
に
は
生
口
な
る
者
が
見
え
る
。
卑
弥
呼
は
景

初
一
二
年
初
め
て
使
節
を
魏
に
送
っ
た
時
、
男
生
口
四
人
と
女
生
口
六

人
と
を
献
じ
、
女
王
台
与
も
男
女
生
口
合
せ
て
三
十
人
を
献
じ
た
。

倭
人
が
中
国
に
向
う
て
航
海
す
る
時
に
は
、
　
「
（
船
中
の
生
目
）
一
人

を
し
て
頭
を
く
し
け
ず
ら
ず
、
し
ら
み
を
去
ら
ず
、
衣
服
は
垢
で
汚

れ
、
肉
を
食
わ
ず
、
婦
人
を
近
づ
け
ず
、
喪
人
の
如
く
せ
し
め
る
」

と
い
う
航
海
中
の
魔
よ
け
の
た
め
の
難
行
苦
役
に
た
え
し
め
て
、
之

を
持
衰
（
倭
人
の
原
語
は
不
明
）
と
名
づ
け
て
い
た
が
、
航
海
が
安
全

に
終
れ
ば
生
口
を
賞
し
て
財
物
を
与
え
る
け
れ
ど
も
、
航
海
中
に
病

人
が
出
た
り
、
暴
風
雨
や
災
害
に
あ
う
と
、
生
口
が
営
巣
を
評
し
ま

な
か
っ
た
か
ら
だ
と
云
っ
て
之
を
殺
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
更
に
後
漢

書
に
は
安
帝
の
下
翼
元
年
に
倭
の
諸
国
王
が
共
に
百
六
十
人
の
生
口

を
献
じ
て
朝
見
を
乞
う
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
生
口
が
戦
争
の
捕
虜
で
あ
る
こ
と
に
つ
．
い
て
は
疑
が
な
い
。
前
漢

書
に
も
後
漢
書
に
も
見
え
る
が
、
後
漢
書
は
そ
の
南
飼
奴
伝
に
和
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
永
元
六
年
薗
…
単
費
・
が
逢
侯
を
追
撃
し
て
「
斬
首
三
干
余
級
・
生
口

　
　
む
　
む

及
び
降
者
万
余
人
を
得
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
生
口
は
敗
敵
の
う
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ち
殺
さ
れ
ず
し
て
生
き
残
っ
た
者
で
あ
り
、
降
ら
ず
し
て
捕
虜
に
な

っ
た
者
で
あ
っ
た
。
魏
志
の
東
夷
伝
で
も
滅
伝
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
、

「
そ
の
邑
欝
欝
侵
犯
せ
ば
、
顛
ち
梱
罰
し
、
生
口
牛
馬
を
責
め
、
之

を
名
づ
け
て
貴
禍
と
為
す
。
」
　
磯
は
民
族
と
し
て
統
一
国
家
を
成
さ

な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
各
地
の
部
族
竜
ま
だ
国
家
的
統
一
の
途
上

に
あ
っ
た
。
漢
の
楽
浪
郡
や
高
句
麗
に
属
し
た
が
、
魏
が
興
る
と
之

に
属
し
た
地
方
も
あ
る
。
だ
か
ら
邑
落
相
侵
す
と
い
う
の
は
部
族
間

の
戦
闘
の
如
き
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
の
よ
う
な
時
に
は

官
は
双
方
の
部
族
を
罰
し
、
罰
と
し
て
双
方
か
ら
生
口
牛
馬
を
出
さ

せ
た
。
　
「
責
禍
」
と
し
て
取
っ
た
生
口
牛
馬
の
数
額
及
び
処
理
法
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
官
は
そ
の
時
の
侵
犯
で
新
に
生
じ
た
、

生
口
即
ち
捕
虜
を
お
そ
ら
く
元
の
部
族
に
復
せ
し
め
た
も
の
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
部
族
の
間
の
闘
争
に
で
も
、
お
互
に
生
口
を
取
っ
た
の

だ
か
ら
、
倭
人
の
よ
う
に
部
族
国
家
が
完
成
し
て
い
た
所
で
は
、
各

国
が
「
相
攻
伐
」
し
て
戦
争
に
な
る
と
生
口
の
取
り
合
い
を
し
た
の

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
和
回
復
後
生
口
即
ち
捕
虜
を
得

た
国
で
そ
れ
を
ど
う
処
理
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
ま
ず
生
口
の
交

換
を
し
て
、
残
り
の
生
口
の
代
償
に
は
、
之
に
相
当
す
る
島
、
例
え

ば
家
畜
を
え
て
生
口
を
還
元
す
る
と
い
う
よ
う
な
交
渉
が
行
な
わ
れ

た
も
の
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
交
渉
が
ま
と
ま
ら
な
い
と
き
は
、
之

を
取
得
国
の
生
口
に
編
入
し
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
生
口
の
身
分
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
生
ロ
は
奴
隷
と
云
う

べ
き
身
分
の
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
奴
碑
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た

に
相
違
な
い
。
奴
鯉
は
同
国
人
で
あ
り
な
が
ら
犯
罪
関
係
に
よ
っ
て

奴
隷
に
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
子
孫
で
あ
っ
た
が
、
生
口
は
異
圏
人
で

あ
っ
た
上
に
戦
争
で
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
捕
虜
に
な
っ
た
者
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
用
途
も
言
違
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
倭

人
伝
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
奴
碑
が
君
主
の
宮
廷
に
奉
仕
し
た

の
に
対
し
て
、
生
口
が
中
国
へ
の
貢
献
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
彼

等
が
元
来
種
族
又
は
部
族
即
ち
血
族
的
関
係
を
異
に
し
た
か
ら
で
あ

　
③

ろ
う
。
生
口
が
持
衰
と
称
す
る
航
海
中
の
魔
よ
け
の
苦
行
に
利
用
さ

れ
た
の
も
、
全
く
同
様
の
理
由
に
基
づ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
常
人
の
好
ま
な
い
特
殊
の
技
術
を
要
す
る
工
芸
で
あ
る
と
か
、
特

殊
の
任
務
と
か
労
働
と
か
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
で

き
る
だ
け
生
口
を
用
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
諸
国
で
も
μ
ー
マ
で
竜
戦
争
の
捕
虜
が
奴
隷
発

生
の
主
要
な
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧
う
と
き
、
倭
人
の
社
会
に
お

い
て
生
口
と
よ
ば
れ
る
捕
虜
が
右
の
如
き
潔
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
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は
、
頗
る
注
意
に
値
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
二
尊
の
部

族
社
会
で
は
古
く
か
ら
部
族
間
の
戦
争
の
た
び
ご
と
に
生
口
を
え
た

だ
ろ
う
が
、
首
長
た
ち
は
之
を
い
か
に
処
理
し
た
の
で
あ
．
ろ
う
か
。

上
に
述
べ
た
よ
う
に
戦
後
に
お
い
て
旧
敵
と
交
渉
し
、
牛
馬
そ
の
他

の
財
物
と
交
換
し
て
元
に
復
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
だ
ろ
う
が
、

奴
隷
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
土
地
の
開
拓

な
ど
に
使
わ
れ
、
転
じ
て
下
…
戸
に
な
っ
た
者
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ

が
何
と
云
っ
て
も
倭
人
諸
竪
結
の
こ
と
な
の
で
、
生
口
の
数
も
限
ら
・

れ
、
彼
等
を
大
に
奴
隷
階
級
と
し
て
駆
使
す
る
制
度
が
生
じ
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
之
は
日
本
の
奴
隷
制
度
の
歴
史
上
最
も
注
意
を
要

す
る
事
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
水
田
耕
作
と
い
う
農
法
は
生
口
の

下
戸
化
に
役
立
つ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
彼
我
を
問
視
し
が
た
い
も
の
が

あ
る
。
な
お
中
国
の
生
口
及
び
日
本
上
代
の
ア
イ
ヌ
の
捕
虜
処
理
の

歴
史
な
ど
も
参
考
し
て
論
ず
べ
き
闘
題
だ
と
考
え
る
。
注
意
す
べ
き

こ
と
は
第
一
世
紀
以
後
警
守
の
部
族
国
家
の
対
立
が
旺
ん
に
な
っ
て

か
ら
以
後
に
お
け
る
生
頃
の
開
題
で
あ
る
。
倭
人
伝
が
倭
国
と
名
づ

け
て
い
る
部
族
国
家
の
連
合
体
が
で
き
て
か
ら
は
、
諸
国
間
で
生
口

を
生
ず
る
よ
う
な
戦
争
は
な
く
な
る
と
共
に
、
諸
国
が
「
粗
攻
伐
」

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
生
口
を
復
元
す
る
た
め
の
協
定
が
行
な

わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
倭
国
に
な
っ
て
か
ら
生
じ
た
諸
国
間
の
攻

伐
と
そ
の
鎮
定
の
問
題
は
、
生
節
に
か
ん
す
る
紛
争
の
発
生
と
そ
の

解
決
の
問
題
を
離
れ
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
倭
国
が
諸
国

の
連
含
体
と
し
て
成
立
し
た
事
情
の
如
き
も
、
後
漢
の
安
帝
の
永
初

元
年
に
倭
の
諸
国
王
が
貢
献
し
た
生
口
百
六
十
人
が
、
い
か
な
る
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
大
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
な
お
身
分
構
成
に
か
ん
す
る
事
項
と
し
て
婦
人
の
地
位
の
問
題
が

あ
る
。
之
に
関
し
て
は
三
種
の
史
料
が
疑
問
を
な
げ
か
け
て
い
る
。

ま
ず
最
も
目
に
つ
く
の
で
著
名
な
の
は
、
女
王
瞬
で
は
倭
人
伝
所
載

の
三
代
の
王
の
中
に
卑
弥
呼
と
台
・
与
と
の
二
代
の
女
王
が
あ
り
、
こ

と
に
卑
弥
呼
は
国
中
の
信
望
の
厚
い
史
上
稀
に
見
る
明
君
で
、
魏
志

で
は
倭
国
と
称
し
た
も
の
を
特
に
女
王
国
と
称
ぶ
に
至
っ
た
ほ
ど
で

あ
る
。
そ
れ
故
之
を
根
拠
に
し
て
倭
人
の
社
会
で
は
婦
人
の
地
位
が

至
っ
て
高
く
、
母
権
や
母
系
の
社
会
を
云
々
す
る
説
す
ら
見
ら
れ
る
。

然
る
に
「
そ
の
俗
、
閣
の
大
人
は
皆
四
i
五
婦
、
下
戸
も
或
は
二
i

三
婦
、
婦
人
淫
せ
ず
、
炉
託
せ
ず
。
」
と
い
う
文
は
、
倭
人
の
社
会

に
一
夫
多
妻
の
風
潤
が
あ
っ
た
こ
と
の
論
拠
と
さ
れ
、
後
漢
書
の
如

き
は
「
国
に
は
女
子
多
く
、
大
人
は
皆
四
・
五
悪
有
り
。
そ
の
余
も

或
は
両
、
或
は
三
。
女
人
淫
せ
ず
、
蛎
せ
ず
。
」
と
し
て
い
る
の
で
、
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益
女
こ
の
風
習
が
動
か
し
が
た
い
事
実
の
如
く
信
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る
。
更
に
他
の
史
料
と
し
て
「
そ
の
会
同
坐
起
に
は
、
父
子
男

む女
別
な
し
」
と
あ
る
か
ら
、
公
衆
の
席
で
は
男
女
の
間
に
身
分
の
差

が
な
く
平
等
だ
つ
た
の
だ
と
い
う
説
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
こ

の
三
つ
の
材
料
に
つ
い
て
次
に
吟
味
を
行
な
い
、
婦
人
の
地
位
に
つ

い
て
考
察
し
よ
う
。

　
ま
ず
倭
国
に
女
王
が
出
た
こ
と
で
あ
る
が
、
之
は
卑
弥
呼
が
信
望

を
え
た
理
由
が
「
鬼
道
を
事
と
し
、
よ
く
衆
を
惑
わ
す
」
こ
と
が
で

き
た
か
ら
だ
と
い
う
記
述
に
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
従
来
唱
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
政
上
の
巫
女
的
役
割
が
甚
だ
女
性
に
進
出
の

機
会
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
倭
園
は

国
初
か
ら
七
八
十
年
間
は
男
気
で
あ
っ
た
。
男
性
が
王
位
に
つ
く
の

が
原
則
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
祉
会
全
体
の
基
礎
は
末
期
部
族

社
会
で
あ
っ
た
。
　
「
国
の
大
人
は
皆
四
…
五
婦
」
と
い
う
ほ
ど
に
、

各
国
の
霜
主
は
婦
人
に
大
き
く
優
越
し
た
男
性
で
あ
っ
た
。
も
は
や

家
父
長
権
が
確
立
し
て
か
ら
何
百
年
か
を
経
過
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

母
権
だ
の
母
系
だ
の
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
に
「
国
の
大
人
は
皆
四
1
五
婦
、
下
戸
も
或
は
ニ
ー
三
婦
」
で
あ

る
が
、
之
を
後
漢
書
の
文
に
従
う
て
一
夫
多
妻
が
倭
人
の
男
子
の
習

俗
で
あ
っ
た
か
の
如
く
説
く
根
拠
に
す
る
の
は
、
黙
考
の
如
く
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
点
の
読
み
誤
り
で
あ
っ
て
、
先
ず
国
の
大
入
と
あ
る
の
は
各
濁
の

君
主
又
は
之
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
た
。
即
ち
対
馬
を
は
じ
め
不
弥
国

に
至
る
ま
で
「
自
女
王
国
以
北
」
と
称
ば
れ
た
諸
国
の
正
官
は
元
は

そ
の
国
の
君
主
で
あ
っ
て
、
各
国
が
女
王
国
の
領
地
に
な
っ
た
の
で

女
王
国
の
官
に
変
じ
た
者
で
あ
る
か
ら
こ
れ
ら
の
官
、
伊
都
国
王
、

伊
都
国
に
お
か
れ
た
一
大
率
、
並
に
女
王
園
連
邦
を
構
成
し
た
各
国

の
潜
主
、
以
上
の
者
に
郷
馬
台
国
の
武
官
を
加
え
た
者
た
ち
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
に
い
う
国
の
大
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
皆
四
－
五
妻
葱
有

す
る
と
い
う
の
が
原
文
の
意
味
で
あ
る
。
国
と
邑
落
と
を
区
別
す
る

以
上
、
当
然
大
人
に
つ
い
て
も
国
の
大
人
と
若
人
の
大
人
と
を
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
下
戸
に
つ
い
て
は
或
と
い
う
交
字
が

あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
一
般
的
で
は
な
く
一
議
分
の
人
々
で
あ
る
。

下
戸
中
の
少
数
の
寓
民
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
大
人
と
下
戸
と
は
相

対
的
用
語
だ
か
ら
、
国
の
大
人
に
対
す
る
下
戸
の
中
に
は
墜
落
の
大

人
が
含
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
ニ
ー
三
婦
を
有
し
た
の
か
と
竜

思
う
。
と
も
か
く
こ
の
文
に
よ
っ
て
倭
人
の
社
会
に
お
け
る
多
妻
主

義
の
翌
俗
を
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
考
え
る
。
最
後
に
会
同

の
席
に
お
い
て
「
男
女
別
な
し
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
女
子
の
地
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位
が
公
法
上
男
子
と
同
等
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
る
の
は
妥
当
で
な
か

ろ
う
。
原
文
で
は
「
そ
の
会
同
坐
起
に
は
、
父
子
男
女
別
な
し
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

あ
る
か
ら
、
単
な
る
坐
起
で
は
な
く
会
同
に
お
け
る
坐
起
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む

単
に
場
女
別
な
し
と
云
う
の
で
は
な
く
父
子
男
女
別
な
し
と
云
う
の

で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
会
同
の
席
の
坐
起
の
順
序
な
ど
に
お
い
て
父

子
男
女
の
区
別
．
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
倭
人
は
父
　
の
別

及
び
男
女
の
別
を
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
わ
き
ま
え
て
い
な
い
と
、

中
国
流
の
礼
俗
の
見
地
か
ら
そ
れ
が
ま
だ
低
い
こ
と
を
説
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
べ
き
こ
と
は
東
夷
伝
の
他
の
箇
所
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

参
照
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
繍
脚
士
心
討
入
伝
に
口
兄
え
ワ
O
倭
一
人
の
昭
位
ム
猟
は
、
　
以
上
に
述
べ
た
よ
・
づ
に

身
分
綱
の
強
い
社
会
で
あ
っ
た
。
　
「
尊
卑
各
女
帝
序
あ
り
。
相
臣
服

す
る
に
足
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
社
会
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
身
分
に
よ
る
秩
序
の
基
礎
を
作
っ
て
い
た
も
の
は
族

制
で
あ
っ
た
が
、
各
国
の
君
主
の
権
力
的
支
配
の
成
立
が
之
を
助
け

　
　
⑥

て
い
た
。
臣
服
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
郡
県
制

的
な
君
臣
関
係
や
封
建
制
的
な
主
従
㎜
閃
係
で
で
き
た
身
分
秩
序
で
な

か
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
①
　
生
口
を
部
民
の
起
源
と
し
て
特
殊
技
芸
を
要
す
る
仕
事
に
従
事
せ
し
め

　
た
こ
と
を
あ
げ
る
説
が
あ
る
。
林
羅
辰
一
二
郎
「
加
郡
鋭
…
覇
の
成
立
」
　
襯
．
躍
太
－

　
古
代
史
論
叢
』
買
五
三
〇
。
こ
の
点
私
も
同
感
で
あ
る
。
だ
が
｛
般
に
農

　
斑
が
部
斑
と
い
う
半
自
由
民
と
し
て
成
立
す
る
理
由
は
、
倭
人
償
に
見
え

　
る
下
芦
制
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
倭
人
伝
所
見
の
下
戸
は
九
州
の
社
会

　
階
級
で
あ
る
が
、
岡
様
の
こ
と
は
本
州
や
臨
国
の
倭
人
で
も
見
ら
れ
た
こ

　
と
で
あ
ろ
う
。

②
　
生
口
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
中
に
市
村
鑛
次
郎
博
士
は
、
倭
人
伝
の
生

　
口
を
以
て
未
麗
民
族
を
意
味
す
る
と
し
た
の
に
対
し
、
橋
本
博
士
は
之
を

　
蒼
定
し
、
生
濃
は
本
来
「
生
き
た
る
人
闘
」
の
意
だ
か
ら
捕
虞
と
は
限
ら

　
ぬ
が
、
　
「
魏
憲
及
び
後
漢
書
の
導
入
伝
に
見
ゆ
る
生
口
な
る
も
の
は
、
そ

　
の
時
代
の
卑
賎
に
し
て
財
物
視
せ
ら
れ
た
る
入
々
即
ち
奴
碑
奴
隷
と
し
て

　
使
役
さ
れ
し
人
々
を
称
せ
し
名
称
と
し
て
解
す
る
の
が
最
も
穏
当
な
る
見

　
解
で
あ
ろ
う
と
指
ず
る
」
と
し
、
　
「
そ
れ
が
犯
罪
者
で
あ
っ
た
か
、
捕
魔

　
で
あ
っ
た
か
不
明
で
、
恐
ら
く
そ
の
両
者
を
含
ん
だ
だ
ろ
う
」
と
し
て
い

　
る
。
同
氏
『
東
洋
史
上
よ
り
見
た
る
日
本
上
古
史
』
頁
五
一
鞭
…
胤
四
三
、

　
特
に
五
二
二
、
烈
三
閤
。
管
見
で
は
従
来
の
諸
説
の
欠
陥
は
魏
志
東
夷
伝

　
中
に
生
口
を
捕
虜
の
意
に
お
い
て
使
摺
せ
る
実
舗
が
、
本
文
中
に
載
せ
た

　
よ
う
に
磯
伝
に
存
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
な
い
点
に
存
す
る
。
漉
伝
の

　
生
口
記
事
に
関
す
る
．
虚
し
い
解
釈
が
倭
人
低
の
鳶
口
を
理
解
す
る
鍵
に
な

　
る
と
考
え
る
。

③
　
生
穏
を
漢
や
魏
に
対
す
る
貢
献
に
高
い
た
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

　
な
い
。
卑
弥
呼
が
送
っ
た
男
生
口
四
入
女
生
口
六
人
に
つ
い
て
は
特
殊
技

　
芸
の
点
だ
と
す
る
説
が
あ
り
、
そ
れ
で
も
説
明
が
つ
く
が
、
雌
升
等
の
一

　
六
〇
人
の
生
口
の
貢
献
は
そ
の
よ
う
に
整
え
な
い
。
む
し
ろ
中
国
に
お
い
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て
異
邦
入
の
奴
隷
を
侮
か
の
特
殊
任
務
に
つ
か
せ
る
た
め
に
希
墓
し
た
か

　
も
知
れ
な
い
。
梁
薫
口
醤
蝦
〔
伝
に
よ
る
と
、
百
済
王
が
晋
や
宋
に
生
陰
な
献

　
じ
た
例
が
見
え
る
。
中
国
に
対
す
る
異
邦
人
生
口
貢
獣
の
事
例
を
　
そ
う

　
広
く
調
べ
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
倭
園
（
女
王
照
）
か
ら
漢
魏
へ
貢
献

　
さ
れ
た
生
撰
は
、
狗
奴
園
人
（
熊
襲
）
の
獺
き
完
全
に
劇
毒
た
る
敵
岡
山

　
或
は
「
自
女
王
羅
以
北
」
の
異
種
族
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
醐
…
達
銘

　
内
の
潜
が
生
口
と
し
て
外
園
へ
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
思

　
う
。

④
　
帥
升
等
に
よ
る
ニ
ハ
O
入
の
生
糊
貢
献
は
倭
悶
の
聖
立
と
の
関
係
に
お

　
い
て
考
う
べ
ぎ
も
の
が
あ
り
、
　
糊
冷
寒
史
研
究
輪
第
十
二
門
田
に
掲
戟
さ
れ

　
る
「
倭
の
女
王
編
と
部
族
国
家
と
の
関
係
」
の
第
五
鐘
で
詳
論
す
る
。

⑤
　
墨
摺
尊
属
と
い
う
置
字
は
高
句
麗
伝
に
「
獅
大
夫
の
家
臣
の
会
阿
坐
起

　
は
、
立
家
の
使
看
・
阜
衣
・
先
人
と
嗣
列
な
る
こ
と
を
得
ず
鳳
と
い
う
使

　
用
例
が
あ
る
か
ら
、
　
之
に
倉
わ
せ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
、
　
こ

　
の
三
舎
は
明
ら
か
に
単
な
る
集
会
で
は
な
く
、
席
次
が
一
定
し
て
い
る
礼

　
の
制
度
を
説
い
て
い
る
。
倭
人
の
会
詞
坐
起
も
之
に
類
す
る
場
合
な
の
で

　
坐
席
の
点
で
「
父
子
男
女
溺
な
し
」
と
云
っ
た
の
だ
ろ
う
。

⑥
倭
入
の
社
会
ほ
部
族
社
会
で
あ
っ
た
点
で
は
、
タ
キ
ッ
ス
の
ゲ
ル
マ
ニ

ア
誌
に
見
え
λ
卜
畜
代
ゲ
ル
マ
ン
入
の
詮
八
戒
と
多
少
の
比
較
を
行
い
う
べ
き

も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
だ
し
後
人
の
場
含
は
部
族
祉
会
と
云
っ
て
も

そ
の
末
期
段
欝
に
属
し
、
戴
族
麟
家
が
連
邦
の
形
式
で
成
立
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
ゲ
ル
マ
ニ
ア
誌
に
見
え
る
部
族
社
会
と
は
、
ず
っ
と
特
代

の
下
っ
た
も
の
で
あ
り
、
軽
々
し
く
比
較
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た

だ
｝
つ
の
注
意
を
要
す
る
点
は
民
主
主
義
に
関
す
る
聡
智
の
有
無
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
卑
弥
呼
の
共
立
の
み
な
ら
ず
、
卑
弥
呼
以
前
の
男
王
も
、
彼
女

以
後
の
男
王
と
女
王
台
与
も
皆
立
て
ら
れ
た
粥
四
薫
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の

点
で
は
民
主
的
慣
谷
が
存
在
し
た
と
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
管
見
で

は
之
は
諸
瞬
の
国
王
が
照
門
国
家
を
設
立
し
及
び
之
を
持
続
す
る
た
め
行

う
た
必
要
行
為
で
あ
っ
て
、
民
主
的
風
習
が
存
在
し
た
た
め
で
は
な
い
。

人
民
を
支
配
し
た
も
の
は
縮
力
・
権
威
・
身
分
及
び
鬼
紳
か
桑
る
葬
含
理

的
肺
棺
神
で
あ
っ
て
、
神
撫
的
要
素
は
強
’
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
民
主
的
要
素

は
此
の
時
代
に
か
ぎ
ら
ず
、
糧
当
古
い
時
代
か
ら
乏
し
か
っ
た
だ
ろ
”
）
と

恩
ラ
。
そ
の
占
｛
か
ら
執
心
ず
る
と
、
タ
キ
ツ
ス
の
ゲ
ル
卿
、
ニ
ア
妬
誌
に
撒
兄
え
る

部
族
役
会
と
は
大
に
異
な
る
も
の
が
、
そ
れ
と
隅
じ
殿
階
に
お
け
る
倭
人

の
部
挨
拙
会
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
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The　Society　of　Wo－len倭人in　the　Second　and

　　　　　　Third　Celtturies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Maki

　　Though漉ゴーchi］p－zuo－t71En一一ch‘tta？・z魏志倭人伝is　a　chaPte「at　the　end

of：ru71g－i－ch‘uan簗夷伝．　i1・Wei－chih篤志，　it　has　been　treated　as　an

iadepende壁article　and　it　has　been　neglected　that　i七was　an　impor－

tant　referencia｝　source　in　relation一　to　the　state　and　society　o£　PYo一

”π倭人，and　that　it　was　included　iR　a　volume　of　PVIt一ω魏一Jnsieoz－pi－titng－

i－ch‘uan鳥丸鮮卑東夷伝．

　　The　wri七er　has　a，lready　decided　that　the　situation　of　yα規α4厩一

hohu邪馬台国was　in　thg　northern絢虜5乃8九州．by　the　new　reading

method　of　the　traveling　artcles；　moreover　about　the　Second　and

七hird　centuries’socie七y　in　Wo－JEn－clt’uan倭人伝anew　theory　shall

be　offered　irom　some　source　materials．

　　This　article，　at　first，　treats　the　nature　of　PVo－Je”・n－ch‘t・ta？t　as　a

ma七erial　of　P殉ヲ6％’s　socie七y；　and　then　it　discusses　the　existence

of　PVo－／e”n’s　society　in　the　late　tribe　period　ju’dging　from　the　steps

of　historical　deve1Gpment；further　more　i七exp］ained　Ko　kuy　z2国邑，

Yit　vakzt鎮魂，　Taiptln大人，　Geho下戸，56βo肱宗族，　Monho門戸，　alユd

fe　X，　but　also　status　iR　common　people，　the　inc　ture　o£　Nuhi　ajZpm

and　Seile6生口，　and　the　positioll　of　women．

AStudy　of　Associations　at　the　End　of　Ming明・　dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　especially　of　Fie一ε雇復社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuko　Ono

　　A七the　e鷺d　of　the　M∫麗8明dynasty，　after毛he　des亡ruc七ion　of七he

Tt．醒8一♂腕東林party　by　suppression，　was　established　Ftt－sゐ9’復社

based　o七七he∫層％8一卿α％生員level，磁一sheh　p玉ayed　an　important

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　320　）


