
魏
志
倭
人
伝
に
お
け
る
前
漢
書
の
道
里
諺
書
式
の
踏
襲

牧

健

一
一

魏志倭人伝におげる繭漢湛の道里等警式の艶襲（牧）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

…
撫
総
数
縫
罐
鍵
酬
磁
纏
講
鹸
謝
継
簸
購
糊
晦
調
総
懸
噺
欝

㎝　
　
一
書
で
あ
る
か
の
如
き
扱
い
方
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
あ
の
論
文
で
は
倭
人
伝
を
鳥
丸
野
卑
東
夷
伝
の
一
部
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
　
…

一
掬
人
の
社
婁
壷
た
の
萎
が
、
會
の
拙
稿
で
舞
扇
に
儒
嚢
山
踏
が
、
覆
書
の
豊
平
．
窟
伝
．
璽
隅
夷
伝
な
ど
の
垂
等
記
…

｝
　
載
の
書
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
馬
頭
に
掲
げ
た
書
痴
に
従
う
て
明
ら
か
に
し
、
且
そ
れ
が
女
王
瞬
の
国
制
に
か
ん
す
る
法
理
と
一
致
す
る
こ
と
　
W

一
を
説
き
・
モ
い
解
読
が
何
で
あ
る
か
ξ
い
て
壷
た
・
楚
倭
会
難
蟹
醤
の
；
が
綾
謹
お
け
・
誤
解
に
写
す
・
こ
・
霧
寧
・
。
…

（　
　
　
第
一
　
倭
の
三
園
の
地
理
的
位
澱
に
か
ん
す
る
記
載
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
門
自
女
王
麟
以
北
、
其
戸
数
道
里
可
略
三
一
と
前
漢
書

　
　
　
　
　
一
　
狗
瑠
韓
国
伊
都
闘
閻
の
行
程
記
事
に
お
け
る
酋
漢
霜
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓶
南
夷
伝
及
び
張
域
伝
の
難
業
と
の
関
連

　
　
　
　
　
　
理
志
響
応
条
の
連
続
的
行
程
書
式
の
鍛
襲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
門
財
嚢
労
隔
遠
絶
、
不
可
得
詳
」
及
び
「
計
其
道
里
、
当

　
　
　
　
　
二
伊
都
燭
以
後
の
行
程
記
事
に
お
け
る
前
饗
茜
域
伝
の
　
　
　
　
　
在
会
稽
東
冶
流
亡
」
と
前
漢
書
地
理
志
轡
地
条
と
の
関
連

　
　
　
　
　
　
列
挙
的
行
程
書
式
の
踏
襲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
　
飼
漢
需
の
行
程
書
式
の
踏
襲
の
理
由
及
び
後
漢
譜
．
梨
謁

　
　
　
　
　
三
　
水
行
十
臼
陸
行
～
刃
の
書
式
に
お
け
る
前
漢
書
西
域
伝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
倭
人
螢
の
内
容
の
誤
記

　
　
　
　
　
　
の
列
挙
琴
芝
式
の
採
用
の
証
明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
魏
志
倭
人
伝
に
お
け
る
前
漢
書
を
参
考
し
そ
の
行
羅
書

　
　
　
第
二
　
倭
瞬
の
領
域
に
か
ん
す
る
記
載
に
つ
い
℃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
を
踏
襲
し
た
理
由

　
　
　
　
　
一
前
漢
書
及
び
魏
志
の
行
程
嚢
に
も
と
つ
く
茎
甲
　
　
　
　
二
．
梁
書
に
お
け
る
伊
懇
以
後
の
行
程
記
事
の
連
続
式
改

　
　
　
　
　
　
邪
馬
台
圏
説
に
簿
す
る
批
凋
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
作
と
そ
の
発
生
理
由
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鴬
　
後
漢
書
に
お
3
る
震
懸
の
鎮
域
及
び
講
成
の
誤
認
と
そ

　
の
原
鞭
及
び
そ
の
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
響

む
　
　
す
　
　
び

第
一

　
倭
の
各
国
の
地
理
的
位
置
に
か
ん
す
る

記
載
に
つ
い
て

　
魏
志
倭
入
伝
を
理
解
す
る
に
は
そ
の
行
梶
記
瑛
の
矛
盾
の
な
い
解
読
が
先
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

条
件
で
あ
る
。
こ
こ
に
行
程
と
は
甲
乙
爾
地
聞
の
距
離
で
あ
っ
て
里
数
又
は
日

数
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
表
現
の
用
語
及
び
書
式
が
…
二
一
だ
と
思
う
。
魏
志
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

び
そ
の
欝
式
の
先
醐
と
な
っ
た
前
漢
書
で
は
道
里
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

倭
人
伝
は
至
の
字
で
つ
づ
ら
れ
た
行
程
記
事
の
全
文
中
、
三
門
韓
顛
と
伊
都
羅

と
で
は
到
の
字
を
使
用
し
て
段
落
を
立
て
、
郡
か
ら
三
三
三
園
ま
で
と
、
三
三

韓
国
か
ら
三
都
圏
ま
で
と
、
伊
都
圏
か
ら
弓
馬
台
国
ま
で
と
三
段
の
区
分
を
設

け
て
い
る
が
、
こ
の
中
第
一
段
の
行
殺
は
一
圏
限
り
だ
か
ら
問
題
は
な
い
。
第

二
段
と
第
薫
段
と
は
行
程
が
各
々
隣
圏
あ
る
が
、
両
方
の
需
式
に
多
少
の
相
違

が
あ
る
と
は
一
零
し
て
明
白
で
あ
り
、
第
三
段
中
の
水
行
十
日
陸
行
一
月
は
特

殊
な
蓑
現
形
式
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
特
に

攻
究
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
　
狗
邪
正
国
頭
三
国
間
の
行
程
記
轟
に
お
け
る
前

　
　
　
　
　
　
漢
審
調
理
志
興
地
条
の
連
続
的
行
程
講
式
の
鑓
麗

　
魏
志
倭
人
訟
の
こ
の
区
間
の
原
文
か
ら
、
行
程
の
製
革
だ
け
を
抜
書
き
す
る

と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
始
度
昌
一
海
一
千
余
璽
、
至
　
対
馬
圏
㌦
努
。
又
南
渡
二
海
一
千
余
里
、
名

　
　
日
二
瀬
海
鱒
至
昌
一
大
（
支
）
国
一
云
々
。
又
渡
昌
一
海
一
千
余
里
、
至
＝
末
慮

　
　
閣
㌦
至
。
東
南
陸
絶
島
欝
鍍
、
到
　
伊
都
國
一
｝
努
、
郡
使
往
来
常
所
レ
駐
。

　
こ
の
文
は
最
初
を
始
の
宇
で
お
こ
し
、
海
路
の
進
行
を
又
の
字
で
つ
ら
ね
て

陵
行
に
つ
づ
け
、
最
後
地
へ
の
到
達
を
到
の
字
で
と
め
て
い
る
。
対
馬
∴
支
・

末
慮
の
三
二
へ
の
到
着
を
至
と
七
、
伊
都
掴
へ
の
到
着
の
み
は
到
に
し
て
い
る

が
、
　
こ
れ
は
「
郡
使
往
来
常
駐
二
駈
」
の
伊
都
国
で
邪
馬
台
ま
で
の
全
記
箏
中

の
段
落
を
つ
け
る
と
同
時
に
、
狗
邪
韓
国
か
ら
石
の
三
躍
を
へ
て
伊
都
園
に
到

達
す
る
と
い
う
進
行
の
終
結
を
意
味
ぜ
し
め
る
た
め
の
、
魏
志
の
特
別
の
駕
字

法
に
従
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
第
二
毅
と
同
じ
形
式
の
文
体
を
有

す
る
行
程
記
事
が
、
前
漢
書
地
理
憲
の
旧
地
の
条
に
晃
え
る
。
そ
れ
は
次
の
夕

で
あ
る
。

　
　
晦
昌
臼
南
障
塞
徐
聞
合
浦
↓
直
行
可
　
五
鍔
↓
有
鵡
都
元
岡
凶
又
五
行
可
昌
四

　
　
月
嚇
有
為
琶
盧
没
国
4
更
訂
監
置
三
一
十
余
田
両
准
＝
誰
離
国
4
歩
行
可
一
【
十

　
　
余
田
一
宮
　
二
二
陰
影
国
↓
自
昌
夫
望
郷
島
国
嚇
船
行
暫
三
月
余
嚇
蜜
【
黄

　
　
支
国
4

　
こ
れ
は
今
日
の
一
・
ン
キ
ン
藍
碧
燦
地
方
か
ら
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
海
上
を
下
っ

て
南
支
那
海
を
マ
ラ
イ
半
鳥
の
南
端
に
出
で
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
入
り
、
ス
マ

ト
ラ
島
東
北
端
に
あ
っ
た
都
元
吉
に
達
し
、
そ
れ
か
ら
北
進
し
て
ベ
ン
ガ
ル
湾

90　（730＞



魏志倭人伝における前漢醤の遣黒等欝式の踏襲（牧）

に
入
り
、
ビ
ル
マ
及
び
印
度
の
ガ
ン
ヂ
ス
河
筒
な
ど
こ
あ
っ
た
姻
々
を
へ
て
、

印
痩
の
東
海
岸
・
消
部
の
マ
ド
ラ
ス
の
附
近
に
あ
っ
た
黄
乾
霧
（
誕
欝
琴
巳
）
に
歪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
ま
で
の
行
路
を
害
い
た
文
だ
と
患
わ
れ
る
が
、
航
海
を
鋳
た
び
か
さ
ね
た
上

で
陸
行
に
移
っ
て
お
り
、
こ
の
三
た
び
の
航
海
の
う
ち
あ
と
の
二
圓
は
又
船
行

を
二
度
か
さ
ね
て
お
り
、
三
度
錘
の
到
着
地
謳
離
国
か
ら
陸
行
に
移
る
部
分
を

す
ぐ
歩
行
と
欝
ぎ
つ
な
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
法
は
、
前
掲
の
規
約
韓

国
か
ら
俳
都
隔
ま
で
の
谷
桑
の
記
述
法
と
奇
妙
な
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
。
こ
の

地
理
志
の
場
含
は
最
後
の
黄
支
爾
に
達
す
る
ま
で
に
、
夫
甘
都
慮
隔
か
ら
な
お

船
行
二
月
余
を
要
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
夫
誓
都
樹
蔭
ま
で
の
連
続
的
進
行
式

な
行
程
の
記
載
形
式
は
、
完
全
に
青
畳
倭
人
伝
に
一
致
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ

い
。
航
海
を
一
瓢
圓
か
さ
ね
た
上
で
陸
行
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん

偶
然
の
一
致
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
旧
式
上
の
一
致
は
た
ん
な
る
偶
然
と
は

云
え
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
魏
志
倭
人
伝
の
台
本
で
あ
っ
た
学
匠
の
こ
の

部
分
の
逸
文
が
参
画
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
爾
志
と
比
較
す
る
と
、
逸
文
に

は
脱
字
あ
る
も
、
両
者
は
文
字
も
書
式
も
全
く
一
致
す
る
か
ら
、
前
漢
書
地
理

志
と
同
じ
書
式
で
こ
の
言
分
の
行
程
を
労
い
た
も
の
は
ま
ず
魏
略
で
あ
り
、
魏

志
は
そ
れ
を
継
承
し
た
の
だ
と
云
い
う
る
。

　
倭
人
伝
の
狗
邪
韓
園
か
ら
伊
都
国
ま
で
の
行
路
に
か
ん
す
る
叙
述
が
連
続
的

進
行
的
で
あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
行
程
記
事
の
書
法
か
ら
も
そ
う
考
え
て
き
た

が
、
そ
れ
と
相
並
ん
で
我
々
の
地
理
上
の
智
識
か
ら
そ
う
読
む
の
が
当
然
だ
と

思
っ
て
き
た
。
だ
が
行
程
や
行
路
の
記
録
を
正
し
く
読
む
方
法
と
し
て
は
、
文

体
そ
の
も
の
か
ら
忠
実
な
読
み
方
を
見
戯
だ
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
地
理
上
の
既

得
の
知
識
が
余
り
先
に
は
た
ら
い
て
は
よ
く
な
い
。
忌
避
の
勲
賞
が
先
走
り
す

る
と
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
る
の
あ
ま
り
、
原
文
の
正
確
な
読
み
方
を
誤
る
お
そ

れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
倭
人
徴
難
解
の
問
題
は
地
理
上
の
既
得
の
知
識
に
わ

ざ
わ
い
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
点
が
少
く
な
か
っ
た
と
思
う
。
狗

邪
韓
国
か
ら
伊
都
国
ま
で
の
記
述
が
連
続
的
で
あ
る
こ
と
は
、
始
と
到
の
二
輪
・

で
両
端
を
約
し
、
中
間
に
又
の
字
が
入
れ
て
あ
る
の
で
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点

漢
書
地
理
志
墨
地
の
条
で
は
前
掲
の
引
用
文
の
如
く
、
初
を
自
で
お
こ
し
、
申

闘
に
又
の
字
を
入
れ
、
ほ
か
に
な
お
「
歩
行
講
料
十
余
日
↓
有
晶
央
甘
甘
都
留
類
洞

自
晶
夫
甘
受
里
国
情
事
行
可
属
二
月
余
叫
有
配
黄
陸
圏
鵜
と
い
う
よ
う
に
、
中
間
の

地
名
を
重
ね
て
書
く
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
は
、
連
続

的
書
式
と
し
て
誰
に
も
読
み
ぞ
こ
な
い
の
な
い
書
式
で
あ
る
。

　
だ
が
連
続
的
書
式
で
あ
る
理
由
が
、
な
お
他
の
点
に
存
す
る
こ
と
を
見
の
が

し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
右
の
二
つ
の
書
式
の
如
く
一
縦
し
て
分
か
る
も
の
で

は
な
い
が
、
連
続
的
書
法
と
し
て
は
む
し
ろ
根
幹
を
な
す
も
め
で
あ
る
。
末
、
朧

ま
で
は
海
路
で
あ
る
が
、
末
鷹
か
ら
伊
都
へ
は
陸
路
で
あ
る
。
倭
人
伝
は
そ
の

場
合
の
行
路
の
変
化
に
つ
い
て
な
ん
ら
特
別
の
連
続
的
用
語
を
煽
え
ず
、
痕
に

「
莱
南
陸
行
五
百
里
、
到
昌
伊
都
圏
こ
と
し
て
い
る
。
地
理
志
肉
一
貫
の
条
で
も
、

船
行
と
歩
行
と
を
連
続
さ
せ
て
い
る
が
、
な
ん
ら
連
続
的
用
語
を
請
え
て
い
な
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い
。
し
か
も
そ
れ
が
金
文
の
基
本
形
式
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
岡
一
の
表

現
法
は
鰺
地
の
条
の
次
の
文
に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
白
で
あ
る
。
即
ち
「
轟
轟
黄

支
｝
船
行
印
二
八
月
↓
到
二
皮
宗
面
蟹
行
可
ニ
ニ
月
嚇
到
一
日
爾
象
林
界
一
云
々
，
…
な
る

交
は
、
南
越
の
臼
南
か
ら
富
里
に
赴
く
文
と
は
逆
に
、
印
度
東
南
海
狸
の
黄
支

か
ら
皮
宗
を
へ
て
日
南
に
帰
る
文
で
あ
っ
て
、
皮
宗
は
マ
ラ
イ
半
島
の
南
端
の

唱
訪
録
σ
q
島
で
あ
る
が
、
　
こ
の
丈
で
は
黄
支
か
ら
皮
宗
ま
で
の
行
程
の
文
と
、

皮
宗
か
ら
田
南
象
林
界
ま
で
の
行
程
の
文
と
の
二
者
が
、
な
ん
ら
の
連
続
的
絹

語
な
く
し
て
か
さ
ね
ら
れ
な
が
ら
、
実
は
連
続
し
て
全
文
を
成
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
が
連
続
文
の
根
幹
で
あ
る
。
狗
邪
韓
国
か
ら
傍

都
国
ま
で
の
記
事
も
ま
た
岡
様
で
あ
る
。
又
の
宇
を
用
い
た
の
は
航
海
が
か
さ

な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
れ
ば
よ
く
分
か
る
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
丈
掌

で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
何
が
連
続
的
進
行
的
な
書
武
の
重
点
で
あ
り
特
色
で
あ

る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
南
渡
豊
海
　
千
余
里
、
糞
二
大
国
二
、
「
東
南
陸

行
五
百
里
、
到
【
伊
都
圏
こ
、
「
船
行
可
五
月
、
有
　
都
元
國
こ
の
如
く
、
各
行

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

程
記
事
が
進
行
し
て
到
達
す
る
圏
名
を
最
後
に
書
い
て
い
る
点
に
存
す
る
。
こ

の
糧
の
単
文
を
か
さ
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
各
単
文
の
最
後
に
遣
る
地
名
が
た
え

　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
エ
　
　
　
あ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
へ

ず
進
行
す
る
行
程
の
中
間
地
と
な
っ
て
単
文
が
連
続
し
、
以
て
単
文
を
綜
合
し

た
連
続
的
進
行
的
な
文
体
を
構
成
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
各
単
文
の

問
に
は
連
続
約
用
語
を
必
要
と
し
な
い
。
船
行
が
か
さ
な
る
よ
う
な
場
合
に
叉

の
宇
を
入
れ
る
の
は
全
文
を
美
化
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
達

続
文
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
な
お
倭
人
俵
で
は
到
の
字
を
前
述
の
如
く
三
段
落
の
区
切
り
に
珊
い
、
、
且
至

よ
り
も
強
い
表
現
に
用
い
て
い
る
の
に
対
し
、
前
漢
書
地
理
志
で
は
前
議
の
引

例
に
見
る
が
如
く
至
の
字
の
か
わ
り
に
有
の
宇
や
到
の
字
を
使
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
次
項
に
述
べ
る
前
漢
書
西
域
伝
の
至
と
区
濁
す
る
た
め
で
あ
る
。
後

述
す
る
通
典
の
州
郡
志
に
な
る
と
方
角
に
よ
っ
て
至
・
到
・
去
の
使
い
分
け
を

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
目
的
に
よ
っ
て
至
と
到
と
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と

が
あ
る
の
で
、
倭
人
伝
の
揚
合
も
こ
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
伊
都
翻
以
後
の
行
程
記
察
に
お
け
る
前

　
　
　
　
　
　
漢
書
西
域
伝
の
列
挙
的
行
程
書
式
の
踏
襲

　
ま
ザ
こ
の
部
分
の
倭
人
伝
の
三
夕
か
ら
、
酋
項
の
引
用
文
の
如
く
に
行
程
闘

の
部
係
分
の
み
を
抜
書
き
す
る
と
。

　
　
束
爾
至
二
奴
懸
一
百
璽
磐
越
。
東
行
糞
　
不
二
圏
一
百
里
云
々
。
南
南
　
投
馬
国
一

　
　
水
行
　
　
十
賑
云
舟
。
南
糞
㎜
邪
馬
壱
（
台
）
瞬
嚇
女
王
出
所
レ
都
、
水
行
十
日

　
　
男
惚
一
月
云
々
。

で
あ
る
が
、
古
来
の
読
み
方
は
こ
の
部
分
を
伊
都
圏
ま
で
の
文
に
続
け
て
、
邪

馬
爪
國
に
至
る
ま
で
を
連
続
的
進
行
式
に
読
む
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
今
臼
で

も
そ
れ
が
支
配
的
だ
と
云
っ
て
よ
い
。
た
ま
た
ま
榎
一
雄
氏
が
伊
都
国
を
起
点

と
す
る
奴
燭
等
四
国
へ
の
列
挙
式
記
載
で
あ
る
と
い
う
画
期
鮒
創
見
を
発
表
さ

れ
て
も
、
ま
だ
連
続
的
読
法
を
打
破
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
ど
う
し

92　（732），
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て
も
連
続
的
進
行
式
に
読
ま
れ
て
来
た
か
と
い
う
と
、
各
圏
へ
の
到
達
が
一
様

に
至
の
字
を
以
て
書
か
れ
、
進
行
的
行
程
を
示
す
単
文
が
次
々
に
連
続
し
て
い

る
点
で
、
伊
都
国
以
前
の
・
記
事
と
変
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
重
氏
は
餐
単
文
に
つ
い
て
伊
都
国
以
前
は
方
角
・
距
離
・
国
名
の

順
だ
が
、
同
国
以
後
は
方
角
∵
国
名
・
距
離
の
順
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た

が
、
狗
邪
韓
園
以
前
で
も
方
角
・
痴
愚
・
距
離
の
順
に
な
っ
て
い
る
し
、
単
語

の
配
列
は
記
章
に
変
化
を
つ
け
る
た
め
ど
う
で
も
な
る
か
ら
重
視
す
る
を
要
し

な
い
と
い
う
反
対
説
が
出
た
り
す
る
の
で
、
ま
だ
き
め
手
に
は
な
っ
て
い
な
い

と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
私
は
魏
志
が
灘
と
到
と
の
二
字
を
使
い
分
け
て
い
る

こ
と
を
重
視
し
、
伊
都
濁
以
後
も
連
続
酌
進
行
式
の
文
体
な
ら
、
最
後
の
邪
馬

台
圏
こ
そ
そ
の
到
達
を
到
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
の
に
こ
れ
も
ま
た

至
で
あ
る
の
は
、
こ
の
扇
へ
の
行
程
が
他
の
三
國
へ
の
各
行
程
と
同
じ
意
味
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
、
榎
氏
と
同
様
に
列
挙
説
を

主
張
し
て
き
た
が
、
ま
だ
広
く
学
界
の
共
鳴
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
だ
が
私
は
そ
の
後
前
漢
書
西
域
伝
に
お
い
て
、
、
諸
国
の
位
躍
を
示
す
た
め
に

そ
の
国
と
各
地
と
の
間
の
距
離
を
列
挙
し
て
い
る
書
式
が
、
倭
人
伝
の
耕
都
岡

以
後
の
行
程
記
事
の
形
式
と
全
く
同
｝
で
あ
る
の
を
見
て
、
列
挙
的
記
載
説
が

正
し
い
こ
と
の
確
信
を
え
る
と
共
に
、
そ
れ
だ
の
に
従
来
そ
れ
が
連
続
的
進
行

式
に
読
ま
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
新
た
に
な
お
考
う
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を

知
る
に
簗
つ
た
。
前
漢
書
酉
島
儀
は
西
域
地
方
に
散
布
し
た
大
小
約
五
十
に
及

ぶ
諸
岡
の
各
々
に
つ
い
て
、
漢
の
岡
都
長
安
・
西
域
都
幕
府
の
所
在
地
烏
畳
城

を
は
じ
め
、
鍔
近
の
数
国
に
至
る
方
角
と
距
離
と
を
掲
げ
て
い
る
。
最
初
の
部

分
か
ら
実
例
を
あ
げ
る
と
，
蔀
善
国
は
、

　
　
上
灘
口
国
、
太
コ
名
楼
蘭
、
　
王
治
漏
拝
泥
城
一
◎
み
罫
…
陽
関
【
千
六
百
塁
。
み
衣
二
長
｛
女
｝

　
　
六
千
一
｝
臼
里
云
女
。
｝
四
脚
⊥
云
二
藍
護
護
拡
凋
所
一
千
八
百
八
十
五
型
。
　
至
二
由
↑
国
一

　
　
千
王
｝
臼
山
ハ
十
五
里
。
｝
四
北
至
山
車
師
野
千
八
｝
臼
九
十
羅
。

と
な
っ
て
い
る
。
次
に
既
に
史
記
に
お
い
て
列
伝
を
立
て
ら
れ
、
漢
の
西
域
政

策
上
の
要
国
に
な
っ
て
い
た
慮
緒
あ
る
大
匙
国
（
フ
ェ
ル
ガ
ー
ナ
）
は
、

　
　
大
宛
国
、
王
事
鼠
貝
山
城
⑩
去
　
長
安
　
万
二
千
五
蕎
五
十
里
云
肉
。
東
至
［

　
　
都
護
治
所
一
壷
千
三
十
一
里
。
北
至
　
康
艦
卑
閥
城
一
千
五
齎
一
十
里
。
爾

　
　
南
謹
鵡
大
口
μ
氏
｝
心
ハ
蕎
九
十
里
。
　
北
与
塊
康
膿
掴
剛
　
嚇
附
与
乱
大
門
月
矯
「
接
。

と
な
っ
て
い
る
。
西
域
伝
の
各
悶
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
記
載
は
、
み
な
そ
の

醗
の
位
置
を
示
す
の
が
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
ま
ず
漢
の
照
都
長
安
に
、
次
に

西
域
護
都
護
府
の
所
在
地
に
至
る
ま
で
の
方
角
と
距
離
と
を
示
し
た
。
こ
の
二

箇
所
に
至
る
距
離
は
ど
の
圏
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。
次
に
鮒
域
の
諸
国

の
中
で
近
接
す
る
お
も
な
国
に
至
る
ま
で
の
方
角
と
距
離
と
を
示
す
。
こ
の
よ

う
に
し
て
そ
の
圏
が
繭
域
地
方
中
の
ど
の
辺
に
あ
る
か
を
知
ら
し
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
書
式
は
方
角
・
国
名
・
距
離
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
ど
の
方

向
の
ど
の
國
へ
い
か
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
か
を
示
す
の
が
量
的
で
あ
っ
た
か
ら
、

む
　
　
　
む

距
離
の
里
数
が
常
に
姦
単
文
の
最
後
に
譲
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
載
法
を

’93　（733）



惚附

?
に
か
か
げ
た
筋
漢
書
地
理
志
鰺
地
の
条
の
「
自
昌
臼
酎
笹
縁
徐
陥
含
濾
ハ
船

行
璽
孟
月
門
有
四
　
都
即
製
⑩
又
星
行
可
＝
四
月
一
有
為
臼
聖
業
鳳
⑩
又
船
隊
可
篇

二
十
余
日
↓
有
｝
一
誰
離
語
詞
歩
行
意
思
十
余
日
↓
有
＝
夫
甘
聖
慮
国
4
霞
昌
夫
甘
都

盧
国
↓
巡
行
可
三
一
月
余
丙
有
姦
猟
山
国
二
及
び
「
自
昌
々
支
一
船
行
田
二
八
月
嚇

動
ユ
皮
三
浦
船
行
歩
三
一
月
一
到
【
日
南
象
林
嬰
云
」
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
甚

だ
相
異
な
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
白
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
南
と

黄
支
と
の
往
復
の
行
路
に
か
ん
す
る
叙
述
は
、
常
に
進
行
し
て
特
定
の
地
に
達

し
、
次
に
そ
の
地
か
ら
次
の
地
に
向
っ
て
進
む
連
続
的
進
行
式
の
文
体
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
ロ

各
行
程
記
事
の
蟻
文
を
連
接
も
、
各
単
夕
の
最
後
は
圏
名
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

の
国
名
が
次
に
つ
づ
く
行
程
の
起
点
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
中
門
地
を
あ

げ
る
こ
と
に
よ
り
、
連
続
し
た
行
路
の
記
載
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に

前
漢
書
髭
域
伝
に
お
け
る
各
圏
の
行
程
記
事
は
こ
れ
と
異
な
り
、
そ
の
國
か
ら

各
地
に
漁
る
方
角
と
距
離
ど
を
個
別
的
に
列
挙
し
て
、
そ
の
麟
の
位
麗
を
あ
ら

わ
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
方
角
・
潮
上
・
距
離
の
順
で
書
か
れ
た
行
程
記
癖

　
　
　
　
　
　
　
　
の

は
、
最
後
の
距
離
に
重
点
を
お
く
書
式
で
あ
っ
て
、
圏
名
に
重
点
が
あ
る
の
で

は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
行
程
記
事
を
い
く
ら
か
さ
ね
た
と
し
て
も
、
国
名
が
次

の
行
程
に
う
つ
る
た
め
の
ゆ
閥
地
の
役
割
を
つ
と
め
る
連
続
約
記
述
に
は
な
ら

な
い
。

　
前
漢
書
翰
島
伝
の
各
陶
に
お
い
て
、
そ
の
岡
の
地
理
勲
位
隠
を
表
示
す
る
た

め
の
霧
式
は
、
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
な
も
の
が
存
在
す
る
が
、
魏
志
倭
人
伝
の

炉
母
国
以
後
の
行
程
記
審
な
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
西
域
伝
の
各
瞬
に
お

け
る
地
理
的
表
示
の
書
式
を
採
罪
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
書
式
を
対
照
す

る
と
よ
く
相
一
致
す
る
。
伊
都
圏
以
後
の
分
は
西
域
俵
の
餐
麟
の
場
含
の
よ
う

に
、
伊
都
騨
と
い
う
書
き
出
し
は
な
い
け
れ
ど
も
、
門
東
南
至
胤
奴
国
一
黒
鴨
云
女
。

策
行
棄
二
不
弥
国
一
百
里
云
々
。
南
歪
轟
投
馬
劃
一
水
行
二
十
日
云
々
。
南
釜
轟
邪
馬

台
圏
嚇
女
王
之
所
レ
都
、
水
行
十
臼
陸
行
一
月
云
々
」
と
い
う
夕
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

西
域
伝
に
お
け
る
と
隠
様
に
各
単
交
は
あ
る
濁
を
起
点
と
し
て
各
地
に
至
る
豚

む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
む
　
　
　
ロ

離
を
示
ず
書
式
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
。
実
に
各
単
交
は
距
離
を
示
す
里
数

へ
　
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

や
日
数
で
終
っ
て
い
る
。
こ
の
書
式
は
「
自
レ
郡
至
二
女
黒
田
一
万
二
千
余
里
」
と

詞
一
で
あ
っ
て
、
至
と
い
う
字
は
「
女
王
圏
ま
で
は
」
と
い
う
顕
離
を
意
味
す

る
至
で
あ
る
。
　
「
心
底
…
二
海
一
千
余
暇
至
二
寒
点
圏
こ
の
至
の
よ
う
に
到
達
を

意
味
す
る
至
で
は
な
い
。
「
至
昌
某
国
一
」
と
い
う
表
現
は
問
じ
で
も
、
至
の
字
の

意
味
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
奴
・
不
弥
・
投
馬
・
邪
馬
台
の
四
国

へ
の
距
離
は
ど
こ
を
起
占
…
と
し
て
測
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
至
を
「
ま

で
㎏
と
読
ん
で
も
伊
都
か
ら
奴
・
奴
か
ら
不
弥
・
不
請
か
ら
投
縄
と
い
う
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
距
離
の
連
続
と
読
む
こ
と
も
で
き
は
せ
ぬ
か
と
い
う
疑
問
が
起
ろ
う
。
だ
が

前
漢
書
の
書
式
に
か
ん
す
る
上
記
の
考
察
が
…
が
す
よ
う
に
、
地
理
志
謬
論
の
条

の
到
着
瞬
が
連
続
す
る
表
現
と
西
域
伝
各
国
条
の
共
の
悶
か
ら
各
岡
へ
の
距
離

を
列
挙
し
た
表
現
と
の
間
に
は
一
見
し
て
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
が
、
伊
都
爾

以
後
の
記
事
は
そ
の
後
者
即
ち
西
域
伝
各
国
条
の
共
の
國
か
ら
各
国
へ
の
距
離
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を
示
す
書
式
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
伊
都
国
を
起
点
に
し
て
四
隙
巾
の
各
罐

へ
の
距
離
を
列
挙
し
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。

　
た
だ
西
域
伝
各
国
条
と
伊
都
園
以
後
と
を
比
較
す
る
と
糊
違
点
が
三
つ
あ
っ

て
、
後
者
を
連
続
的
進
行
的
文
体
と
誤
認
さ
せ
る
原
閃
を
な
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
は
、
西
域
伝
で
は
地
理
的
位
置
が
書
か
れ
て
い
る
国
名
（
前
掲
の
鋼

で
は
都
善
圃
及
び
大
罪
國
）
が
疑
出
し
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
伊
都
国

以
後
の
場
合
は
伊
都
国
の
名
を
特
に
あ
げ
ず
、
　
「
東
南
至
畠
奴
国
｝
百
里
偏
が
俳

都
国
以
前
の
行
程
記
事
に
接
続
す
る
か
の
如
く
に
現
わ
れ
て
い
る
。
云
い
か
え

る
と
、
伊
都
が
単
な
る
中
間
地
で
あ
る
か
の
媚
く
に
見
え
る
。
こ
と
に
伊
都
の

次
の
黒
塗
は
、
地
理
上
も
伊
都
幽
に
接
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
末
盧
・

伊
都
・
奴
と
続
け
て
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
酉
域
伝
は
漢
の
国

都
長
安
及
び
西
域
都
度
府
所
在
地
へ
の
距
離
を
必
ず
あ
げ
て
い
る
が
、
倭
入
伝

で
は
そ
れ
に
相
当
歩
べ
き
魏
の
躍
都
洛
陽
及
び
帯
方
郡
の
治
所
へ
の
距
離
が
な

い
。
す
べ
て
未
到
の
倭
の
諸
勢
へ
の
距
離
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
行
程
に
後

向
き
の
者
は
な
く
、
す
べ
て
前
向
き
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
三
は
、
繭
域
伝
で

は
「
關
北
悲
田
業
師
こ
と
か
「
堅
粥
至
『
天
月
謝
こ
と
か
い
う
よ
う
に
、
方
角

を
示
す
文
字
だ
け
を
使
っ
て
い
る
の
で
位
鷺
の
表
派
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分

か
る
が
、
伊
都
麟
以
後
の
場
合
は
「
勤
行
至
漏
不
弥
国
隔
百
黛
篇
と
か
「
南
至
・
…
弓

馬
國
一
水
行
二
十
日
」
　
と
い
う
よ
う
に
、
行
の
字
を
入
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

方
角
に
向
っ
て
准
…
行
ず
る
書
式
だ
と
思
わ
せ
易
い
書
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
だ
が
右
の
疑
問
の
第
一
点
は
、
伊
都
国
は
「
到
昌
伊
都
圏
こ
で
段
落
が
つ
い

て
い
る
上
に
「
郡
使
往
来
常
所
レ
駐
」
と
あ
っ
て
郡
使
が
倭
地
に
赴
く
と
常
に
伊

都
国
に
駐
留
し
て
倭
国
王
と
の
交
通
は
こ
こ
で
行
な
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
改
め
て
伊
都
国
と
い
5
起
点
の
国
名
を
挙
げ
な
い
で
も
奴
国
等

各
国
へ
の
距
離
は
こ
こ
を
起
点
と
す
る
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
明
白
だ
と
塔
れ
た

の
で
あ
る
。
文
を
簡
約
に
し
冗
語
を
省
く
漢
文
の
書
法
と
し
て
ふ
し
ぎ
で
は
な

い
。
第
二
点
は
、
倭
地
か
ら
後
向
き
の
帯
方
郡
ま
で
の
距
離
は
倭
濁
の
地
理
の

最
後
に
綜
合
的
に
「
慮
レ
郡
至
昌
女
王
国
｝
万
二
千
余
里
扁
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

全
然
無
視
さ
れ
た
書
き
方
で
は
な
い
。
　
邪
馬
台
盤
は
「
自
レ
郡
至
晶
女
王
濁
こ

と
い
う
場
合
に
は
「
女
王
之
所
レ
都
」
と
い
う
意
味
で
そ
の
位
殿
を
添
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
へ

る
の
に
対
し
て
、
伊
都
国
以
後
の
記
述
で
は
倭
地
に
お
け
る
邪
馬
台
国
そ
の
も

の
と
し
て
そ
の
位
澱
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
場
含
に
は
邪

馬
緑
園
は
伊
都
と
の
関
係
に
お
い
て
輿
図
か
ら
の
距
離
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
っ
て
、
他
の
三
戸
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
第
三
点
の
東
行
と
か
水
行
と

か
い
う
表
現
は
進
背
を
思
わ
せ
る
の
で
第
一
段
と
似
て
い
る
が
、
こ
こ
に
行
の

字
を
使
っ
て
も
「
箆
昌
不
弥
圃
こ
及
び
「
至
二
投
罵
国
一
鳳
の
蒸
の
字
が
前
述
の
如

き
理
由
で
距
離
を
意
味
懸
る
書
式
だ
と
い
5
点
に
お
い
て
は
動
か
な
い
。
だ
か

ら
伊
都
蟹
以
後
の
行
程
記
塩
は
伊
都
国
を
起
点
と
す
る
各
編
へ
の
駆
離
の
列
挙

で
あ
る
と
い
う
点
で
、
前
漢
書
無
二
伝
の
昏
国
条
の
距
離
記
載
の
書
式
を
踏
襲

し
た
も
の
だ
と
云
い
う
る
。
．
な
お
こ
の
読
み
方
は
［
、
南
立
論
聚
馬
田
圏
、
女
蓋
之
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所
レ
都
、
水
行
十
日
差
行
一
月
偏
の
陸
行
一
月
だ
け
で
伊
都
国
か
ら
邪
馬
台
国
ま

で
の
距
離
千
五
百
里
に
な
る
と
い
う
次
項
の
考
証
か
ら
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
三
　
水
行
十
β
陸
行
一
月
の
書
式
に
お
け
る
前

　
　
　
　
　
　
漢
書
西
域
伝
の
列
挙
的
醤
式
の
採
用
の
黒
氏

　
前
項
の
遷
都
蟹
以
後
の
解
読
に
も
と
づ
い
て
「
南
至
昌
邪
馬
台
国
↓
女
王
之

所
レ
都
、
水
行
十
日
睦
行
一
月
」
は
伊
都
図
か
ら
邪
芋
台
圏
ま
で
の
行
程
を
書
い

も
の
に
な
る
が
、
傍
都
国
以
後
も
連
続
的
文
体
だ
と
す
る
従
来
の
通
説
に
よ
る

と
、
水
行
と
陸
行
と
を
連
続
さ
せ
る
の
で
邪
馬
台
国
は
ず
い
ぶ
ん
と
遠
方
に
な

る
。
そ
れ
で
陸
行
一
月
を
一
日
と
読
む
説
ま
で
が
有
力
な
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

原
文
の
南
を
東
に
故
意
に
改
め
る
近
畿
説
に
よ
り
な
が
ら
、
志
田
不
動
磨
氏
は

こ
れ
に
つ
い
て
薪
解
釈
を
施
し
、
　
「
水
行
な
ら
ば
十
日
・
陸
行
な
ら
ば
一
月
扁

の
義
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
る
及
ん
で
距
離
が
短
縮
さ
れ
、
九
州
説
で
も
榎
一
雄
、

氏
は
こ
の
説
を
採
用
し
て
、
伊
都
園
以
後
の
行
程
記
毒
を
列
挙
酌
記
載
な
り
と

す
る
茂
の
説
に
結
合
し
、
邪
馬
台
国
は
有
明
湾
の
東
北
端
に
近
い
筑
後
の
由
潤

郡
を
そ
の
故
地
と
す
る
と
い
う
北
九
州
説
に
た
い
し
て
新
解
釈
を
与
え
ら
れ
た
。

私
は
榎
氏
の
説
に
全
く
同
感
で
あ
る
。
た
、
κ
私
は
伊
都
国
以
後
を
列
挙
的
記
載

で
あ
る
と
す
る
冤
解
に
お
い
て
領
導
に
賛
同
し
つ
つ
解
釈
の
理
由
づ
け
を
異
に

し
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ま
た
説
明
の
仕
方
を
異
に
す
る
。
榎
氏
に

あ
っ
て
は
、
水
行
な
ら
ば
十
日
・
陸
行
な
ら
ば
一
月
と
い
う
列
挙
的
な
読
み
方

の
理
由
と
し
て
、
伊
都
国
以
後
の
残
余
距
離
千
五
百
里
は
陸
行
一
月
の
距
離
に

綴
巌
す
る
と
い
う
推
定
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
志
田
氏
の
説
よ
り
も
一
段
と

こ
の
読
み
方
を
強
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
依
然
な
お
可
能
性
の
問
題
で
あ
り
、

水
行
十
日
陸
行
一
月
と
い
う
表
現
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
よ
う
に
列
挙
的
に
読
ま

れ
ね
ば
な
ら
な
い
書
式
に
従
う
も
の
で
、
他
の
読
み
方
を
許
さ
な
い
と
い
う
積

極
的
解
釈
に
は
到
達
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
だ
が
伊
都
圏
以
後
の
列
挙
的
詑

載
の
書
式
か
ら
論
ず
る
と
、
水
行
十
臼
陸
行
一
月
と
い
う
伊
都
国
か
ら
邪
馬
台

国
ま
で
の
行
程
も
蜜
た
こ
れ
を
列
挙
的
に
読
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
水
行
な
ら
ば

十
日
・
陵
行
な
ら
ば
一
月
と
読
む
ほ
か
に
途
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に

魚
津
上
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
前
漢
書
西
域
伝
の
耳
当
に
お
け
る
行
程
の
列
挙

的
書
式
を
発
展
せ
し
め
た
こ
と
の
明
白
な
唐
の
杜
佑
の
通
典
の
州
郡
志
に
、
ま

さ
し
く
同
一
の
表
現
例
が
あ
っ
て
、
そ
の
記
事
の
読
み
方
は
必
ず
列
挙
的
に
読

む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
突
註
に
接
す
る
の
で
あ
る
。

　
前
漢
組
紐
域
伝
の
列
添
的
書
式
は
三
圏
志
（
魏
志
）
を
へ
て
後
漢
書
芸
域
伝

に
お
い
て
も
承
け
継
が
れ
た
。
そ
の
後
も
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が
、

唐
の
断
言
の
通
典
に
至
っ
て
、
毛
の
州
郡
県
は
姦
郡
の
地
理
的
位
匿
を
明
沫
す

る
た
め
に
、
前
漢
書
薦
臨
写
の
列
挙
約
譲
式
を
採
用
し
て
い
る
。
前
漢
書
は
そ

の
地
理
志
に
お
い
て
、
各
郡
の
戸
口
表
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
餐
郡
の
地
理
的

位
一
鎖
に
つ
い
て
は
侮
も
書
い
て
い
な
い
。
桂
佑
の
通
客
は
前
漢
書
地
理
志
の
例

に
な
ら
っ
て
各
郡
の
戸
口
を
記
す
と
共
に
、
更
に
そ
の
西
域
伝
の
例
に
な
ら
っ

て
、
各
郡
の
甘
露
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
、
各
駅
か
ら
そ
の
周
闘
の
諸
郡

96　（736）



魏志倭入伝における荊漢．潜の道罹等醤式の踏襲（牧）

及
び
西
京
（
長
安
）
と
市
ハ
京
（
洛
陽
）
に
至
る
里
数
を
詳
記
し
て
い
る
。
そ
れ

を
点
検
す
る
と
、
例
え
ば
漢
中
郡
に
つ
い
て
は
、
西
京
及
び
葉
京
へ
の
行
程
に

つ
い
て
次
の
如
き
列
挙
的
記
載
が
あ
る
。
他
の
諸
郡
に
至
る
行
程
の
部
は
簡
略

に
し
て
そ
れ
を
示
す
と
、

　
　
漢
中
郡
。
葉
蛍
葛
州
郡
二
否
二
十
里
云
々
。
　
東
南
到
洋
珊
郡
三
百
九
十
里

　
　
紫
た
。
恥
六
｝
四
弱
齢
、
　
痴
弘
酪
谷
駄
酒
論
ハ
百
五
十
∴
一
里
嶋
、
　
斜
谷
路
九
｝
臼
瓢
一
十
一
二
胆
鴫
、

　
　
駅
路
一
千
二
焉
二
十
三
里
。
去
東
京
、
取
酪
谷
路
一
千
五
資
八
十
里
、
取

　
　
斜
谷
路
一
千
七
百
八
十
九
里
、
駅
路
二
千
七
十
八
里
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
お
り
漢
中
か
ら
両
京
に
簗
る
に
は
三
つ
の
通
路
が
あ

っ
た
。
漢
中
と
西
京
と
の
闘
に
秦
嶺
山
脈
が
横
た
わ
っ
て
い
て
、
酪
谷
路
は
東
、

斜
谷
路
は
そ
の
西
で
、
共
に
急
な
山
道
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
騰
で
秦
嶺

が
低
く
な
っ
た
所
に
駅
路
が
あ
り
、
宿
場
が
設
備
さ
れ
た
良
い
路
で
あ
っ
た
。

君
の
引
用
文
は
陸
路
の
中
の
い
ず
れ
を
取
る
か
に
よ
っ
て
、
両
京
に
至
る
行
路

に
差
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
路
の
う
ち
騎
寒
路
が
最
も
短
く
、

斜
遠
路
は
こ
れ
に
つ
ぎ
、
駅
路
が
最
も
長
か
っ
た
。
塁
数
を
計
器
す
る
と
、
各

路
と
も
ま
ず
西
京
に
留
り
、
次
に
函
京
か
ら
東
京
に
釜
る
と
い
う
順
路
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
地
理
上
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
前

記
の
引
用
文
で
は
「
豪
強
谷
路
」
と
か
「
取
斜
谷
路
」
と
か
書
い
て
、
ど
の
通

路
を
取
れ
ば
追
申
侮
十
四
里
と
い
う
よ
う
に
明
記
し
た
の
も
あ
り
、
取
の
字
が

な
く
て
路
名
だ
け
を
掲
げ
た
の
も
あ
る
が
、
後
者
も
ま
た
前
者
と
鋼
じ
く
、
そ

の
路
線
取
を
れ
ば
何
程
の
里
程
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に
路

線
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
取
の
掌
が
有
っ
て
も
無
く
て
も
、
ど
の
路
線

を
取
れ
ば
と
い
5
異
な
る
路
線
の
外
挙
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
取
の
字
は
無

く
て
は
な
ら
ぬ
文
字
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
嗣
じ
州
郡
志
に
路
名
を
か
さ
ね

て
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
陸
路
と
水
路
と
の
二
種
の
行
路
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
実
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
南
越
の
雲
南
郡
で
あ
っ
て
、
関
係
部
分
は

　
　
臼
南
郡
。
東
面
福
禄
郡
界
一
飛
里
云
肉
。
東
南
到
海
士
五
十
里
云
〃
。
去
西

　
　
京
陸
路
一
万
二
千
四
百
五
十
里
、
水
路
一
万
ヒ
千
塁
。
去
東
京
陵
路
一
万

　
　
五
衡
九
十
五
里
、
水
路
七
千
二
百
二
十
婁
。

と
な
っ
て
い
る
。
研
南
の
名
は
先
に
も
簸
た
が
今
の
ヅ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
に
当
た

る
よ
う
で
あ
る
。
陸
路
も
海
路
も
ど
の
線
を
ど
う
進
ん
だ
の
や
ら
里
数
と
の
関

係
が
全
く
不
可
解
だ
が
、
聴
路
を
と
る
か
水
路
を
と
る
か
で
、
爾
京
へ
の
行
程

に
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
右
の
行
程
表
で
は
水
路
陸
路
共
に
日
南

郡
か
ら
東
藤
各
京
ま
で
一
万
曇
以
上
で
あ
る
が
、
同
郡
か
ら
、
そ
の
北
に
あ
っ

た
九
真
郡
の
界
ま
で
が
六
百
黒
で
あ
り
、
そ
の
九
真
郡
（
の
治
所
）
か
ら
四
京

ま
で
八
千
八
哲
里
、
東
京
ま
で
八
千
一
餌
壷
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
行
路

か
は
知
ら
ぬ
が
、
九
翼
郡
界
か
ら
下
郡
の
治
所
ま
で
の
距
離
を
入
れ
て
も
、
こ

れ
で
は
両
京
共
に
陸
路
で
日
南
郡
か
ら
一
万
黒
に
は
な
る
ま
い
と
思
う
。
通
典

の
里
数
な
る
も
の
も
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
こ
の
一
例
で
も
分
か
る
と
思

う
が
、
臼
南
郡
か
ら
各
京
に
至
る
陸
路
と
水
路
と
が
、
各
々
独
立
の
路
線
で
あ
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り
、
取
の
字
が
な
い
か
ら
と
云
っ
て
陸
路
に
北
路
を
加
え
て
、
一
芳
里
以
上
と

な
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
甚
だ
開
白
で
あ
を
。
取
の
字
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
水
路
と
陸
路
と
が
か
さ
ね
て
書
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
水
窪
の
両
路
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
そ
の
一
方
だ
け
で
両
地
問

の
距
離
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
例
に
見
ら
れ
る
通
読
州
郡
志
の

書
式
は
、
前
漢
書
西
域
伝
に
お
い
て
晃
ら
れ
る
列
挙
約
な
行
程
の
記
載
の
書
式

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
連
続
的
書
式
の
場
合
に
は
玉
壷
州
郡
志
で
も
、
前
漢

書
地
理
志
の
場
合
と
隅
様
に
中
闘
の
地
名
を
あ
げ
て
い
る
。
例
え
ば
古
梁
州
上

の
遣
出
郡
は
爽
京
へ
の
距
離
に
つ
い
て
「
去
東
京
従
郡
水
路
釜
江
需
品
千
四
百

六
・
†
八
里
、
従
汀
囲
陵
郡
水
陸
桐
一
斑
泰
山
烈
二
千
山
登
白
七
」
丁
由
仁
里
」
と
あ
∀
○
の
が
岬
ぞ

　
　
　
④

れ
で
あ
る
。

　
陸
路
と
水
路
と
を
か
さ
ね
て
書
く
と
き
は
列
挙
的
に
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
笑
に
わ
が
麺
喜
式
主
計
上
に
規
定
さ
れ
た
輸
調
使
の
各
園
か
ら
京

都
へ
の
輸
調
に
要
す
る
行
程
表
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
太
畢
購
か
ら
京

都
へ
は
藁
沓
は
上
り
二
十
七
日
・
下
り
十
四
日
で
あ
り
、
海
路
は
上
下
の
別
な

く
三
十
臼
で
あ
っ
た
。
両
路
を
か
さ
ね
て
読
む
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
歎
う

ま
で
も
な
い
。
た
だ
泓
意
す
べ
き
こ
と
は
陸
路
な
ら
海
峡
の
、
海
路
な
ら
京
都

叉
は
園
府
か
ら
海
港
ま
で
の
距
離
を
含
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
な
お
二
面
の
州
郡

志
で
は
、
前
掲
の
漢
中
郡
及
び
日
南
郡
の
突
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
方
向
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
て
二
二
に
は
至
を
、
四
隅
に
は
到
を
、
灘
京
東
京
に
は
去
を
用
い
て
い
る
が
、

も
ち
ろ
ん
混
同
を
さ
け
る
た
め
の
用
語
法
で
あ
る
。
前
漢
書
の
場
合
で
は
盗
と

到
と
有
と
を
便
宜
差
別
し
て
眠
い
た
。
尊
志
倭
人
伝
が
至
と
到
と
を
差
別
し
て

用
い
、
か
っ
こ
れ
に
重
要
な
段
落
規
定
の
転
貸
を
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
前

漢
書
に
蒲
例
あ
り
通
典
に
後
例
あ
る
差
別
的
用
字
法
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。

　
以
上
の
徴
証
に
照
ら
す
と
き
「
水
行
十
臼
・
陸
行
一
月
」
．
が
何
を
意
味
す
る

か
は
関
白
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
は
伊
都
国
か
ら
梅
路
な
ら
十
日
を
・
陸
路
な
ら

一
月
を
要
す
る
地
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
閥
路
が
お
ち
あ
う
所
に
女
王

の
話
す
る
邪
霞
台
編
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
伊
都
園
以
後
の
残

余
口
数
で
あ
る
千
五
百
里
は
、
海
路
で
は
な
く
陸
路
の
一
月
に
根
委
す
べ
き
数

字
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
魏
の
時
代
の
陸
路
の

歩
行
一
口
の
行
程
が
五
十
里
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
月
に
千
五
百
里
と
い
う
こ
と

に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
魏
の
時
代
の
歩
行
一
濤
の
行
程
は
今
日
こ
れ
を

間
接
的
に
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
白
鳥
三
士
n
氏
は
後
漢
雷
南
蛮
伝
に
見
え
乃

李
虚
言
の
上
…
掘
に
「
軍
行
三
十
里
為
程
」
と
あ
る
の
を
基
礎
し
て
闘
十
里
と

さ
れ
た
が
、
榎
一
雄
氏
は
唐
六
典
戸
田
の
規
定
に
「
凡
陸
行
之
程
、
馬
日
七

十
錐
、
歩
及
騒
五
十
里
扁
と
あ
る
の
を
基
礎
と
し
逆
推
し
て
五
十
里
と
さ
れ
て

い
穂
・
私
は
塵
ハ
典
の
右
の
鍛
の
次
に
「
二
三
董
」
と
あ
る
の
が
・
後
漢

書
南
蛮
伝
の
「
蛮
行
三
十
里
為
レ
程
」
　
に
網
嚢
す
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ

の
南
蛮
伝
の
軍
行
は
繭
蛮
遠
征
に
．
要
重
る
軍
行
で
あ
っ
て
、
武
器
・
食
糧
．
宿

衛
罵
具
な
ど
を
運
ぶ
諸
々
を
伴
う
た
も
の
と
田
闘
う
か
ら
、
鷹
六
典
に
い
う
「
庫
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　二

¥
黒
」
は
後
漢
書
爾
蛮
伝
の
　
「
軍
行
三
十
墨
為
レ
程
」
　
に
紹
当
す
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
三
論
の
劉
備
伝
十
二
年
条
に
見
え
る
「
四
十
余

万
、
轍
威
烈
＋
両
、
臼
行
＋
余
里
」
と
い
う
最
も
緩
漫
な
軍
場
の
記
載
例
を
勢

証
に
と
る
こ
と
が
で
知
の
で
正
し
い
違
う
が
・
こ
れ
が
モ
い
・
す
建

ら
ば
、
歩
行
五
十
塁
と
い
う
六
典
の
数
字
を
後
漢
に
お
け
る
行
立
と
見
て
差
支

え
な
か
ろ
う
と
思
う
。
従
っ
て
ま
た
後
漢
の
あ
と
を
つ
い
で
洛
陽
に
都
し
、
中

国
の
西
嶺
の
支
配
者
を
以
て
佳
じ
た
魏
の
行
程
の
制
度
も
後
漢
と
同
じ
で
あ
っ

て
、
　
一
日
の
陸
行
は
五
十
里
を
以
っ
て
程
と
し
て
い
た
と
愛
い
う
る
と
思
う
。

だ
か
ら
一
層
で
は
千
五
百
塁
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
伊
都
国
か
ら
女

王
濁
の
首
府
の
所
在
地
邪
馬
台
国
ま
で
の
距
離
に
一
致
す
る
。
こ
の
千
五
百
里

と
い
5
距
離
は
末
魔
か
ら
伊
都
ま
で
の
五
百
璽
の
一
二
倍
で
あ
る
。
今
臼
の
地
図

に
当
た
っ
て
、
伊
都
か
ら
奴
薗
を
へ
て
邪
馬
瀬
麟
へ
の
距
離
を
は
か
る
と
三
倍

位
で
あ
る
。
だ
か
ら
灘
数
や
日
数
の
誇
張
は
蘂
実
だ
が
、
比
例
は
藪
た
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
水
行
及
び
陸
行
の
日
数
は
倭
人
か
ら
聞
い
た
数
宇
に
墓
つ
く

だ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
第
三
項
で
述
べ
る
。

第
二
　
倭
国
の
領
域
に
か
ん
す
る
記
載
に
つ
い
て

倭
国
の
領
域
の
問
題
は
諸
国
の
位
概
の
問
題
に
比
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
方
は
倭
国
の
圏
鋼
に
か
ん
す
る
理
解
と
結
び
つ
い
た
問

題
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
問
題
が
複
雑
で
あ
る
。
魏
歯
種
人
伝
が
不
可
解
な

文
献
視
さ
れ
る
理
由
は
、
今
聞
で
ば
む
し
ろ
こ
の
従
来
殆
ん
ど
全
く
無
閑
視
さ

れ
て
い
る
部
分
に
潜
在
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
は

．
従
来
邪
馬
絹
國
一
－
女
董
圏
と
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
り
、
女
王
薗
に
は
倭
濁
を

指
す
場
合
と
邪
馬
台
国
を
諭
す
場
含
が
あ
る
と
い
う
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
ほ

ど
で
あ
る
。
だ
が
、
管
見
で
は
こ
う
し
た
兇
方
が
倭
人
伝
を
不
可
解
の
書
た
ら

し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
王
騨
と
「
自
漏
女
王
麟
一
以
北
」
と
の
区
別
を
ど
こ

で
立
て
る
か
は
倭
閣
の
領
域
の
研
究
の
鍵
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

も
前
節
に
お
け
る
と
圃
様
に
、
倭
人
伝
と
菰
漢
書
と
の
書
式
の
比
較
が
解
決
の

鍵
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
う
。

　
　
　
　
　
一
　
前
漢
書
及
び
無
権
の
翻
式
に
遍
と
つ
く
女
王
國
1
1

　
　
　
　
　
　
邪
馬
台
国
説
に
対
す
る
批
判

　
意
志
に
お
い
て
は
濁
土
の
全
領
域
と
そ
の
團
の
首
府
の
所
在
地
と
を
、
隅
一

の
淫
心
名
詞
で
称
ぶ
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
無
事
伝
の
「
夫
余
、
在
二

長
城
之
耽
一
轟
轟
玄
菟
一
千
里
、
南
与
酊
∴
留
具
麗
↓
東
与
　
四
握
婁
一
如
与
漏
鮮
二
一
接
、

北
有
昌
弱
水
こ
と
あ
る
場
合
の
絶
婁
は
、
掘
婁
と
夫
余
と
が
圏
境
を
接
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
掘
婁
の
領
域
を
表
現
し
て
い
る
。
然
る
に
同
じ
東
夷
伝

の
据
婁
の
条
に
「
楢
婁
、
在
　
三
余
東
北
千
一
二
嚇
浜
漏
大
海
叫
南
与
　
北
沃
澱
一

面
、
乗
レ
知
鼠
共
北
所
v
極
」
と
見
え
る
が
、
　
こ
の
場
含
の
捲
婁
は
央
余
と
相
去

る
こ
と
心
血
里
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
婁
の
首
府
の
所
在
地
を
指
す
の
で

あ
る
。
た
だ
抱
婁
は
圃
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
　
「
無
口
大
君
長
｛
邑
落
三
彩
昌
大
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人
一
」
と
い
わ
れ
、
諸
部
族
群
立
の
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
民
族
的
な

中
心
地
を
首
府
の
所
在
地
と
見
た
て
て
い
た
も
の
と
思
う
。
こ
れ
は
夫
余
と
掘

婁
と
の
地
理
的
な
相
互
関
係
で
あ
る
か
ら
、
夫
余
に
つ
い
て
も
ま
た
、
央
余
と

い
う
名
称
は
国
名
で
あ
る
と
購
時
に
、
そ
の
欝
府
の
所
在
地
を
指
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
芸
無
の
東
夷
転
で
は
国
名
を
隅
時
に
国
都
の
所
在
地
を
示

す
名
称
た
ら
し
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
郡
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
だ

か
ら
葉
沃
沮
に
「
漢
武
元
豊
野
年
伐
二
朝
鮮
一
翼
た
、
　
分
（
其
他
｝
為
＝
四
郡
↓
以
｝
皿

沃
漁
城
一
為
漏
玄
菟
郡
一
」
　
と
あ
る
の
は
、
沃
沮
城
が
玄
菟
郡
の
蒼
府
の
所
在
地

と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
上
に
あ
げ
た
「
三
余
、
在
昌
長
城
之
北
ハ
去
下
垂

菟
一
千
里
」
　
と
い
う
文
の
吉
野
即
ち
玄
菟
郡
は
同
郡
の
病
冠
を
指
し
た
の
で
あ

り
、
旧
の
二
毛
城
鰍
ち
沃
濃
国
の
治
噺
の
地
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
魏
志
東
夷
伝
に
お
け
る
こ
の
表
現
形
式
は
、
も
ち
ろ
ん
女
王
国
そ
の
も
の
と

国
都
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

「
自
レ
郡
簗
㎜
女
王
国
↓
万
二
千
二
黒
」
と
い
う
場
合
に
は
、
帯
方
郡
の
治
府
の

所
在
地
か
ら
女
王
国
の
国
都
の
所
在
地
ま
で
が
一
万
二
千
余
里
だ
つ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
女
王
園
の
國
都
の
所
在
地
は
、
　
邪
馬
台
国
に
つ
い
て

「
女
王
之
所
レ
都
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
邪
馬
台
国
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
女
王
騨

に
至
る
ま
で
が
一
万
二
千
古
里
だ
と
い
う
の
は
邪
馬
台
国
ま
で
が
そ
れ
だ
け
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

里
数
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
邪
箆
台
國
は
表
現
上
女
王
国
と
よ
ば
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
る
け
れ
ど
も
、
国
制
国
警
者
が
涌
一
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
な
い
こ
と
は
云

う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
う
し
た
表
現
法
は
前
漢
書
西
域
伝
で
も
既
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
郵
善
国
は
同
瞬
条
で
は
「
西
北
至
⊃
山
国
一
千
三
百
六
十
五
黒
臨
と
あ
る
が
、

肉
筆
条
で
は
山
国
は
門
東
爾
与
二
郵
善
閂
接
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
選
挙
瞬

と
山
国
と
が
境
土
は
桐
接
し
た
が
、
鼠
都
問
の
距
離
は
千
三
百
六
十
五
髭
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
干
闘
と
姑
墨
と
は
相
接
し
た
が
、
両
国
は
馬
行
十
五
日
を

隔
て
て
い
た
。
ま
た
、
姑
墨
と
亀
藪
と
は
隣
接
し
た
が
、
東
西
桐
去
ゐ
六
百
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

十
鑑
で
あ
っ
た
。
・
国
名
が
そ
の
隣
の
領
域
を
意
味
す
る
場
合
と
岡
都
の
所
在
地

を
意
味
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
か
く
の
如
き
も
の
が
あ
っ
た
。

云
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
君
主
圏
に
お
い
て
は
、
窟
主
の
居
城
が
圏
土
を
二
言

す
る
こ
と
、
あ
だ
か
も
謝
主
の
意
思
が
国
家
意
思
を
表
現
す
る
の
と
、
桐
平
行

し
た
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
家
に
お
け
る
主
権
者
の
地
位
が
お
も
か

っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
従
っ
て
西
域
伝
で
は
各
国
の
条
下
に
ま
ず
国
王
の

居
城
を
書
く
。
「
皮
由
爾
、
王
雨
女
由
卸
し
、
「
蒲
黎
園
、
王
治
＝
蒲
黎
谷
嶺
と

か
「
大
月
氏
国
、
王
学
昌
監
氏
城
こ
、
「
大
槌
国
、
王
巡
覧
只
由
城
こ
と
か
と
あ

る
よ
う
に
、
各
麟
の
条
下
に
は
必
ず
国
王
が
統
治
す
る
蒼
府
の
所
在
地
を
た
し

か
め
た
の
で
あ
っ
て
、
国
と
国
と
の
翼
翼
を
首
府
の
所
在
地
の
閥
の
里
数
で
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
魏
志
も
ま
た
こ
れ
に
な
ら
い
、
女
王
扇
の
首
都
が
邪
馬
台
国

で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
「
邪
馬
曲
節
、
女
王
之
所
レ
都
扁
と
記
す
。
聖
域

縁
の
書
例
に
て
ら
す
と
、
女
王
国
が
甲
山
圏
や
大
月
氏
国
に
あ
た
り
邪
馬
賊
掴
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が
皮
由
園
の
皮
山
城
や
大
月
氏
国
の
監
氏
城
に
あ
た
る
特
産
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
女
王
圏
ば
連
合
国
家
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
治
所
が
城
で
な
く
圏
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
差
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
女
王
国
と
他
国
と
の
矩
離
を

い
う
場
合
は
、
女
王
濁
の
位
灘
を
邪
豊
野
圃
の
位
醗
で
承
し
た
の
で
あ
っ
て
、

「
自
レ
郡
至
聖
女
王
国
一
万
二
千
余
里
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
女
王
麟
と
邪
馬
台
圏
と
の
地
理
上
の
関
係
は

女
王
国
の
国
郡
が
邪
馬
貝
葉
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
は

全
然
別
物
で
あ
る
の
に
、
従
来
導
者
を
陶
視
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
る
の
は
、

伊
都
国
以
後
を
も
連
続
的
丈
体
で
あ
る
と
解
釈
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
る
の
と

岡
断
の
誤
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
殆
ん
ど
自
明
に
近
い
事
実
が
誤
解
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
お
も
な
理
曲
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

　
そ
の
一
は
、
女
王
国
は
倭
躍
で
あ
り
、
倭
岡
は
倭
の
諸
國
の
連
禽
圏
家
で
あ

っ
た
こ
と
、
及
び
こ
の
連
合
照
々
の
盟
主
に
邪
島
台
瞬
か
ら
女
王
卑
弥
呼
が
諸

国
の
共
立
を
受
け
て
そ
の
位
に
つ
い
て
い
る
こ
と
に
か
ん
す
る
官
制
の
究
明
が

な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
存
ナ
る
。
こ
れ
を
究
明
す
る
に
は
倭
人
伝
だ
け
で
は

材
料
不
足
で
あ
る
。
倭
獄
卒
け
魏
志
の
鳥
丸
鮮
碧
東
夷
伝
の
末
端
の
一
節
で
あ

る
か
ら
、
鳥
丸
鮮
卑
・
東
夷
伝
じ
お
い
て
倭
岡
王
の
共
立
を
い
か
な
る
…
思
味
で
記

録
し
て
い
る
か
を
、
他
の
箇
彫
で
書
か
れ
た
共
立
の
記
事
と
比
較
対
漁
…
し
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
之
に
か
ん
す
る
管
見
は
既
に
発
表
し
て
あ
る

か
ら
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
、
そ
勲
か
ら
考
え
る
と
倭
国
は
女
王
薗
で
あ
る
。
曲
馬

台
国
は
倭
園
の
盟
主
で
は
あ
っ
て
も
倭
国
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

当
然
女
王
国
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
魏
志
は
倭
国
の
購
王
と
し
て
の
女

王
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
邪
馬
台
国
の
女
王
を
書
い
て
い
る
の
で
は
な

い
。
だ
か
ら
女
王
瞬
に
倭
国
を
指
す
広
義
の
女
王
国
と
邪
馬
台
国
を
指
す
狭
義

の
女
王
園
と
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
雄
志
は
量
地
を
統

一
し
て
い
た
倭
園
即
ち
女
王
国
の
国
都
の
所
在
地
と
し
て
邪
馬
台
国
の
存
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

あ
げ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
邪
馬
奮
圏
の
名
は
恰
も
大
月
氏
国
の
藍
氏
城
や
大

宛
国
の
貴
山
城
に
相
当
す
る
。
そ
れ
が
趨
勢
で
な
い
の
は
、
倭
團
即
ち
女
王
国

が
連
合
爾
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
二
は
、
　
「
自
＝
女
王
国
皿
以
北
、
笹
戸
帰
道
墨
翼
繍
略
載
一
」
と
い
う
文
が

邪
馬
台
麟
ま
で
の
罪
数
心
証
を
記
載
し
た
直
後
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
邪
馬

台
國
に
い
て
も
戸
数
剥
蝦
の
略
号
が
あ
る
も
の
と
ぜ
ら
れ
、
最
後
に
膓
て
い
る

女
王
園
の
名
が
邪
馬
台
国
に
結
び
つ
け
ら
れ
易
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は

「
自
昌
女
王
國
一
以
北
」
及
び
「
其
…
戸
数
西
里
可
昌
訴
件
一
」
の
二
つ
の
表
現
が
何

を
意
味
す
る
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
か
ら
、
次
項
の
管
見
を
見
て
い
た
だ
き
た
い

が
、
こ
の
文
は
女
王
羅
と
「
自
属
女
王
国
一
以
北
」
と
を
区
刷
す
る
た
め
の
条
件

を
あ
げ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
対
馬
か
ら
邪
馬
台
ま
で
の
行
程
記
事
を
一
々
細
か

く
吟
味
し
た
上
で
、
ど
こ
ま
で
が
そ
の
条
件
に
か
な
う
か
を
考
究
す
べ
き
で
あ

る
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
は
こ
れ
を
条
件
的
蓑
現
だ
と
は
菟
て
い
な
い
。
女
王

国
1
1
邪
馬
台
麟
と
し
て
い
る
の
で
、
　
「
冷
二
女
王
国
一
以
北
扁
は
邪
高
台
を
柔
い
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て
越
階
麟
ま
で
だ
と
初
か
ら
定
ま
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
読
み
方
が
い

か
に
無
理
だ
か
は
次
項
の
説
明
に
ゆ
ず
る
が
、
原
文
に
邪
構
台
懸
に
至
る
ま
で

の
行
程
記
事
を
あ
げ
て
、
そ
の
直
後
に
門
自
筆
女
王
國
「
以
北
…
至
」
と
書
い
て

い
る
の
は
、
女
王
国
－
一
邪
馬
台
国
説
の
読
み
方
と
は
反
対
に
、
邪
編
台
國
ま
で

の
記
載
の
中
に
「
窪
二
女
王
国
一
以
北
」
の
地
域
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
女
王
濁

の
本
土
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
書
い
た
の
で
あ
る
。
倭
人
伝
解
釈
の
焦
点
は
次

項
で
述
べ
る
「
癖
二
女
戴
園
一
以
北
」
の
解
釈
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ウ
　
　
　
む

　
そ
の
三
は
、
後
漢
需
が
魏
憲
や
魏
略
な
ど
を
財
麟
に
し
て
倭
伝
を
書
き
な
が

ら
、
倭
繭
の
岡
鋼
に
か
ん
し
て
全
く
認
識
を
欠
い
た
叙
述
を
し
て
い
て
、
そ
れ

が
倭
人
伝
に
か
ん
す
る
陥
り
や
す
い
誤
解
を
助
長
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
後
漢
喜
は
魏
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
た
事
実
を
後
漢
の
事
実
と

す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
の
で
、
倭
園
の
概
観
を
書
く
に
止
め
て
い
る
が
、
そ
れ

が
甚
だ
粗
雑
で
女
王
濁
と
「
窟
＝
二
黒
圓
一
以
北
し
と
の
区
別
の
如
き
は
、
全
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
を
無
視
…
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
節
一
二
節
で
詳
論
す
る
。

　
　
　
　
　
二
　
「
自
篇
女
王
国
｝
以
北
、
其
戸
数
黒
垂
可
昌
略
載
凹
」
と

　
　
　
　
　
　
前
漢
欝
の
西
南
夷
伝
及
び
西
域
伝
の
轡
式
と
の
関
連

　
ま
ず
「
良
　
女
王
隅
一
以
北
」
と
い
う
規
定
的
蓑
現
の
仕
方
は
、
前
漢
書
西
南

奥
伝
に
劃
一
の
文
例
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
照
す
る
と
こ
の
表
現
の
意
味
も

よ
く
わ
か
る
。
そ
の
文
は

　
　
南
夷
君
長
以
レ
十
数
、
夜
郎
最
大
。
尊
詠
、
靡
莫
之
属
以
レ
十
数
、
漢
最
大
。

　
　
自
レ
演
以
北
、
齎
長
以
十
数
、
耶
都
最
大
。
此
祷
虚
無
、
耕
陰
、
有
祐
脱
輪
圃

　
　
垂
髪
、
西
自
転
桐
師
｝
以
東
、
北
至
嘱
葉
楡
叫
名
為
二
講
・
昆
明
鴎
編
髪
、
随
昌

　
　
畜
翼
下
嚇
随
一
葉
群
嚇
亡
蔑
君
長
ハ
地
方
可
一
「
数
予
里
殉
自
レ
講
珍
菓
北
、
鴛

　
　
長
以
レ
十
数
・
徒
・
搾
都
最
大
。
自
レ
搾
以
東
北
、
齎
長
以
レ
十
数
、
欝
駝

　
　
最
大
。
其
俗
、
或
土
星
、
碧
羅
従
。
在
昌
前
之
西
山
自
レ
馳
以
準
率
、
露
長

　
　
以
レ
十
数
、
白
馬
最
大
、
皆
氏
類
也
。
此
皆
巴
・
蜀
面
外
蛮
夷
也
。

で
あ
る
が
、
同
一
形
式
の
文
が
何
園
も
か
さ
ね
ら
れ
て
い
る
。
「
二
心
照
以
北
」

と
い
う
類
の
表
現
を
知
る
の
に
格
好
の
実
例
で
あ
ろ
う
。
「
自
レ
漢
以
北
」
の
巾

に
演
を
含
ま
な
い
こ
と
は
、
淡
は
靡
莫
の
属
十
を
以
て
数
う
る
中
の
最
大
の
園

で
あ
る
が
、
「
窃
レ
演
以
北
」
が
靡
莫
の
偶
の
地
方
で
は
な
い
地
方
を
指
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
形
式
の
文
は
「
自
レ
縄
以
東
北
」
、
「
自
レ

葎
以
東
北
鳳
「
露
レ
煙
霧
莱
北
」
の
三
春
に
お
い
て
も
繰
り
か
え
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
に
も
「
衡
轟
某
地
一
以
某
方
位
」
の
地
方
に
は
某
地
を
念
ま
し
め

な
い
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
に
も
十
を
以
て
数
え
る
滑
巽
中
最
大
の
君
長
の

国
の
名
を
以
て
そ
れ
ら
の
地
方
を
蓑
現
せ
し
め
て
い
る
。
最
大
の
閣
が
二
箇
あ

る
と
き
は
、
そ
の
中
の
一
纏
の
名
を
以
て
そ
れ
ら
の
地
方
を
表
税
せ
し
め
て
い

る
。
こ
れ
は
お
の
お
の
十
を
以
て
舞
う
る
地
方
の
共
通
の
地
方
名
が
な
か
っ
た

・
か
ら
、
髄
宜
上
そ
の
う
ち
最
大
の
醸
の
名
を
以
て
、
そ
の
地
方
名
に
代
用
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
法
を
倭
人
伝
の
「
自
属
女
王
麟
～
以
北
」
に
比
較
す
る
と
、

倭
人
低
は
「
自
レ
漢
以
北
」
と
云
っ
た
よ
う
な
大
国
の
名
で
あ
る
地
方
を
頭
嚢
さ
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せ
る
方
法
を
採
っ
て
い
な
い
。
も
し
そ
の
煙
り
な
ら
「
自
｝
一
邪
馬
漕
岡
…
以
北
」

と
云
う
べ
き
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
二
女
王
賜
一
以
北
」
と

称
ば
れ
た
地
方
の
中
に
、
女
王
凶
を
奮
ま
し
め
な
い
読
み
方
は
従
来
一
般
に
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

用
さ
れ
て
い
る
正
し
い
読
み
方
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
私
に
異
論
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
女
王
国
を
何
と
見
る
か
で
、
ど
の
地
方
を
そ
う
鈍
ん
だ
か

に
差
を
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
邪
馬
台
國
1
1
女
王
圏
説
だ
と
、
騎
馬
台

国
と
投
継
国
と
の
間
に
線
を
引
き
、
投
馬
蝿
ま
で
を
「
自
二
女
王
粥
塑
以
北
偏
だ

と
す
る
の
で
あ
る
。
倭
扇
腫
女
王
園
説
だ
と
、
倭
国
の
黒
髪
以
北
を
「
轡
昌
女

王
国
一
以
北
」
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
倭
國
の
領
域
の
決
定
に
重
大
な

差
を
生
ず
る
。
だ
が
邪
馬
台
国
翻
女
王
国
々
を
否
定
す
る
前
項
の
児
解
を
暫
く

ふ
せ
て
お
く
と
し
て
も
、
従
来
の
読
み
方
が
い
か
に
無
理
な
結
果
を
伴
う
て
い

る
か
は
、
次
の
説
明
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。

　
倭
人
伝
に
よ
れ
ば
「
自
二
女
王
国
｝
以
北
篇
の
地
方
は
、
　
「
興
の
各
国
の
戸
数

道
羅
を
略
熟
す
る
レ
」
と
の
で
き
み
」
地
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
は
対
馬
岡
か
ら

邪
馬
台
園
ま
で
に
あ
げ
ら
れ
た
八
国
の
う
ち
で
、
戸
数
道
忘
の
略
載
が
可
能
で

あ
っ
た
属
は
「
自
鼠
女
王
国
｝
以
沈
偏
に
嘱
す
る
が
、
そ
れ
が
可
能
で
な
い
函
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
も

「
自
二
女
王
国
榊
以
北
」
で
は
な
い
こ
と
を
略
載
と
い
う
条
件
を
あ
げ
て
規
定
的

に
表
現
し
た
交
で
あ
っ
て
、
倭
麟
或
は
女
王
国
の
躍
制
を
理
解
す
る
上
に
も
極

め
て
重
要
な
一
文
だ
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
は
女
王
国
高
恩
編
台
園

と
し
て
い
か
ら
、
こ
の
交
に
そ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
認
め
て
い
な
い
。
だ
が
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

志
が
「
戸
数
道
塁
の
略
載
」
を
軽
く
考
え
て
い
な
か
っ
こ
と
は
、
前
漢
書
西
域

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

伝
の
「
戸
数
道
里
の
詳
実
」
に
対
照
す
る
と
、
初
め
て
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
．

閥
域
伝
の
初
の
総
論
の
中
に
「
白
y
賞
元
一
後
、
蟻
干
脂
漏
藩
臣
丙
西
域
服
従
、

其
土
地
山
川
、
王
侯
戸
数
、
．
道
塁
遠
近
、
翔
実
突
」
と
見
え
る
が
近
事
は
詳
突

な
り
と
心
墨
に
懐
え
る
。
漢
書
地
理
志
は
各
郡
の
戸
口
数
を
詳
記
し
て
い
る
が
、

そ
れ
と
下
様
に
西
域
の
約
五
十
の
諸
麟
に
つ
い
て
も
、
王
侯
の
こ
と
と
も
に
芦

口
数
を
詳
し
く
書
い
て
い
る
。
道
里
と
い
う
の
は
方
角
と
道
の
種
類
及
び
距
離

を
示
す
璽
数
で
あ
る
が
、
西
域
の
各
国
に
つ
い
て
は
こ
の
記
載
が
詳
し
い
。
こ

と
に
璽
数
で
示
し
、
で
き
れ
ば
十
位
以
下
ま
で
記
載
す
る
の
を
原
期
に
し
て
い

る
。
戸
数
及
び
口
数
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
戸
…
数
を
万
台
で
書
い
た
り
、

・
里
数
を
蕎
位
で
示
し
た
り
す
る
の
は
、
鳥
孫
・
大
宛
・
康
屠
・
大
月
氏
な
ど
ご

く
少
数
の
遠
方
の
大
国
に
限
ら
れ
て
い
る
。
正
確
か
否
か
は
別
と
し
て
、
形
で

は
た
し
か
に
戸
数
道
艶
は
詳
実
に
な
っ
て
い
る
。

　
魏
志
が
倭
人
伝
を
薔
く
時
に
、
前
漢
書
西
域
伝
に
お
け
る
戸
数
道
里
の
詳
実

と
倭
鞍
の
そ
れ
ら
に
か
ん
す
る
略
載
と
を
対
照
約
に
考
え
た
こ
と
は
疑
を
い
れ

ぬ
。
東
夷
伝
の
初
の
総
記
に
は
漢
の
時
代
に
は
醐
域
を
経
営
し
て
史
官
は
西
域

　
　
　
　
む
　
　
　
む

の
こ
と
を
粒
餌
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
た
が
、
東
夷
の
諸
醒
に
つ
い
て
は

そ
の
法
俗
を
詳
紀
少
る
こ
と
を
得
べ
し
と
書
く
に
止
め
て
い
る
。
倭
の
戸
数
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

蟄
に
至
っ
て
は
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
に
つ
い
て
の
み
、
そ
れ
を
略
聾
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
よ
う
に
「
自
論
女
王
国
｝
以
北
」
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ば
女
王
圏
を
ふ
く
め
な
い
で
そ
の
北
方
の
地
方
を
指
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
女

王
国
の
北
境
以
北
の
諸
国
を
賦
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
倭
入
伝
は
こ
の
地
方
に

つ
い
て
は
戸
数
道
里
を
略
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

内
対
馬
か
ら
邪
馬
台
に
緊
る
ま
で
の
八
箇
国
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
の
羅
は
略
載

さ
れ
、
ど
こ
か
ら
は
略
載
さ
れ
て
い
な
い
か
と
、
詳
し
く
吟
味
し
て
み
る
と
、

既
に
曾
て
論
じ
た
よ
う
に
、
対
馬
か
ら
不
弥
ま
で
の
六
國
に
お
い
て
は
、
戸
数

　
　
　
　
む

は
す
べ
て
有
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
投
馬
と
邪
継
台
の
二
国
は
可
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

る
。
ま
た
里
数
に
つ
い
て
も
不
随
国
ま
で
は
す
べ
て
塁
数
で
あ
る
が
、
投
馬
・

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

弥
馬
台
の
二
国
は
日
数
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
…
戸
数
と
里
数
と
の
記
載

が
、
不
弥
園
ま
で
の
六
夢
と
あ
と
の
二
国
と
で
藻
が
あ
る
こ
と
が
朔
ら
か
に
な

る
の
で
あ
る
。
戸
数
道
里
の
道
は
方
角
と
行
路
を
云
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

略
載
が
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
の
区
別
が
八
道
中
の
ど
こ
か
で
あ
る
も
の
と

思
う
。
こ
れ
も
遠
方
の
玄
馬
・
邪
馬
奮
の
二
麺
は
絡
載
不
可
能
の
中
に
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

だ
ろ
う
と
思
う
が
、
区
別
の
客
観
的
標
識
が
な
い
か
ら
不
明
で
あ
る
。
と
も
か

く
戸
数
と
里
数
と
の
表
現
の
仕
方
が
、
不
勝
騨
と
投
身
閣
と
の
間
で
ち
が
っ
て

い
る
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
と
に
油
興
す
べ
き
は
町
の
掌
で
あ
っ
て
、

従
来
は
こ
れ
を
「
バ
カ
リ
」
と
読
ん
だ
り
し
て
略
載
だ
と
し
て
い
る
が
、
必
ず

し
も
そ
う
と
は
云
え
ぬ
。
一
癖
圏
の
戸
数
を
「
有
嗣
一
三
千
墨
家
　
」
と
し
て
い
る
。

　
「
可
二
三
千
家
こ
と
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
有
許
家
と
し
た
の
は
用

字
上
下
と
区
胴
す
る
た
め
に
注
意
を
は
ら
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

　
従
来
薄
志
倭
人
仮
が
読
み
に
く
か
っ
た
理
由
は
、
伊
都
国
に
お
け
る
連
続
離

記
載
か
ら
列
挙
的
記
載
へ
の
変
化
が
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
上
に
、
今
述
べ
つ
つ

あ
る
不
漁
園
に
お
け
る
戸
数
道
里
略
載
の
限
界
が
晃
の
が
さ
れ
た
点
に
存
す
る

と
思
う
。
な
ぜ
不
弥
繊
ま
で
は
戸
数
道
里
の
記
載
に
つ
い
て
魏
志
が
自
信
を
も

つ
た
か
と
い
う
と
、
帯
方
の
郡
使
は
伊
都
躍
ま
で
は
各
国
を
通
過
し
て
旅
行
し

て
い
る
か
ら
確
実
で
あ
る
。
伊
都
麗
以
後
は
奴
国
と
不
弥
國
と
は
伊
都
か
ら
僅

に
爾
里
の
距
離
だ
か
ら
、
郡
使
の
伊
都
圃
滞
在
中
に
、
一
行
中
の
誰
か
が
そ
こ
へ

行
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
に
ぶ
ん
に
も
距
離
が
近
い
こ
と
だ
か
ら
確
か
め
る

こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
投
馬
圏
は
水
行
二
十
日
、
邪
馬
台

羅
は
水
行
な
ら
十
黛
を
要
し
睦
行
な
ら
一
月
を
要
す
と
い
う
ほ
ど
の
遠
方
だ
か

ら
，
そ
の
真
実
性
を
確
か
め
る
方
法
が
な
い
。
倭
人
の
討
を
信
ず
る
よ
り
他
に

途
が
な
い
。
そ
れ
で
次
の
項
に
述
べ
る
よ
う
な
工
作
を
施
し
て
書
き
上
げ
た
日

数
が
右
の
数
字
に
な
っ
た
の
だ
と
恩
う
．
、
こ
の
よ
う
に
伊
都
國
が
起
点
で
も
奴

・
不
弥
の
二
国
と
投
馬
・
邪
馬
台
の
二
国
と
で
は
全
く
察
情
を
異
に
し
、
前
者

は
略
載
が
可
能
で
あ
り
、
早
春
は
そ
れ
が
、
不
璽
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
聖
誕
と
邪
馬
鐸
と
は
戸
数
は
河
の
字
を
用
い
、
距
離
は
里
数
に
し
な
い
で
口

数
に
し
て
い
る
点
で
、
記
載
の
形
式
を
金
く
隅
一
に
し
、
不
弥
圏
ま
で
の
諸
團

の
記
載
と
は
つ
き
り
ち
が
っ
て
い
る
。
　
略
載
が
冨
能
で
あ
る
か
否
か
が
「
自
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
む
　
　
ロ

女
王
国
　
以
北
」
　
で
あ
る
か
否
か
の
区
塊
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
こ

れ
を
み
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
従
来
の
よ
う
に
投
馬
と
郵
馬
下
と
の
間
に

104　（744＞



魏志倭人伝における前漢繋の道皿等露式の踏襲（牧）

線
を
引
き
、
邪
馬
台
は
女
王
国
で
あ
り
、
投
馬
は
門
自
論
女
王
国
一
以
北
」
で
あ

る
と
す
る
こ
と
は
、
記
載
形
式
が
岡
一
で
あ
る
投
馬
と
邪
島
台
と
を
区
別
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
略
載
の
条
件
を
金
く
無
視
す
る
読
み
方
で
あ
る
。
こ
の
読
み

方
が
正
し
く
な
い
こ
と
は
、
次
の
地
理
上
の
考
察
か
ら
秀
っ
て
も
想
像
が
つ
く

で
あ
ろ
う
。
，
郎
ち
ま
ず
仮
に
邪
馬
面
躍
を
大
和
だ
と
す
る
と
、
伊
都
国
以
後
を

連
続
的
に
読
む
の
で
投
馬
国
の
位
置
を
本
州
の
中
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ

れ
を
毛
馬
・
出
雲
・
靹
の
中
に
求
め
、
最
も
西
寄
り
の
説
で
も
周
防
の
玉
祖
郷

だ
と
し
て
い
る
が
、
今
の
禎
岡
三
の
西
に
あ
っ
た
伊
都
国
に
お
か
れ
た
一
大
率

が
、
こ
の
よ
う
な
遠
距
離
の
地
方
ま
で
支
配
し
て
、
こ
れ
を
畏
節
せ
し
め
た
と

は
な
ん
と
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
九
州
説
で
戒
立
可
能
な
山
門
郡
説
に
し

て
も
、
伊
都
国
以
後
を
連
続
的
に
よ
む
従
来
の
麺
説
で
は
、
出
馬
国
は
筑
後
平

野
め
最
も
肥
沃
な
場
所
を
界
に
し
て
、
邪
馬
台
圏
と
は
支
配
関
係
を
異
に
す
る

結
果
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ま
た
不
自
然
で
あ
り
、
筑
後
州
を
下
る
に
水
行
三
4
4

．
日
を
要
す
る
と
い
う
読
み
方
と
共
に
、
成
立
田
難
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
も
そ
も
伊
都
綴
か
ら
水
行
二
十
日
を
要
す
る
地
方
ま
で
伊
都
岡
の
一
大
率
が

支
配
し
た
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
あ
り
う
べ
き
こ
と
と
は
想
え
ぬ
。

　
こ
れ
に
対
し
倭
園
一
女
蚤
瞬
と
し
、
不
順
圏
ま
で
が
戸
数
道
里
略
載
の
条
件

に
か
な
っ
た
「
臨
轟
女
王
困
以
北
」
だ
と
す
る
と
、
両
地
方
の
境
界
は
不
弥
国

の
南
境
附
近
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
お
そ
ら
く
筑
前
と
筑
後
と
の
界
が
そ
れ
で
あ

ろ
う
。
「
自
　
女
王
国
｝
以
北
」
は
従
っ
て
九
州
北
爆
で
大
蛇
と
透
く
か
ら
交
逓

し
、
文
化
が
最
も
早
く
開
け
た
狭
い
地
方
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
倭
国
と
は
種

族
的
に
対
立
関
係
に
あ
り
倭
圏
が
こ
れ
を
征
服
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

政
治
上
の
関
係
に
加
う
る
に
、
こ
の
地
方
は
竃
韓
や
郡
や
帯
方
と
の
外
交
や
交

易
の
関
係
上
、
女
王
函
が
警
戒
し
た
区
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
の
元
の
国
王

で
彦
だ
の
玉
だ
の
と
名
づ
け
る
称
号
を
有
し
た
巻
は
、
女
王
国
に
服
従
し
て
そ

　
むの

窟
と
な
り
、
女
王
国
が
お
い
た
一
大
率
・
に
隷
涌
し
て
い
た
。
伊
都
国
王
と
難

も
女
王
国
に
統
属
し
て
い
た
。
こ
の
地
方
が
「
自
モ
女
王
圏
一
以
北
篇
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
女
王
国
“
倭
圏
の
北
岳
以
北
で
あ
っ
て
女
王
燭
を
構
成
す
る
地
方

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
従
来
は
こ
れ
を
女
王
國
の
中
だ
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
考
定
は
極
め
て
重
要
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
三
　
　
「
其
蝉
茸
国
紫
蘇
、
不
レ
可
晶
得
詳
こ
及
び

　
　
　
　
　
．
「
計
鵡
其
道
里
（
当
レ
在
λ
”
穗
東
冶
之
東
一
漏
と

　
　
　
　
　
　
荊
漢
書
地
理
志
露
地
条
の
条
と
の
関
連

　
前
項
で
説
い
た
よ
う
に
不
様
国
ま
で
が
「
自
　
女
王
国
以
北
」
で
芦
数
道
里

の
略
載
可
能
の
条
件
に
か
な
っ
た
地
方
だ
つ
た
と
す
る
と
、
残
り
の
投
馬
・
邪

馬
台
の
二
園
は
「
其
の
余
の
強
国
扁
の
中
に
入
り
、
　
「
得
て
詳
か
に
す
べ
か
ら

ざ
る
」
地
方
だ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
瀬
の
戸
数
道
里
の
記
載
に
つ
い
て

は
、
確
信
を
以
て
保
証
で
き
ぬ
と
云
う
の
で
あ
る
。
だ
が
材
料
に
お
い
て
は
倭

人
の
言
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
書
く
方
法
に
お
い
て
一
定
し
た
も
の
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

よ
う
で
あ
る
。
第
一
に
、
伊
都
・
邪
三
軍
間
の
陸
行
一
月
は
既
考
の
如
く
里
数
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に
し
て
千
五
百
里
で
あ
っ
た
が
．
そ
れ
は
末
磁
・
伊
榔
問
陵
行
五
断
里
σ
三
倍

に
相
当
す
る
。
今
、
地
図
を
ひ
ら
い
て
伊
都
か
ら
奴
国
を
軽
て
，
邪
馬
台
園
に
至

る
迄
の
距
離
を
そ
の
故
地
に
つ
い
て
計
っ
て
み
る
と
、
末
庶
・
伊
都
間
の
そ
れ

に
約
三
倍
す
る
と
云
え
よ
う
。
だ
か
ら
倭
人
か
ら
聞
い
た
原
揃
数
に
は
確
か
な

も
の
が
あ
り
、
魏
志
は
溶
着
を
誇
張
し
た
之
は
い
え
比
例
は
一
定
し
て
い
た
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
に
対
し
水
行
の
日
数
は
、
写
譜
式
を
参
考
し
て
按
ず

る
に
、
倭
人
が
云
っ
た
数
宇
を
そ
の
ま
ま
載
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
伊
都
か
ら
酉

廻
軌
航
路
で
南
下
し
た
の
ち
麿
明
湾
東
北
の
邪
馬
台
に
黙
る
距
離
が
水
行
十
R

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
伊
都
か
ら
菓
廻
り
航
路
で
焦
し
て
水
行
二
十
臼
の
位
慨

に
投
馬
濁
が
あ
っ
て
そ
れ
を
日
向
の
妻
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
と
、
日
数
二
倍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
比
例
は
ほ
ぼ
正
し
い
。
そ
し
て
第
三
に
陵
行
の
み
を
魏
志
が
誇
大
化
し
て
い

る
の
は
、
侮
都
．
・
邪
馬
台
間
の
公
路
が
陸
路
だ
つ
た
と
い
う
当
縛
の
交
通
審
情
．

に
即
し
た
こ
と
で
、
伊
都
の
役
人
が
扱
っ
た
「
伝
送
文
害
や
（
輪
舞
）
賜
遣
の

物
が
女
王
に
詣
る
」
の
は
、
こ
の
陸
路
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
伊

都
闘
以
後
は
海
銘
が
あ
っ
て
も
公
路
を
陸
路
に
と
り
、
洋
行
の
日
数
に
つ
い
て

は
、
伊
都
圏
ま
で
の
殊
に
末
盧
・
傍
営
倉
の
誇
張
さ
れ
た
数
字
と
問
じ
ょ
う
に

誇
張
さ
れ
た
数
字
を
、
倭
入
の
語
る
と
こ
ろ
を
墓
礎
に
し
て
作
り
出
し
た
も
の

と
思
う
。
こ
れ
に
対
し
て
海
路
の
方
は
公
路
で
な
か
っ
た
か
ら
重
視
し
な
か
っ

た
の
で
倭
人
か
ら
聞
い
た
数
歯
を
誇
張
し
た
数
字
に
聴
き
か
え
ず
、
聞
い
た
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う

を
こ
れ
に
近
い
整
数
の
形
で
載
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
四
に
、
水
行
十
日
は
陸

行
一
構
と
甚
だ
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
は
あ
る
が
、
魏
の
郡
使
が
北
九
州
の
地
理
．
を

知
っ
て
い
だ
わ
け
で
は
な
い
し
、
読
者
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
倭

人
か
ら
聞
い
た
酉
廻
り
航
路
が
実
際
よ
り
も
東
方
へ
深
く
入
り
こ
ん
で
い
る
と

で
も
鷲
．
え
る
と
、
陸
鴛
が
遠
く
て
水
行
が
近
い
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
か
ら
、

そ
の
辺
を
大
ま
か
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
購
の
正
確
な
地
理
の
知
識
で
批

判
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
上
に
、
第
五
に
、
魏
志
は
投
馬
と
邪
脚
台
と
の
二

選
．
を
ふ
く
め
て
「
そ
の
余
の
労
国
は
遠
絶
に
し
て
、
得
て
詳
か
に
す
べ
か
ら

ず
扁
と
云
い
、
こ
の
二
国
の
戸
数
道
墨
に
つ
い
て
は
、
不
弥
國
ま
で
の
よ
う
に

確
証
に
よ
っ
て
書
い
た
の
で
は
な
く
、
倭
人
の
言
の
み
を
た
よ
り
に
し
て
書
い

た
の
で
正
信
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
正
直
に
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

次
に
書
か
れ
た
漸
馬
国
以
下
二
十
一
の
国
が
す
べ
て
「
そ
の
余
の
努
園
」
だ
っ

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
魏
に
来
照
し
て
い
た
と
い
う
竃
十

国
の
中
に
属
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
殆
ん
ど
全
部
が
女
王
国
連
邦
の
構
成
園
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
の
み
だ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
客
地
の
胴
体
と
も
い
う
べ
き
女
王
樋
の
地
埋
に
つ
い
て
、

魏
志
は
た
だ
漠
然
た
る
知
識
を
有
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
魏
の
時
代
に

な
っ
て
初
め
て
敢
得
し
た
倭
地
に
か
ん
す
る
新
傭
識
を
中
工
人
の
既
存
の
辺
境

に
か
ん
す
る
知
識
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
魏
志
に
お
い
て
も
背
な

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
倭
人
の
土
地
が
遠
く
南
方
に
の
び
て
お
り
、
そ
の
気
候

と
法
俗
と
は
荊
漢
書
地
理
志
の
輿
・
地
の
条
を
連
想
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
し
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魏志優人鋲における前1葵潜の道鷹等．蓑｝式の踏製（牧）

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
魏
志
は
倭
人
の
「
男
子
は
大
小
と
な
く
皆
点
面
文
身

す
。
古
よ
り
以
来
、
そ
の
使
中
照
に
詣
る
や
、
皆
尉
ら
大
夫
と
称
す
し
と
述
べ

た
後
に
、
　
「
夏
后
巌
冬
の
予
会
稽
に
封
ぜ
ら
れ
、
断
髪
文
身
以
て
蚊
龍
の
審
を

避
く
」
と
書
い
て
い
る
が
、
あ
だ
か
も
同
じ
文
が
前
漢
書
地
理
志
輿
・
地
の
条
に

見
え
る
の
で
あ
る
。
期
ち

　
　
噂
地
（
中
略
）
、
濡
濡
蒼
梧
・
巻
芯
・
合
浦
・
交
阯
・
九
真
・
南
海
・
鱈
場

　
　
皆
輿
・
分
也
。
共
面
癖
豊
後
。
帝
少
康
之
庶
子
、
云
丁
封
四
二
会
稽
一
戸
身
断

　
　
髪
、
以
並
巾
蚊
龍
之
巻
上
。

と
あ
っ
て
、
知
悉
は
更
に
倭
人
の
文
身
の
風
俗
を
詐
心
し
た
後
、
　
「
そ
の
道
里

を
計
る
に
、
漁
に
会
稽
の
東
冶
の
東
に
在
る
べ
し
」
と
書
い
て
、
倭
人
の
本
土

の
位
羅
が
、
夏
の
少
康
の
子
が
封
ぜ
ら
れ
て
、
文
身
断
髪
し
て
以
て
蚊
龍
の
害

を
さ
け
た
、
と
い
う
故
事
の
あ
る
会
稽
郡
の
東
方
の
海
上
で
あ
る
こ
と
を
推
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
翰
苑
の
魏
略
逸
文
に
は
「
慈
昌
帯
方
一
至
籠
女
（
糟
ニ
ヨ
）
驚
　

万
二
千
余
黒
、
共
俗
男
子
皆
点
而
文
、
鞘
二
其
旧
報
製
　
断
頭
塩
太
伯
之
後
一
」
と

書
き
、
そ
の
次
に
「
昔
夏
隠
小
康
之
子
、
封
二
於
会
稽
雨
断
髪
文
身
、
以
西
　
蚊

　
（
害
）

龍
之
滋
雨
今
倭
人
亦
文
身
、
以
厭
一
水
害
｝
也
」
と
あ
る
か
ら
、
魏
憲
が
粛
白
を

殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
て
，
倭
二
王
の
祖
先

は
呉
の
太
伯
か
ら
馬
て
い
る
と
い
う
大
伯
霞
搬
説
な
る
も
の
は
、
実
に
こ
こ
に

由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
計
算
に
よ
っ
て
魏
志
は
「
そ
の
二
塁
を
計
る
に
、

当
に
会
稽
の
東
野
の
策
に
在
る
べ
し
」
と
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
題
典
の
州

郡
志
十
一
長
楽
郡
の
条
を
見
る
に
、
治
所
の
幽
幽
は
閥
越
の
地
で
あ
っ
て
二
代

に
は
こ
こ
に
治
県
を
お
き
会
稽
那
に
属
せ
し
め
、
こ
れ
を
東
遷
県
と
も
名
づ
け

た
と
あ
る
か
ら
、
会
務
の
東
冶
と
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
地
は
下
郡
志
で

は
洛
陽
を
去
る
こ
と
五
千
七
百
…
二
十
ご
一
里
で
あ
っ
た
。
魏
と
唐
と
で
一
里
の
長

さ
に
差
翼
が
あ
る
か
ら
正
確
に
は
こ
れ
を
も
っ
て
魏
志
の
里
数
に
当
て
る
わ
け

に
は
い
か
ぬ
が
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
唐
に
お
け
る
が
如
く
魏
で
も
斎
宮
一
日

の
陸
路
の
行
程
は
五
十
皿
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
が
確
立
す
る
の
で
陸
行
一
月

が
千
五
百
里
で
あ
っ
た
こ
と
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
で
も
ま
た
二
様
に
考
え
る
と
す
る
と
、
洛
陽
・
福
心
眼
の
五
千
七
百
余
盤
を
、

帯
方
・
郡
馬
台
聞
の
一
万
二
千
余
里
に
比
較
す
る
と
、
洛
陽
の
位
既
は
帯
方
よ

り
も
南
寄
り
で
あ
る
と
は
い
え
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
比
価
的
に
よ
ほ
ど
短
い

魏
志
の
推
定
で
は
今
日
の
台
湾
の
紙
誌
海
上
に
邪
馬
脅
園
が
あ
っ
た
こ
と
に
な

ろ
弘
が
、
通
規
の
州
郡
志
の
計
算
法
に
す
る
と
、
今
臼
の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
群
島

の
ル
ソ
ン
島
東
方
海
上
に
倭
地
の
中
心
部
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
中
部
の
ユ
エ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
撮
蔚
郡
の
治
所
は
、

洛
陽
か
ら
一
万
二
千
四
百
五
十
里
と
い
う
の
が
州
郡
志
の
数
字
で
あ
る
が
、
邪

馬
台
国
ま
で
の
一
万
二
千
奇
癖
は
そ
れ
に
近
い
。
倭
地
に
か
ん
す
る
こ
の
廉
大

な
数
字
は
も
ち
ろ
ん
実
数
に
数
倍
す
る
虚
構
の
数
字
で
は
あ
る
が
、
全
然
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
く
し
て
作
ら
れ
た
の
で
橡
な
い
。
そ
れ
嫁
次
簸
に
述
べ
る
よ
う
な
魏
の
遷
代
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に
お
け
る
、
一
種
の
観
念
的
な
世
界
像
の
構
想
が
倭
地
に
か
ん
す
る
漠
然
た
る

知
識
に
結
び
つ
い
て
作
ら
れ
た
数
字
で
あ
る
。

第
三
　
前
漢
書
行
程
書
式
の
踏
襲
の
理
由
及
び
後
漢
書
・

　
　
梁
書
に
お
け
る
倭
人
傍
の
内
容
の
誤
記

　
魏
志
倭
人
伝
の
行
程
記
毒
が
前
漢
書
の
西
域
伍
・
地
理
志
・
西
南
夷
徴
を
参

考
し
、
そ
の
行
程
書
式
を
う
け
つ
ぎ
そ
れ
を
利
用
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
ほ
ぼ
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
殊
に
西
域
伝
の
各
国
に
つ
い
て
の
行

稚
の
表
…
不
形
式
は
、
伊
都
圏
に
お
い
て
連
続
的
書
式
か
ら
列
挙
的
難
式
へ
の
切

替
を
行
な
い
、
欝
府
の
所
在
地
を
表
示
す
る
場
奮
に
は
女
王
鴎
1
1
倭
圏
の
名
を

そ
の
逃
亡
の
所
在
地
（
邪
馬
台
鰯
）
の
意
に
お
い
て
用
い
、
戸
数
過
信
の
略
載

を
以
て
一
、
自
二
女
王
国
一
以
北
」
の
地
域
を
決
定
す
る
た
め
の
条
件
た
ら
し
め
て

い
る
事
実
を
理
解
す
る
に
役
立
つ
。
魏
志
倭
人
伝
は
そ
れ
が
種
本
に
し
た
智
略

と
共
に
前
漢
書
を
参
考
し
、
そ
の
行
程
の
書
式
を
踏
襲
し
て
叢
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
疑
が
な
く
、
我
々
は
前
漢
書
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
倭
人
伝
の
理
解
を
心
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
れ
な
与
ば
魏
志
は
な

ぜ
前
漢
書
を
参
考
し
て
倭
人
伝
を
書
い
た
の
あ
る
か
。
そ
し
て
そ
の
行
程
霞
式

を
踏
襲
し
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
。
次
に
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
も
ち
ろ
ん
段
鼻
倭
人
伝
が
従
来
難
解
の
書
で
あ
る
と
い
う
建

評
を
う
け
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
も
沈
思
せ
し
め
た
が
、
後
漢
書
が
倭
麟

の
領
域
と
構
成
に
つ
い
て
誤
解
し
、
親
書
が
伊
都
国
以
後
の
行
程
記
事
を
連
続

的
交
体
に
改
作
し
て
い
る
の
を
箆
て
、
そ
の
淵
源
が
遠
く
且
深
い
こ
と
を
知
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
　
魏
志
倭
人
伝
が
前
漢
書
を
参
考
し
そ
の

　
　
　
　
　
　
行
程
記
載
の
書
式
を
踏
襲
し
た
理
由

　
魏
志
従
っ
て
そ
れ
を
ふ
く
ん
だ
三
国
志
が
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
出
て
累
代
史

の
範
を
垂
れ
た
前
漢
書
の
声
域
伝
な
ど
を
参
考
に
し
て
倭
人
伝
を
書
き
、
そ
の

行
程
記
載
の
書
式
を
継
承
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
書
史
的
に
は
良
然
的
な
こ
と

で
朋
に
ふ
し
ぎ
な
こ
と
で
は
な
い
。
既
に
班
羅
は
そ
の
先
行
の
史
書
で
あ
る
司

馬
遷
の
史
記
を
参
考
し
て
前
漢
書
を
書
い
た
。
前
漢
書
の
鵬
翼
伝
を
史
記
の
大

駆
列
俵
と
対
照
す
る
な
ら
ば
、
後
者
の
記
慕
内
容
が
充
実
し
て
前
者
に
な
っ
た

こ
と
は
も
と
よ
り
、
後
者
の
書
証
が
前
者
に
よ
つ
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

畜
翻
し
て
明
滅
で
あ
る
。
魏
志
倭
人
伝
の
「
自
藁
薦
蓋
国
岬
以
北
扁
の
書
式
の
先

例
と
し
て
先
に
掲
げ
た
前
漢
書
評
南
夷
伝
の
巻
初
の
至
論
は
、
実
は
既
に
全
く

醗
～
の
文
章
が
史
記
の
西
南
夷
列
伝
の
初
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

史
記
の
鰯
奴
列
伝
の
文
章
は
前
漢
審
の
飼
奴
伝
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
た
と
こ
ろ

が
多
い
。
避
国
忌
が
書
か
れ
る
と
き
も
お
そ
ら
く
こ
れ
と
岡
様
に
先
行
の
前
漢

諮
を
学
ん
で
書
か
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
の
こ
と
を
立
ち
入
っ
て
研
究

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
魏
志
の
場
合
は
魏
略
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
多

く
、
倭
人
伝
は
文
章
に
盗
る
ま
で
魏
略
を
踏
襲
し
た
と
患
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
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魏志倭入伝における繭漢盤の遺里等潜式の踏襲（牧）

だ
か
ら
前
漢
書
の
書
式
な
ど
は
魏
略
に
よ
っ
て
ま
ず
承
け
継
が
れ
た
と
云
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
魏
志
の
嚢
子
之
の
註
に
見
え
る
翠
霞
に
は
西
戎
転
な
る
も
の
を

釈
め
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
西
戎
伝
は
だ
い
た
い
前
漢

書
の
西
域
伝
の
流
れ
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
今
両
者
を
比
較
し
、
更

に
西
戎
伝
と
魏
志
の
倭
人
俵
と
を
対
照
す
る
と
、
後
に
附
記
す
る
よ
う
に
魏
志

が
そ
こ
か
ら
も
学
ん
だ
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
魏
志
は
倭
人
伝
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
前
漢
書
の
地
理
志
や
薦
域
伝
を
参
考

し
、
倭
人
の
諸
溺
の
位
概
や
面
蟹
を
西
域
の
諸
国
や
南
海
の
諸
島
と
対
照
し
て

想
像
を
め
ぐ
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
前
漢
の
武
帝
は
西
域
に
接
し
て
酒
好
・
武

威
・
張
捜
∵
撤
煙
の
四
線
を
お
い
た
。
南
海
方
西
に
は
九
郡
を
お
い
た
が
、
合

浦
・
九
真
・
里
芋
・
日
南
の
四
郡
が
そ
の
最
南
地
方
で
あ
っ
た
。
東
方
で
は
朝

鮮
を
亡
ぼ
し
て
楽
浪
・
臨
屯
・
玄
菟
・
真
番
の
長
都
を
お
い
た
。
繭
・
南
・
束

の
三
方
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
四
郡
を
お
い
て
辺
地
の
経
営
に
当
ら
し
め
て

い
る
。
倭
人
の
春
雲
が
朝
鮮
の
四
郡
か
ら
勢
多
を
隔
て
て
、
遠
く
離
れ
た
位
羅

に
あ
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
里
雪
の
西
に
ひ
ろ
が
っ
た
大
西
域
の
諸
悪
が
、
天

山
両
路
地
方
の
藤
域
諸
国
を
離
れ
て
遠
く
散
在
し
て
い
た
の
に
似
た
も
の
が
あ

る
と
い
え
よ
う
。
倭
の
女
王
卑
弥
呼
の
崇
初
三
年
の
魏
の
國
都
に
向
か
う
使
節

難
升
米
の
派
遺
と
こ
れ
に
つ
づ
く
吉
方
の
郡
使
の
倭
地
へ
の
到
達
と
に
よ
っ
て
、

先
に
前
漢
書
に
僅
に
一
行
だ
け
書
か
れ
た
倭
人
の
本
土
が
初
め
て
明
る
み
に

拙
た
と
い
う
こ
と
拡
、
中
熟
人
に
は
す
ば
ら
し
い
覇
世
界
へ
の
開
眼
で
あ
っ
た

に
相
違
な
い
。
魏
略
で
も
魏
志
で
も
倭
人
や
倭
地
の
こ
と
を
、
で
き
れ
ば
西
域

や
南
海
に
対
抗
で
き
る
新
世
界
の
説
く
に
書
き
た
い
と
い
う
旺
ん
な
意
欲
に
も

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
倭
人
伝
の
初
に
「
倭
人
は
帯
方
の
東
南
大
海
の
中
に

あ
り
。
山
島
に
よ
っ
て
国
記
を
な
す
。
旧
菰
野
圃
漢
時
朝
見
す
る
春
あ
り
。
今

使
訳
し
て
通
ず
る
所
三
十
国
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
西
域
鉱
の
初
に
黙
繭
域
は

孝
武
の
時
を
以
て
始
め
て
通
ず
。
本
は
三
十
六
国
、
共
後
や
や
分
ら
れ
て
五
十

余
に
罷
る
。
皆
絢
奴
の
西
、
鳥
孫
の
南
に
あ
り
偏
と
あ
る
の
と
相
似
た
譲
き
ぶ

り
で
あ
る
。
国
の
数
が
相
似
て
い
る
上
に
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
一
万
二
千

余
里
と
い
5
遠
距
離
は
、
あ
だ
か
も
長
安
か
ら
安
息
飼
ま
で
一
万
一
千
六
百
塁
、

大
月
一
編
ま
で
同
じ
く
一
万
一
千
六
百
羅
、
烏
父
出
離
圏
ま
で
一
万
二
千
二
百

里
、
康
藤
岡
ま
で
一
万
二
千
豊
百
里
、
大
童
園
ま
で
一
万
二
千
五
蕎
五
十
里
と

い
う
の
に
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
繭
域
の
諸
照
と
そ
れ
ら
の
位
践
に

対
抗
す
る
ほ
ど
に
、
広
大
な
異
郷
が
帯
方
郡
の
東
南
の
海
上
に
遠
く
ひ
ろ
が
っ

て
い
る
と
い
う
甚
だ
お
ど
ろ
く
べ
き
記
事
を
、
想
像
を
交
え
て
実
在
す
る
と
書

き
上
げ
た
も
の
が
実
に
魏
志
の
倭
人
伝
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
西
域
の
地
方
で
は
、
漢
の
歴
代
の
対
偽
奴
政
策
と
鳥
孫
に
対
す
る
外
交
、
こ

と
に
張
籍
の
遠
征
と
そ
の
後
の
西
域
支
配
、
並
に
束
と
閣
と
の
連
続
す
る
通
商

や
交
通
に
よ
っ
て
、
諸
國
の
状
況
が
よ
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
西
域
伝
に

書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
　
「
そ
の
土
地
山
川
・
王
供
戸
数
・
道
里
の
遠
近
は
詳

突
撃
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
与
論
に
か
ん
す
る
こ
と
は
、
僅
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に
女
王
国
の
北
境
以
北
の
六
園
を
催
か
め
た
の
み
で
あ
っ
て
、
女
滋
國
内
の
乱

国
に
つ
い
て
は
た
だ
二
十
ば
か
り
の
国
名
だ
け
を
列
挙
し
う
る
程
度
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
前
漢
霞
に
見
え
る
西
域
諸
国
の
地
理
の
確
実
な
の
に
比
べ
る
と
、
倭

心
に
つ
い
て
の
認
識
不
足
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
然
る
に
中
置
で
は
中
夏
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺

の
名
の
示
す
が
館
く
世
界
の
中
心
に
お
い
て
四
夷
で
と
り
ま
か
れ
た
世
界
像
を

え
が
く
と
い
う
傾
向
が
古
く
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
魏
志
或
は
魏
略

の
筆
者
も
、
そ
の
よ
う
な
世
界
像
を
胸
に
画
き
つ
つ
、
倭
人
の
罷
む
別
天
地
の

こ
と
を
考
え
た
。
な
る
縁
ど
倭
人
伝
に
は
ひ
ど
い
誇
張
の
数
字
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
そ
う
し
な
い
と
お
さ
ま
ら
な
い
よ
う
な
ゆ
園
的
な
思
考
態
度
が
鼻

血
の
洋
島
を
動
か
し
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
と
思
う
。
先
に
魏
略
に
見
え
る
蔵
戎

伝
に
つ
い
て
ご
葺
し
た
が
、
そ
の
最
後
に
鳥
孫
の
長
老
の
冨
と
し
て
、
鳥
孫
の

西
の
北
丁
令
に
馬
護
国
が
あ
っ
て
、
そ
の
歳
入
の
膝
か
ら
上
は
身
も
頭
も
人
間

だ
が
、
膝
か
ら
下
は
毛
を
生
じ
馬
指
馬
蹄
だ
と
か
、
康
艦
の
爾
北
に
短
人
国
が

あ
っ
て
、
国
入
は
皆
身
長
が
三
尺
だ
と
い
う
よ
う
な
奇
聞
を
書
い
て
い
る
。
こ

う
し
た
脊
聞
は
中
属
を
遠
ざ
か
っ
た
地
方
で
は
、
昏
夢
起
り
う
べ
き
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
西
域
伝
で
も
で
き
る
だ
け
異
聞
を
臨
く
に
努
め
て
い
る
。
東
夷
伝

で
は
悲
劇
滋
の
東
方
海
中
に
は
女
ば
か
り
で
男
の
な
い
照
が
あ
る
と
い
う
斎
聞

を
の
せ
て
い
る
。
岡
様
の
こ
と
が
倭
地
の
遠
い
南
方
に
も
あ
っ
て
、
身
長
が
…
二

尺
か
四
尺
の
株
儒
岡
や
裸
国
や
黒
歯
国
の
存
在
が
倭
人
伝
に
見
え
る
。
今
臼
か

ら
は
全
く
ば
か
げ
た
話
だ
が
、
そ
の
頃
の
中
門
入
は
世
界
の
は
て
を
そ
ん
な
も

の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
・
倭
人
伝
は
そ
う
し
た
世
界
像
の
中
に
お
け
る
東

夷
請
国
の
末
端
に
か
ん
す
る
記
述
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
も
女
薫
属
と
名
づ
け
る

こ
と
の
で
き
る
中
呂
人
に
と
っ
て
は
全
く
異
様
な
大
國
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
倭
地
は
東
夷
の
末
端
だ
か
ら
あ
り
そ
う
な
こ
と
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
網
違
あ
る
ま
矩
。

　
こ
の
よ
う
に
魏
志
の
倭
人
伝
も
そ
の
種
本
で
あ
っ
た
馬
面
の
倭
人
に
か
ん
す

る
記
述
も
、
漢
代
に
お
い
て
よ
ほ
ど
群
口
体
化
し
た
中
瞬
二
世
雰
像
伊
の
中
で
澄
旧
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
代
で
は
ま
だ
殆
ん
ど
全
く
そ
の
内
情
が
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
倭
人
の
諸
園
の
実
状
が
、
帯
方
郡
使
の
実
地
の
見
聞
に
蒸
つ
い
て
護

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
倭
人
伝
の
等
値
が
あ
る
。
従
っ
て
客
地
の
諸
嬢
へ
の
路

程
や
諸
学
の
等
々
を
諮
く
に
当
た
っ
て
、
前
漢
書
の
西
域
伝
・
地
理
志
・
繭
南

夷
伝
な
ど
に
見
え
る
遠
隔
地
の
諸
躍
に
か
ん
す
る
記
載
例
を
参
考
し
、
努
め
て

そ
れ
に
調
和
す
る
よ
う
な
表
現
法
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
当
然
で
あ

り
、
こ
と
に
酉
偏
の
諸
悶
に
つ
い
て
の
記
載
と
束
四
相
対
応
せ
し
め
た
形
跡
の

歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
尊
墨
志
に
は
卿
饗
襟
弟
三
十
巻
に
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
が
あ
．
る
の
み
で
ほ
か
に
外

夷
伝
が
な
い
。
史
記
と
漢
書
に
は
撲
薄
南
北
四
夷
の
列
伝
が
整
う
て
い
る
の
に

比
べ
て
大
に
異
な
る
点
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
語
る
も
の
は
こ
の
列
伝
の
末

に
附
け
ら
れ
た
次
の
評
で
あ
る
。

　
　
落
涯
、
史
漢
著
昌
朝
鮮
西
越
哨
棄
京
撰
　
録
寄
身
↓
魏
世
伺
奴
遂
衰
、
更
有
轟
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烏
丸
鮮
卑
⑩
愛
及
＝
爽
夷
↓
下
訳
時
通
、
記
述
随
レ
裏
、
嶽
常
也
裁
。

　
こ
の
文
に
あ
る
と
お
り
、
三
国
志
が
魏
志
の
一
巻
と
し
て
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝

を
立
て
た
の
は
、
魏
の
時
代
に
は
鶴
奴
が
衰
え
た
後
に
新
に
鳥
丸
素
養
が
起
こ

り
、
東
夷
の
中
に
は
新
に
覇
貢
す
る
者
を
生
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
「
記
述
は

喜
に
随
う
、
貴
常
な
ら
ん
や
」
と
書
い
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
史
記
や
前
漢
書

の
如
く
四
夷
の
伝
を
そ
ろ
え
な
い
で
鳥
九
州
卑
東
夷
伝
を
新
に
立
て
た
こ
と
を

気
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
を
以
て
も
、
箭
漢
書
の
次
に
書
か
れ
た

魏
志
の
東
夷
伝
は
前
漢
書
の
地
理
志
・
西
域
伝
な
ど
か
ら
金
く
離
れ
た
気
持
で

書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
か
ら
、
そ
の
中
の
倭
人
伝
の
交
体
や

書
式
が
前
漢
書
の
地
理
志
・
国
是
伝
・
西
翠
夷
伝
な
ど
の
そ
れ
に
…
致
す
る
の

は
当
然
だ
と
考
え
る
。
総
称
の
「
倭
入
」
と
い
う
転
び
方
か
ら
し
て
前
漢
書
地

理
志
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
承
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
前
漢
書
を
全
く
離
れ

て
新
規
な
列
伝
を
前
漢
書
か
ら
独
立
し
て
立
て
る
と
す
る
な
ら
ば
、
後
漢
書
の

如
く
之
を
倭
と
よ
び
、
瓦
書
の
如
く
船
岡
と
よ
ぶ
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
前
掲
の
評
を
東
夷
伝
の
あ
と
に
附
加
す
る
必
要
は
な
か

　
　
　
　
　
⑳

つ
た
も
の
田
心
う
。

　
　
　
　
　
二
　
梁
警
に
お
け
る
侵
都
国
以
後
の
行
程
記
事
の

　
　
　
　
　
　
連
続
式
的
改
作
と
そ
の
発
生
理
由
　
　
　
・

　
魏
志
倭
人
伝
が
前
漢
書
の
西
域
縁
な
ど
を
参
考
し
、
そ
れ
ら
の
行
程
書
式
を

踏
襲
し
て
書
か
れ
た
吃
の
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
響
く
で
あ
り
、
読
み
方
も
当

然
そ
れ
に
よ
り
一
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
思
う
が
、
今
驚
に
至
る
ま
で
そ
れ
が

極
め
て
難
解
の
文
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
倭
長
調
の
本
文
が

甚
だ
紛
ら
わ
し
い
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
種
々
の
読
み
方
を
誘
発
し
た
こ

と
が
根
太
・
原
凶
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
漢
書
及
び
里
離
に
お

け
る
倭
圏
に
か
ん
す
る
叙
述
を
読
む
と
そ
の
理
由
が
い
っ
そ
う
よ
く
わ
か
る
と

思
う
の
で
、
次
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
理
由
説
明
の
つ
こ
う
上
年
代

的
に
は
後
漢
書
よ
り
も
ず
っ
と
後
れ
て
書
か
れ
た
梁
書
か
ら
始
め
る
。

　
倭
人
伝
の
行
程
記
事
は
伊
都
蟹
ま
で
は
連
続
的
導
体
で
あ
り
、
伊
都
岡
か
ら

は
奴
・
不
弥
・
投
馬
・
車
馬
台
の
各
躍
に
至
る
伊
都
岡
か
ら
の
距
離
の
列
挙
で

あ
り
、
　
「
水
行
十
臼
陸
行
一
月
」
は
水
行
と
陸
行
と
の
列
挙
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
文
体
は
前
漢
書
の
書
式
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
第
一
節

は
こ
の
こ
と
を
立
識
し
た
。
だ
が
従
来
最
も
有
力
視
さ
れ
て
き
た
読
み
方
は
、

全
文
を
連
続
的
進
行
式
の
文
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
澗
時
に
倭
人
伝
は
不

可
解
だ
と
す
る
の
も
こ
の
読
み
方
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
多
．
い
。
と
こ
ろ
で
全

文
の
連
続
的
進
行
式
読
み
方
を
最
初
に
遺
憾
な
く
表
現
し
た
者
は
、
唐
初
の
嬬

思
廉
（
一
六
一
…
一
七
・
狩
明
八
残
）
が
書
い
た
梁
書
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
引
用

す
る
と
、

　
　
従
＝
帯
方
皿
至
レ
倭
、
循
レ
海
水
行
、
歴
＝
韓
囚
嚇
乍
葉
乍
爾
、
七
千
余
盤
。
・

　
　
始
度
　
一
海
嚇
海
闊
千
余
塁
、
尊
顔
別
海
↓
至
…
…
一
露
国
4
又
麿
二
海
一
千

　
　
余
羅
、
名
舗
末
試
図
崎
叉
東
南
陸
行
五
二
璽
、
至
晶
伊
都
国
4
又
東
南
行
瀬
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黒
、
羅
漏
奴
照
謁
又
東
行
百
里
、
釜
脳
鏡
弥
糊
紺
又
南
水
行
二
十
鐸
、
葦
瀕

　
　
投
馬
鞭
』
海
南
水
行
十
日
、
陸
行
一
月
日
、
至
≦
郡
芋
台
国
↓
即
運
脚
所

　
　
レ
居
。

と
な
っ
て
い
て
、
狗
邪
韓
国
と
対
馬
国
と
の
名
を
ど
う
し
た
わ
け
か
省
い
て
お

り
、
伊
都
国
へ
の
封
達
は
倭
人
縁
の
到
を
や
め
て
至
に
し
て
い
る
。
一
見
し
て

気
の
つ
く
こ
と
は
、
各
蟹
族
の
行
程
を
ど
れ
も
こ
れ
も
又
の
字
で
連
続
さ
せ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
倭
人
償
で
又
の
字
を
使
っ
た
の
は
末
盧
ま
で
に
渡
海
が
三

回
あ
る
の
で
後
の
二
圏
に
使
っ
た
だ
け
だ
が
、
梁
欝
で
は
そ
う
い
う
こ
と
に
は

全
く
無
関
心
で
、
陸
行
で
も
水
行
で
も
行
路
が
改
ま
る
ご
と
に
又
の
掌
を
使
塗

し
、
帯
方
か
ら
邪
馬
含
ま
で
を
一
貫
し
た
連
続
的
進
行
式
の
文
体
た
ら
し
め
て

い
る
。
即
ち
全
行
程
は
帯
方
郡
か
ら
倭
国
王
の
首
都
邪
馬
台
園
に
至
る
ま
で
に

経
過
す
る
諸
国
と
、
連
続
す
る
各
国
間
の
距
離
と
を
連
記
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
梁
書
は
唐
初
の
撰
だ
か
ら
大
和
の
存
在
を
知
り
、
邪
野
台
と

大
和
と
を
混
固
し
た
結
果
こ
の
よ
う
な
連
続
読
み
に
作
り
か
え
た
の
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
い
。
梁
書
は
宋
書
に
あ
る
倭
の
五
王
の
名
を
あ
げ
て
い
る
に

か
か
わ
ら
ず
、
倭
国
の
記
述
は
魏
志
倭
人
伝
以
上
に
繊
て
い
な
い
。
右
の
引
用

の
前
に
「
倭
里
子
云
、
太
伯
之
後
、
俗
智
文
レ
身
、
去
　
帯
方
一
万
二
千
余
里
、

大
抵
在
轟
会
意
盛
夏
↓
無
煙
絶
遠
」
と
書
き
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
右
の
引
用
文

に
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
な
ぜ
連
続
文
に
作
り
か
え
た
の
だ

ろ
う
か
。
幕
無
に
は
魏
志
に
も
魏
略
に
も
後
漢
書
に
も
な
い
材
料
が
ふ
く
ま
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
都
分
で
は
娼
て
く
る
国
名
と
道
里
と
が
転
じ
だ
し
、

別
の
史
料
が
あ
っ
た
と
は
思
え
ぬ
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
魏
志
や
魏
略
の
行
程

記
事
を
材
料
に
し
て
、
そ
の
文
意
を
伝
え
た
も
の
に
相
違
あ
る
ま
い
が
、
原
丈

の
併
都
照
以
後
を
も
そ
れ
以
前
に
引
き
続
い
た
連
続
的
進
行
形
の
文
体
だ
と
思

っ
た
か
ら
こ
ん
な
風
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
先
に
述
べ
た
と
お
り
魏
志
は

前
漢
書
三
筆
訟
の
各
国
の
位
置
を
…
臥
す
惇
止
的
列
挙
の
書
式
を
採
蓋
し
な
が
ら
、

一
見
伊
都
属
以
前
の
進
行
的
記
述
に
類
す
る
表
現
を
用
い
て
い
て
、
そ
こ
に
倭

川
伝
の
こ
の
部
分
の
記
鱗
の
紛
ら
わ
し
さ
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
を
一
歩
あ
や
ま

る
と
聖
書
の
よ
う
な
解
釈
に
な
り
改
作
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
梁
書
の
改
作
は
唐
の
李
延
寿
の
北
史
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
北
史

は
階
の
国
使
が
竹
斯
（
筑
紫
）
秦
王
（
周
防
）
等
の
請
国
を
へ
て
難
波
の
津
に

旧
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
大
和
の
存
在
を
知
り
、
こ
れ
を
邪

馬
主
と
混
同
し
て
「
居
二
於
邪
馬
堆
嚇
則
魏
志
所
謂
邪
馬
台
巻
也
」
と
し
て
い

る
。
だ
が
北
史
は
梁
書
に
従
う
て
伊
都
国
以
後
を
連
続
的
交
体
に
つ
づ
り
な
が

ら
も
、
ま
だ
南
と
い
う
方
角
は
変
更
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
特
に
「
父
緻
」
の

二
字
を
入
れ
て
爾
へ
南
へ
と
連
続
す
る
帯
方
郡
か
ら
邪
馬
台
圏
ま
で
の
行
程
を

載
せ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
倭
の
圏
境
は
「
東
繭
五
月
行
、
南
行
三
月
行
」
だ
と

し
て
東
藤
が
南
北
よ
り
も
長
い
困
だ
と
し
て
い
る
。
階
書
や
唐
書
に
も
こ
の
長

さ
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
が
、
帯
方
か
ら
邪
馬
台
国
へ
と
連
続
す
る
長
い
南
行

の
記
事
は
省
略
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
中
麟
の
史
書
で
は
梁
書
以
来
連
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魏志倭戯訓における前漢叢の道里等書式の踏襲（牧）

続
文
に
改
作
し
た
が
、
　
南
と
あ
る
の
を
東
に
改
め
て
「
輩
嵐
邪
馬
台
国
こ
を

「
至
漏
邪
摩
堆
團
こ
と
し
た
本
は
な
い
。
－
邪
」
摩
堆
が
大
和
の
音
を
写
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
唐
の
章
懐
太
子
賢
の
後
漢
書
の
邪
馬
出
属
の
注
に
「
按
今

名
昌
邪
摩
堆
翫
口
之
詑
也
〕
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
豊
本
需
紀
が
編

録
さ
れ
る
畷
に
は
梁
書
も
ま
た
お
そ
ら
く
我
国
に
伝
来
し
、
無
勢
倭
人
伝
の
記

事
を
邪
馬
台
圏
ま
で
連
続
読
み
に
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
自
然
で
正
し
い
読

み
方
だ
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
北
史
は
見
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

北
史
と
岡
様
に
魏
志
の
邪
馬
繋
を
大
和
と
指
す
も
の
と
信
じ
、
女
王
卑
弥
呼
に

当
た
る
大
和
の
霜
主
を
神
謹
撰
盾
に
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
今
田
我
々
が
感

ず
る
よ
う
な
年
代
的
矛
盾
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
感
じ
な
か
っ
た
に
拙
論
な
い
。
だ

が
罠
本
書
紀
の
そ
う
し
た
信
念
は
梁
書
以
上
に
且
そ
れ
以
前
に
次
に
述
べ
る
後

漢
書
に
よ
っ
て
養
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
三
　
後
漢
書
に
お
け
る
倭
羅
の
領
域
及
び
構
成
の
誤
認
と

　
　
　
　
　
　
そ
の
原
因
及
び
そ
の
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
饗

　
南
朝
宋
の
鞄
曄
（
三
九
八
－
隣
四
五
）
の
撰
に
か
が
る
後
漢
書
は
無
意
が
書

か
れ
て
か
ら
斎
五
十
年
以
内
に
書
か
れ
た
本
で
あ
る
が
、
総
藻
や
魏
略
を
種
本

に
使
い
な
が
ら
逆
推
し
て
後
漢
時
代
の
倭
困
を
画
い
た
の
で
か
な
り
無
理
を
し

て
い
る
上
に
、
種
本
の
意
味
を
と
り
ち
が
え
て
い
る
。
倭
伝
冨
頭
の
次
の
数
行

が
そ
れ
を
暴
露
す
る
。

　
　
倭
、
在
昌
輪
東
南
大
海
中
↓
依
　
山
島
脚
為
レ
居
、
凡
百
余
国
。
自
黒
武
帝
繁
昌

　
　
朝
鮮
｛
使
駅
通
昌
於
漢
一
能
、
三
十
許
園
。
燭
皆
労
レ
王
、
世
世
飯
レ
統
。
其

　
　
大
倭
王
贋
一
篇
馬
台
岡
魂
楽
浪
郡
沼
緑
昌
其
悶
一
万
二
千
塁
、
去
二
其
西
北
界

　
　
拘
邪
韓
国
一
七
千
余
習
。
其
他
大
里
在
篇
会
稽
東
冶
之
東
↓
与
＝
朱
崖
・
驚
．

　
　
耳
｝
重
富
、
故
其
高
嶺
多
士
。

　
こ
の
文
を
魏
志
及
び
電
略
の
逸
文
と
対
照
す
る
と
き
、
そ
れ
か
ら
換
骨
脱
胎

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
比
較
村
照
の
結
果
、
後
漢
書
が
原

史
料
を
誤
っ
て
伝
え
て
い
る
部
分
が
少
く
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
押
書
が
実
方

の
東
南
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
後
漢
書
は
韓
の
東
南
と
し
て
い
る
上
に
、
魏
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
狗
ノ
認

が
其
北
岸
狗
邪
韓
国
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
後
漢
書
は
其
西
北
界
拘
邪
韓
麟
と

し
て
い
る
。
こ
の
二
篤
駈
の
方
位
の
書
き
か
え
は
後
漢
書
の
方
が
現
実
に
近
い

よ
う
に
見
え
る
。
後
漢
書
は
本
州
の
倭
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
と
す

ら
思
わ
し
め
る
書
き
か
え
で
あ
る
。
だ
が
他
の
箇
所
で
倭
地
は
ほ
ぼ
会
稽
菓
冶

の
東
に
あ
た
る
こ
と
を
説
く
あ
た
り
は
魏
志
と
岡
じ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
新

に
朱
崖
・
僑
耳
即
ち
海
南
島
に
近
い
と
云
っ
て
、
魏
志
以
上
に
南
方
に
お
い
た

書
き
方
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
本
州
の
倭
を
指
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
だ
か
ら
後
漢
書
の
方
位
の
変
更
に
は
無
理
が
あ
る
と
云
い
う
る
。
次
に

「
倭
、
凡
否
余
丁
瑠
三
武
帝
滅
二
朝
鮮
↓
使
駅
還
昌
於
漢
凹
面
、
三
十
許
園
」
と
い

う
丈
で
新
ら
し
い
部
分
は
「
自
註
…
武
帝
減
・
【
朝
鮮
一
U
の
六
字
で
あ
っ
て
、
　
こ
れ

が
前
漢
書
地
理
志
燕
地
の
条
に
「
楽
浪
海
中
有
　
倭
人
ハ
分
業
　
百
余
国
↓
以
備

歳
時
一
献
見
台
」
　
と
あ
る
の
を
本
に
し
て
い
る
こ
と
砥
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
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な
お
「
使
駅
通
漏
於
漢
一
驚
、
三
十
賞
罰
」
と
い
う
文
も
新
ら
し
い
。
思
う
に
こ

れ
は
魏
志
学
人
伝
に
「
今
豊
艶
所
レ
通
三
十
国
扁
と
あ
る
の
で
、
魏
に
通
じ
た
三

十
国
は
後
漢
に
も
通
じ
た
国
の
数
だ
ろ
う
と
い
う
推
定
か
ら
、
後
漢
書
は
黒
闇

国
の
う
ち
三
十
許
国
が
漢
に
通
じ
た
と
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
闘
じ
よ
う
な
書

き
か
え
は
「
楽
浪
郡
微
去
二
其
国
一
万
二
千
黒
」
と
い
う
塗
装
で
も
晃
ら
れ
る
巡

警
は
漢
音
呉
音
共
に
ケ
ウ
で
あ
っ
て
境
と
噴
出
で
あ
る
が
魏
略
も
魏
志
も
縫
方

郡
と
し
た
と
こ
ろ
を
な
ぜ
楽
浪
郡
徽
と
し
た
か
と
い
う
と
、
公
孫
康
が
楽
浪
郡

の
屯
有
県
以
内
の
荒
地
を
分
け
て
帯
方
郡
を
設
け
た
の
は
、
後
漢
の
末
の
建
安

年
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
（
魏
単
身
低
）
、
後
漢
の
最
盛
期
を
標
準
に
し
て
書

い
た
後
漢
欝
に
、
帯
方
郡
の
名
を
載
せ
る
こ
と
は
不
体
裁
な
の
で
、
魏
略
や
魏

志
が
里
方
郡
と
云
っ
た
と
こ
ろ
を
楽
浪
郡
微
と
書
き
か
え
た
の
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
点
後
漢
書
は
正
直
な
と
こ
ろ
を
買
わ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
微
と
云
っ
て

は
楽
浪
郡
の
南
境
に
な
っ
て
了
う
の
で
、
起
点
が
類
推
郡
即
ち
郡
の
単
層
と
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

致
し
な
い
こ
と
に
な
る
点
に
重
大
な
調
製
が
あ
る
。
そ
し
て
転
じ
て
北
史
に
な

る
と
、
そ
れ
が
「
去
昌
楽
浪
郡
姦
婦
謡
言
郡
（
並
｛
万
二
千
里
」
と
い
う
倭
人

伝
と
は
全
く
違
っ
た
新
ら
し
い
記
述
を
生
ず
る
源
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
後
漢
心
㈱
の
記
述
に
は
無
理
を
し
て
生
じ
た
誤
が
あ
る
の
が
貝
に
つ
く
。

　
先
に
掲
げ
た
後
漢
書
倭
伝
㎝
冒
頭
の
数
行
の
中
に
は
、
倭
国
の
構
成
に
か
ん
し

て
「
国
砦
称
レ
王
、
世
世
伝
レ
統
。
其
大
倭
王
居
漏
邪
馬
台
国
こ
と
の
記
述
が
見

え
る
。
こ
れ
は
ち
よ
つ
と
見
た
と
こ
ろ
で
は
た
い
へ
ん
要
傾
を
え
た
文
で
、
魏

志
の
倭
人
伝
か
ら
は
直
に
提
え
る
こ
と
の
で
ぎ
な
い
倭
国
の
内
部
構
造
を
簡
結

に
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
上
権
威
あ
る
後
漢
書
の
丈
で
あ
る
。
だ

か
ら
倭
人
伝
に
よ
っ
て
倭
国
を
考
え
る
者
で
も
、
普
通
に
は
こ
の
文
に
従
う
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
倭
人
伝
の
文
を
よ
く
読
み
、
倭
国
の
構
造
を
詳
し
く
理

解
し
た
上
で
こ
の
文
を
読
む
と
、
こ
の
う
ち
に
は
倭
国
に
か
ん
す
る
重
大
な
る

誤
解
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
引
い
て
は
邪
馬
台
国
を
女
王
簸
と
同
視
し
倭
国
の
領
．

域
を
全
く
誤
解
せ
し
め
る
誘
因
が
こ
の
中
に
あ
る
と
考
え
る
か
ら
、
次
に
そ
の

点
を
説
明
し
よ
う
。

　
「
国
恥
称
レ
王
、
世
世
伝
レ
統
」
と
、
い
う
文
が
、
、
魏
志
倭
人
伝
の
伊
都
国
の
条

の
「
世
有
レ
王
、
皆
統
　
属
女
王
燭
こ
か
ら
案
繊
さ
れ
た
文
で
あ
る
こ
と
は
、

従
来
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
伊
都
国
ま
で
の
記
事
は
異
書
の
逸
文

に
も
あ
り
、
そ
れ
に
は
伊
都
魑
は
「
其
瞬
王
祷
属
鵡
女
罫
也
」
と
な
っ
て
い
る
。

士
気
の
逸
文
を
観
入
伝
に
対
照
す
る
と
、
逸
丈
の
方
が
明
ら
か
に
魏
略
の
原
文

を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
が
枳
当
あ
る
の
で
、
こ
の
部
分

も
魏
略
の
原
文
ど
お
り
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
伊
都
国
の
正
紬
の

宮
名
の
次
に
「
桑
園
王
」
と
あ
る
の
は
伊
都
矧
の
王
を
指
し
て
い
る
に
網
違
な

．
い
。
対
馬
・
一
支
・
末
野
の
三
岡
に
は
官
の
み
あ
っ
て
王
は
な
か
っ
た
が
、
伊

都
国
の
み
に
は
官
の
ほ
か
に
王
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
倭
人
伝
が
伊
都
国
の
官

名
を
あ
げ
た
後
に
「
世
有
レ
王
」
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
伊
都
圓
に
世
襲
の

正
が
あ
っ
た
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
。
歴
史
上
地
理
上
及
び
外
交
上
の
理
磁
か
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与
特
に
こ
の
国
に
の
み
圏
王
を
保
存
し
た
よ
う
で
あ
る
ひ
黒
鼠
の
連
鄭
の
起
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
う
べ
き
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
然
る
に
後
漢
書
の
記
事
は

倭
の
百
余
宿
酔
は
漢
に
通
じ
た
三
十
許
躍
に
は
皆
王
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
か

．
ら
、
伊
都
國
以
外
の
対
馬
・
一
疋
・
末
盧
に
も
王
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
明

ら
か
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
。

　
後
漢
書
は
こ
の
他
に
も
魏
略
と
は
異
な
る
と
共
に
明
ら
か
に
後
漢
書
の
方
が

ま
ち
が
っ
た
記
述
を
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
た
と
え
ば
後
漢
書
は
光
武
帝
か

ら
金
印
を
も
ら
っ
た
奴
国
を
「
倭
国
之
極
南
界
也
」
と
書
い
て
い
る
が
、
斯
馬

匹
等
二
十
一
籔
国
列
記
の
最
後
の
心
配
と
混
凝
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
先
人
の

説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
倭
人
伝
に
よ
る
と
伊
都
国
か
ら
の
東
南
百
製
に
あ
る
倒

閣
は
戸
数
二
万
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
奴
国
こ
そ
そ
の
戸
数
も

地
理
的
位
置
も
、
光
武
帝
か
ら
患
部
を
5
け
る
に
足
り
た
国
柄
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
二
十
一
箇
国
列
記
の
最
後
の
奴
国
と
混
耀
し
た
の
は
明
ら
か
に
後
漢
書
の

誤
で
あ
る
。
更
に
後
漢
書
が
「
自
＝
女
王
国
｝
葉
、
度
レ
海
千
余
里
、
蓋
　
絢
奴
幽
嚇

云
、
＾
」
と
し
て
い
る
の
は
、
貫
入
伝
で
は
「
女
王
躍
東
、
渡
レ
海
千
余
里
、
復
有

レ
国
、
皆
倭
種
“
　
と
あ
る
文
と
倭
国
の
南
に
あ
っ
た
狗
奴
圏
と
を
結
び
つ
け
た

こ
と
に
な
る
が
、
前
漢
書
地
理
志
燕
地
条
の
倭
人
に
か
ん
す
る
瀕
師
古
の
注
に

　
「
度
外
レ
千
里
、
至
論
レ
国
、
皆
倭
種
」
と
あ
る
の
は
魏
略
め
擬
製
で
あ
っ
て
、

魏
志
倭
人
伝
に
一
致
し
後
漢
書
と
根
違
す
る
。
後
漢
書
は
こ
の
部
分
に
お
い
て

は
軽
量
や
雲
箔
を
材
料
・
に
し
て
、
歯
し
い
意
味
の
交
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
明

白
で
あ
り
、
単
な
る
地
名
の
混
同
に
ば
止
ま
ら
な
い
。

　
後
漢
書
が
伊
都
闘
王
に
つ
い
て
「
愛
甲
レ
王
、
智
統
漏
属
女
王
購
一
」
と
述
べ

た
魏
志
の
文
を
本
に
し
て
、
倭
に
お
い
て
は
「
国
皆
称
レ
王
、
世
世
伝
レ
統
、
膨

大
倭
心
単
蹄
邪
馬
台
国
こ
と
い
う
文
を
立
て
て
い
る
の
は
甚
だ
乱
暴
な
改
作
で

あ
っ
て
、
単
に
国
王
が
な
か
っ
た
国
に
岡
王
が
あ
っ
た
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、

女
王
国
と
邪
馬
奮
国
と
を
混
隔
さ
せ
る
原
因
を
作
っ
て
い
る
。
ま
ず
後
漢
書
が

「
使
駅
通
レ
漢
者
三
十
許
臨
扁
と
云
っ
た
諸
国
の
中
に
は
、
対
馬
・
一
碧
・
末

盧
・
不
弥
・
和
魂
な
ど
官
名
の
み
が
あ
っ
た
国
々
を
含
ん
だ
は
ず
だ
が
、
後
漢

書
は
そ
れ
ら
の
国
に
も
射
幸
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
明
ら
か
に
誤
っ
て
い

る
。
そ
の
中
の
不
弥
国
ま
で
は
厩
述
の
如
く
「
自
二
女
王
園
一
以
北
」
と
名
づ
け

ら
れ
た
地
方
で
あ
っ
て
、
女
王
国
翻
身
圓
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た
。
伊
都
国

は
こ
の
地
方
中
の
一
国
で
あ
っ
た
か
ら
、
女
王
国
連
邦
を
構
成
す
る
国
で
は
な

か
っ
た
。
た
だ
倭
麟
成
立
の
事
情
に
原
ず
ぎ
そ
の
園
王
の
位
を
そ
の
ま
ま
存
続

し
て
い
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
藏
　
女
王
羅
一
以
北
」
中
の
一

麟
と
し
て
女
王
羅
に
統
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
統
属
と
は
下
官
が
上
官
に
鰍

属
す
る
が
如
く
に
女
王
国
王
の
命
令
に
服
し
た
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、

女
薫
国
を
構
成
し
た
諸
国
の
国
王
が
各
自
の
自
主
権
を
有
し
て
そ
の
岡
を
支
配

し
、
た
だ
連
邦
機
構
の
上
で
は
長
岡
奇
霊
の
女
王
国
王
の
憲
権
を
認
め
て
い
た

関
係
と
は
全
く
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
然
る
に
後
漢
書
は
こ
の
相
違
を
全
く

認
め
て
い
な
い
。
後
漢
書
は
「
欝
二
女
王
国
一
以
北
」
の
伊
都
国
王
が
歴
代
砦
女
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王
圏
に
統
属
し
た
特
殊
の
関
係
を
倭
の
諸
国
の
全
般
に
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
女
王

国
を
構
成
し
た
諸
国
王
の
上
に
立
つ
た
大
倭
王
に
は
邪
馬
台
圏
王
が
共
立
さ
れ

た
と
い
う
審
実
に
、
無
理
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
逓
説
に
お
い
て
見

ら
れ
る
二
つ
の
誤
解
が
発
生
す
る
原
因
を
作
っ
た
と
云
え
る
。
そ
の
一
つ
は
伊

都
国
を
含
む
「
膚
　
女
王
国
一
以
北
」
の
国
玉
上
の
本
質
の
誤
認
で
あ
り
、
他
は

女
王
国
と
邪
馬
台
国
と
の
混
同
で
あ
る
。
実
に
こ
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
従
来

の
倭
人
伝
の
解
釈
が
著
る
し
い
誤
を
犯
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
い
く
た
び
も
説

い
た
と
お
り
で
あ
る
。
わ
け
て
も
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
の
同
視
が
通
説
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
算
入
伝
の
解
釈
を
閲
平
な
ら
し
め
て
い
る
澱
も
重
要
な
原

図
で
あ
り
、
倭
人
俵
研
究
の
癩
疾
で
あ
る
と
も
云
う
べ
く
、
ぜ
ひ
と
も
根
本
的

治
療
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
後
漢
書
が
「
其
大
倭
王
稽
一
　
邪
馬
台
国
こ
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
漢
に

通
じ
た
三
十
許
国
を
ふ
く
む
倭
の
諸
国
の
各
国
の
王
の
上
に
立
つ
大
王
を
大
倭

王
と
よ
び
、
彼
の
居
所
は
邪
馬
台
国
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
上
に
述
べ

た
よ
う
に
後
漢
霞
は
対
馬
か
ら
不
弥
ま
で
の
「
自
属
女
王
国
一
以
北
」
の
諸
国
ま

で
も
女
王
国
鐸
倭
国
の
中
に
ふ
く
め
て
い
る
か
ら
、
後
漢
書
の
い
う
大
倭
王
は

彼
が
統
治
す
る
倭
圏
領
土
の
認
識
を
誤
ら
れ
た
大
倭
王
で
あ
る
。
更
に
大
倭
王

と
い
う
表
現
の
う
ち
に
、
後
漢
書
が
倭
國
の
国
家
的
本
質
を
見
誤
っ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
が
な
い
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
自
昌
女
王
圏
一
以

沈
鳳
は
先
に
云
っ
た
よ
う
に
倭
国
の
本
土
で
は
な
い
か
ら
支
配
体
制
も
倭
国
と

異
な
る
。
倭
国
で
は
共
隅
の
聖
王
を
立
て
た
諸
園
王
が
各
自
の
霞
主
権
を
有
し

た
の
に
対
し
て
、
　
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
で
は
各
国
の
旧
の
国
王
は
王
号
で
あ

っ
た
卑
狗
（
彦
）
・
爾
支
（
稲
置
か
）
・
多
義
（
玉
）
な
ど
を
疑
さ
れ
て
宮
名
に

変
え
ら
れ
、
女
王
圏
が
任
命
し
た
｝
大
観
・
等
の
支
配
を
受
け
た
と
い
う
点
で
は

中
国
の
繭
史
制
度
を
連
想
せ
し
め
る
支
配
体
制
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
漢
書
は
こ
の
よ
う
な
支
配
体
制
の
差
を
無
視
し
て
、

ど
の
園
も
い
ち
よ
う
に
邪
馬
台
国
に
い
た
大
倭
王
に
服
従
し
た
と
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
後
漢
書
の
記
述
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
女
王
國
u
倭
国
そ
の

も
の
に
お
い
て
、
た
と
い
そ
の
中
の
各
国
に
世
襲
の
王
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
は
実
質
的
に
は
官
で
あ
っ
て
倭
幽
霊
に
統
属
し
た
の
で
あ
り
、
大
倭
蒸

の
下
に
封
建
捌
か
郡
眼
制
に
近
い
よ
う
な
国
家
体
制
が
成
立
し
て
お
り
、
大
倭

王
と
各
国
の
王
と
の
問
は
君
臣
関
係
で
あ
る
と
、
後
漢
書
は
解
釈
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
ん
な
に
考
え
た
の
で
は
倭
国
の
国
家
的
本
質
の
完
全

な
誤
解
で
あ
る
。
倭
国
な
る
も
の
は
諸
薗
王
が
共
堅
し
て
倭
瞬
王
を
立
て
て
作

っ
た
上
級
国
家
で
あ
っ
た
。
倭
国
王
と
そ
れ
ら
諸
国
王
と
の
闘
の
関
係
は
連
邦

王
と
支
子
王
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
封
建
的
関
係
で
も
な
け
れ
ば
、
郡
漿
酌
関

係
で
も
な
か
っ
た
。
倭
国
王
は
倭
国
の
主
権
者
と
し
て
諸
国
を
統
卑
し
た
け
れ

ど
も
、
支
邦
た
る
各
濁
の
内
政
な
ど
に
干
渉
す
．
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
権
限
は
連
邦
と
し
て
の
倭
圏
の
統
治
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
　
「
露
…
丁
女
王
国
一
以
北
」
の
譲
属
に
対
す
る
支
配
は
、
か
か
る
連
邦
と
し
て
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⑳

の
倭
隔
の
統
治
の
た
め
の
倭
国
王
の
権
限
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
諸

国
は
倭
国
の
属
領
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
倭
国
の
主
権
者
は
一
大
率
を
任
命
し
て

そ
の
地
方
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
ぎ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
倭
岡
の
主
権
者

た
る
倭
国
王
の
権
力
は
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
れ
は
単
一
の
大
王
国
家

の
専
制
霜
主
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
権
限
に
は
限
界
が
あ
り
、
無
能
な
国

王
は
諸
国
の
反
対
に
あ
え
ば
退
位
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
連
邦

が
倭
国
の
本
質
で
あ
っ
た
た
め
倭
圏
は
や
や
も
す
れ
ば
内
乱
に
陥
り
解
体
を
余

儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
後
漢
書
が
倭
国
を
書
く
た
め
に
魏
略
及
び
魏
志
以
外
の
、
そ
れ
ら
と
は
全
く

系
統
を
異
に
し
た
史
料
を
利
絹
し
た
と
す
れ
ば
鋼
論
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

形
跡
は
な
い
か
ら
、
後
漢
書
は
魏
略
や
魏
志
に
見
え
る
倭
圏
の
野
饗
に
つ
い
て

誤
解
し
て
い
た
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
と
に
中
園
の
伝
統
的
な
王
国
の
観

念
が
先
入
見
に
な
つ
で
い
た
の
で
倭
国
が
諸
圏
王
の
発
受
に
よ
っ
て
卑
弥
呼
を

そ
の
国
王
た
ら
し
め
る
よ
う
な
連
ム
認
園
家
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
見
の
が
し
、

こ
の
瞬
を
邪
馬
台
国
王
を
そ
の
大
倭
王
と
す
る
単
一
王
国
で
あ
る
と
思
っ
た
の

だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
後
置
銭
の
こ
の
解
釈
は
後
漢
書
の
歴
史
叙
述
の
基
調
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

無
関
係
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
邪
雲
台
麟
王
は
諸
岡
の
共
同
の
堆
藪
を
う
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
世
襲
的
に
倭
国
王
に
な
る
慣
例
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
里
国

の
王
は
決
し
て
邪
馬
台
圏
王
の
家
臣
約
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
後
漢
書

の
「
其
大
倭
王
割
愛
邪
馬
台
国
酬
」
と
い
う
文
は
、
大
倭
王
は
倭
の
数
十
国
の
諸

王
の
上
に
立
つ
大
王
で
あ
っ
て
、
諸
圏
王
の
共
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
ぽ

い
え
そ
れ
は
形
式
に
す
ぎ
ず
、
大
倭
王
の
国
は
連
合
国
家
で
は
な
ぐ
て
単
一
扇

家
で
あ
り
、
邪
馬
台
国
王
は
こ
の
大
王
繭
家
の
意
趣
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
、

後
漢
譲
が
採
油
し
た
と
推
定
せ
し
め
る
。
そ
う
し
て
こ
の
解
釈
が
我
国
で
も
古

来
支
配
的
で
あ
っ
て
今
日
に
至
る
も
な
お
主
流
を
為
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
私
は
こ
う
し
た
見
方
が
女
王
圏
及
び
邪
馬
台
麟
の
本
質
を
誤
解
せ
し
め
る

の
み
な
ら
ず
、
倭
人
伝
の
読
み
方
ま
で
も
虚
啓
し
て
、
之
を
不
可
解
な
丈
献
た

ら
し
め
て
い
る
と
考
え
る
。

む

す

び

　
こ
の
よ
う
に
伊
都
圏
以
後
を
そ
れ
以
前
の
記
事
に
続
け
て
、
邪
救
民
函
に
至

る
ま
で
連
続
的
に
読
む
こ
と
は
唐
初
の
眺
思
廉
の
血
書
が
行
の
う
て
い
て
、
以

後
長
く
今
臼
に
及
ん
で
支
藩
的
で
あ
る
。
ま
た
対
馬
以
下
の
三
十
許
国
を
す
べ

て
下
馬
の
中
に
収
め
て
倭
鼠
即
ち
女
王
照
と
「
撫
昌
女
王
岡
皿
以
北
」
と
を
圏
制

上
区
別
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
邪
馬
台
国
と
女
王
隔
と
を
岡
一
視
す
る
読
み
方

は
、
畢
く
も
南
朝
の
宋
の
濃
霧
の
権
威
あ
る
後
漢
書
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
知
る
と
き
、
魏
志
認
諾
伝
の
解
読
の
糊
難
は
由
来
す
る
と
こ
ろ
実
に
久

し
い
も
の
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
だ
が
倭
人
伝
の
記
述
は
前
漢
書
の
地
理
志
・
西
域
伝
・
薦
爾
夷
伝
な
ど
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

け
る
道
里
芦
数
等
記
載
の
書
式
の
先
例
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
漢
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書
の
文
と
対
照
し
て
倭
人
伝
を
読
め
ば
お
の
ず
か
ら
一
定
し
た
読
み
方
が
あ
り
、

一
定
し
た
柔
膚
が
成
り
立
ち
、
十
人
十
色
の
読
み
方
に
な
っ
た
り
は
し
な
い
は

ず
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
女
董
国
・
倭
国
・
邪
馬
窪
田
及
び
「
三
層
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

王
麟
｝
以
窯
」
の
国
玉
に
か
ん
す
る
法
理
に
は
一
定
し
た
も
の
が
あ
る
か
ら
、

倭
人
伝
の
解
読
は
こ
の
法
理
と
一
致
す
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

註
①
行
程
を
距
離
と
定
義
す
る
が
、
之
に
法
定
率
と
地
理
酌
と
が
あ
っ
て
、

　
　
こ
こ
で
は
地
理
的
行
程
で
あ
る
。
だ
が
前
春
が
後
者
の
記
載
の
標
準
に
な

　
　
つ
て
い
る
場
ム
ロ
が
あ
る
か
ら
法
定
暴
行
魏
は
常
に
念
頭
に
お
か
る
ぺ
ぎ
で

　
　
あ
ろ
う
。
法
定
約
行
程
の
定
め
方
に
は
一
二
の
行
程
を
定
め
る
者
と
門
地

　
　
間
の
進
行
に
要
す
る
日
数
を
定
め
る
者
と
が
あ
る
。
唐
の
六
典
は
歩
・
馬
・

　
　
車
・
，
舟
を
分
け
て
一
臼
路
程
を
定
め
、
延
喜
主
計
寮
式
に
は
取
調
使
の
上

　
　
京
の
所
要
隻
数
を
陸
路
と
海
路
に
分
け
て
定
め
て
い
る
。
之
に
対
し
地
理

　
　
的
行
灘
は
甲
乙
簡
地
霊
の
距
離
で
あ
る
が
、
之
に
も
二
種
の
衷
現
法
が
あ

　
　
る
。
そ
の
一
は
動
的
表
現
で
あ
っ
て
、
基
地
を
発
し
て
何
穐
の
距
離
を
進

　
　
ん
で
乙
地
に
達
し
た
と
い
う
進
行
式
表
現
で
あ
り
、
そ
の
二
は
静
的
表
現

　
　
で
あ
っ
て
帯
地
か
ら
乙
地
ま
で
は
何
灘
の
距
離
が
あ
る
と
い
う
計
測
蘇
州

　
現
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
倭
人
伝
に
書
か
れ
た
地
理
的
行
程
の
解
釈
が

　
研
究
態
象
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
右
に
あ
げ
た
二
つ
の
表
現
形
式
が
伊
都

　
匿
以
荊
と
以
後
と
に
お
い
て
分
か
れ
る
こ
と
が
涯
H
を
要
す
る
点
で
あ
る
。

②
・
二
二
も
そ
の
先
行
の
前
漢
鴬
も
各
説
に
当
た
る
丈
字
と
し
て
道
葉
を
規

　
　
い
て
い
る
。
道
は
方
角
及
び
水
陸
の
鯛
な
ど
行
路
を
云
い
、
羅
は
急
落
で

　
あ
る
が
日
数
を
も
含
め
て
い
る
。
黒
数
を
以
て
正
確
な
表
現
法
と
し
て
い

　
た
。
北
史
が
倭
人
に
つ
い
て
「
夷
入
不
知
黒
数
、
侭
計
戸
田
」
と
し
て
い

　
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

③
藤
臓
豊
八
『
東
西
交
渉
史
の
研
究
い
　
南
海
篇
、
頁
九
八
以
下
に
、
姥

　
宗
爵
都
元
・
等
量
没
・
日
南
象
林
の
多
士
に
つ
い
て
の
考
量
あ
り
。
解
離

　
国
の
位
鐙
に
つ
い
て
は
殆
ど
考
定
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
し
て
い
る
が
、

　
こ
れ
は
水
経
注
巻
一
河
水
の
条
に
引
く
所
の
康
泰
扶
欝
伝
に
見
え
る
担
秩

　
で
は
な
か
ろ
う
か
。
担
秩
麟
は
天
飽
の
恒
水
の
河
口
に
あ
る
と
な
っ
て
い

　
る
、
こ
の
担
秩
に
つ
き
杉
本
藏
治
部
氏
は
『
棄
方
ア
ジ
ア
史
研
究
為
薫
三

　
九
一
三
九
二
に
お
い
て
考
証
し
、
そ
の
音
↓
舘
づ
－
a
守
↓
ρ
昌
二
潔
は
唱
”
二

　
名
で
は
↓
9
一
き
巴
搾
¢
で
あ
り
、
梵
語
名
で
は
円
9
一
旨
巴
ぢ
は
で
あ
る
と
し

　
て
、
唐
の
玄
漢
の
大
唐
西
域
依
巻
十
の
耽
摩
栗
底
、
義
浄
の
南
海
寄
身
内

　
法
伝
巻
四
の
敷
茎
立
帝
に
盛
た
る
こ
と
を
論
じ
、
今
山
で
は
ガ
ン
ジ
ス
河

　
デ
ル
タ
地
帯
に
あ
っ
た
濁
だ
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
識
は
音
シ
ン
で
あ
る

　
が
（
師
固
田
、
謹
音
士
林
反
）
、
湛
な
ら
漢
膏
タ
ソ
、
呉
畜
ダ
ソ
で
あ
り
、

　
堪
に
も
俗
音
タ
ソ
が
あ
る
。
誰
は
膏
を
異
に
す
る
も
瀧
・
堪
か
ら
の
語
形

　
に
よ
る
誤
写
か
も
知
れ
ぬ
、
誰
は
枕
・
椹
と
嗣
掌
で
あ
る
。
湛
離
照
な
ら

　
ば
8
ρ
ヨ
出
什
で
あ
る
か
ら
、
杉
本
氏
の
云
う
地
名
に
姻
節
す
る
。
な
お

　
藤
田
氏
は
黄
菅
国
を
考
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
マ
ド
ラ
ス
の
砲
隣
地

　
に
あ
っ
た
只
餌
鵠
。
窪
で
あ
る
。
杉
本
上
掲
書
、
頚
四
一
七
参
照
。

④
伊
都
岡
以
後
の
至
を
「
ま
で
」
と
読
ん
だ
先
例
は
本
屠
宣
長
の
駅
賦
払

　
需
で
あ
る
が
、
彼
は
伊
都
国
以
後
を
連
続
読
み
に
し
た
の
で
、
最
後
の
難

　
行
蝋
月
を
「
爲
の
誤
だ
ろ
う
と
い
う
新
説
を
立
て
て
階
九
州
説
を
は
じ
め

　
た
ほ
ど
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
が
連
続
読
み
に
し
た
か
と
云
え
ば
、
中
蟹
入
の

　
梁
書
で
は
明
ら
か
な
連
続
読
み
だ
し
、
録
本
書
紀
が
神
功
皇
盾
紀
で
そ
の

　
よ
み
方
を
し
て
い
る
程
で
あ
る
の
で
疑
わ
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
彼
の
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立
て
た
一
月
を
一
“
と
見
る
説
は
そ
の
後
九
州
説
で
は
有
力
化
し
た
が
こ

　
の
一
月
こ
そ
は
伊
都
限
以
後
邪
馬
台
目
ま
で
の
千
五
百
里
に
当
た
る
重
要

　
な
数
字
な
の
で
あ
る
。

⑤
邪
馬
台
圏
1
1
狭
義
の
女
王
園
と
す
る
通
説
の
誤
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
『
臼
本
上
古
史
研
究
』
十
月
号
拙
稿
「
魏
志
倭
人
伝
の
新
解
釈
の
た
め
に

　
一
伊
野
部
重
一
鄭
氏
に
答
え
る
偏
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
前
漢
書
凝
集
伝
上
末
尾
の
断
頭
圏
の
条
に
、
西
絹
毒
千
三
再
一
十
黒
、

　
径
道
馬
行
二
二
と
あ
る
が
、
こ
の
書
法
は
水
行
十
日
陸
行
　
月
の
私
法
と

　
異
な
る
。
甲
か
乙
か
と
い
う
表
塊
で
は
な
い
。
径
道
理
行
二
臼
の
肴
程
が

　
あ
る
こ
と
を
特
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
國
の
中
央
残
族
学
院
研
究
部

　
主
編
、
歴
代
魯
族
鐙
記
会
編
第
　
編
、
頁
閥
〇
七
に
は
出
撃
と
し
て
「
徐

　
松
臼
、
径
道
、
山
径
之
道
也
。
今
臼
烏
什
三
二
什
部
費
駅
程
二
千
二
百
二

　
十
墨
、
而
沿
烏
蘭
鳥
撃
径
路
凡
六
義
余
里
、
殆
猶
是
鰍
」
と
し
て
い
る
。

⑦
伊
藤
束
澱
、
操
写
字
訣
に
「
按
四
維
皆
規
解
髪
偏
と
い
う
の
け
盛
典
州

　
郡
志
の
例
に
よ
っ
て
い
る
が
、
之
は
通
患
独
得
の
県
議
法
で
、
前
漢
需
繭

　
域
債
も
魏
志
倭
人
伝
も
、
こ
の
置
字
法
に
従
う
て
い
な
い
。

⑨
鮨
鳥
庫
吉
「
卑
弥
呼
問
題
の
解
決
」
一
九
四
八
、
『
オ
リ
エ
ソ
タ
リ
カ
滋

　
…
、
頁
四
八
。
榎
一
雄
『
邪
馬
台
圏
』
昭
和
薫
五
、
頁
五
三
。

⑨
三
野
時
代
の
軍
行
一
臼
程
が
車
行
薫
十
型
で
あ
っ
た
こ
と
の
労
識
と
し

　
て
、
蜀
志
二
、
先
主
劉
備
伝
十
二
年
条
に
、
比
到
当
聖
衆
十
余
響
、
輻
重

　
数
十
両
、
田
行
悲
憤
里
、
と
あ
る
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
之
は
劉

　
備
が
孫
権
と
協
力
し
て
蕾
操
の
水
軍
を
赤
壁
に
破
る
前
に
曹
操
か
ら
手
ひ

　
ど
く
や
つ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
条
下
に
あ
り
、
予
備
の
軍
が
こ
ん

　
な
に
徐
行
し
た
の
に
凝
し
鱗
虫
が
精
騎
五
典
を
以
て
之
を
急
追
し
た
速
度

　
は
一
日
一
夜
行
三
百
名
鑑
だ
つ
た
と
両
者
を
対
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
行
歯
数
坦
…
と
い
う
の
は
冤
・
行
一
日
程
三
十
里
の
半
分
位
一
で
い
か
に
劉
備
…

　
の
軍
の
進
行
が
の
ろ
く
さ
か
っ
た
か
を
表
現
し
、
之
に
対
し
謀
議
は
｝
臼

　
程
七
十
里
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
曹
操
の
精
騎
の
一
臼
一
夜
行
三
百
黒
は

　
…
祝
定
の
二
業
ほ
ど
の
急
追
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

⑩
　
姻
制
上
に
い
4
0
い
て
は
女
王
圏
は
女
王
卑
弥
呼
を
共
に
立
て
て
倭
國
王
た

　
ら
し
め
た
諸
幽
の
連
合
国
家
で
あ
る
。
廉
潔
と
い
う
連
邦
で
あ
る
。
之
に

　
対
し
邪
馬
台
国
は
倭
濁
に
女
王
幽
の
首
都
の
所
在
地
で
あ
る
。
両
蓋
の
国

　
制
上
の
関
係
を
外
潤
的
に
の
み
比
較
説
明
す
る
な
ら
ば
、
倭
国
雛
女
王
瞬

　
は
旧
ド
イ
ツ
連
邦
に
当
た
り
、
邪
馬
台
国
は
そ
の
首
都
の
所
…
在
地
た
る
プ

　
ロ
シ
ヤ
鳥
類
に
根
当
す
る
。
連
邦
長
ド
イ
ツ
詳
記
皇
帝
は
憲
法
上
プ
ロ
シ

　
ヤ
国
王
が
之
を
兼
ね
た
よ
う
に
、
倭
國
王
は
邪
馬
台
圏
王
が
之
を
兼
ね
た

　
の
で
あ
る
。
女
王
麟
と
邪
馬
台
国
と
が
岡
一
で
な
い
こ
と
は
ド
イ
ツ
帝
閨

　
と
プ
μ
シ
や
王
圏
と
が
同
一
で
な
い
の
と
桐
似
て
い
る
。
拙
稿
「
倭
の
女

　
王
国
の
霞
家
的
本
質
」
昭
和
三
五
『
大
倉
山
論
集
』
八
。
　
「
女
王
卑
弥
睡

　
等
倭
の
女
王
國
王
の
共
立
」
昭
和
一
鳳
六
『
龍
谷
大
学
経
済
学
論
集
』
｝
。

　
「
倭
の
女
王
麟
と
部
族
国
家
と
の
関
係
」
昭
和
薫
七
『
法
制
史
研
究
』
一
二
。

⑪
　
　
「
自
郡
至
女
王
国
万
二
千
鷹
野
」
に
お
け
る
女
王
燭
は
み
二
王
圏
が
其
地

　
に
お
い
て
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て

　
邪
馬
台
姻
に
当
た
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
国
が
「
女
王
之
所
出
」
で
あ
っ
た

　
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
右
の
史
料
は
「
邪
馬
台
國
女
王
之
所
都
」
以
外
に

　
な
ん
ら
新
史
料
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。

⑫
邪
速
写
國
と
女
王
国
と
の
問
一
規
が
多
く
の
誤
解
の
甘
心
を
な
し
て
い

　
る
。
そ
の
虎
め
、
　
「
自
女
王
閣
以
詑
、
戸
数
道
観
可
酪
載
」
な
る
文
が
正
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解
さ
れ
ず
、
女
王
濁
と
等
自
女
王
躍
以
北
」
と
の
地
理
酌
及
び
圏
割
酌
区

　
別
が
立
て
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
女
王
霞
引
書
闘
の
領
頃
欺
が
右
N
明
湾
か
ら
九

　
州
東
海
岸
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ず
、
他
諏
「
霜
女
王
磯
以

　
北
」
で
あ
る
不
弥
圏
ま
で
の
九
州
北
岸
地
方
も
倭
騒
の
｝
部
分
で
あ
る
と

　
さ
れ
て
倭
園
瓢
体
と
区
別
さ
れ
な
い
結
果
と
な
る
。
な
お
女
董
霞
の
本
質

　
が
諸
教
の
連
含
願
家
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
ま
た
、
邪
簾
台
岡
1
1
女
王
國

　
と
い
う
見
方
の
た
め
に
全
く
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
が
如
き
誤
解
を
生
む
こ

　
と
に
な
っ
て
い
る
。
倭
人
伝
が
難
解
の
書
に
な
っ
た
主
要
な
原
因
は
、
こ

　
の
従
来
の
動
か
す
ぺ
か
ら
ざ
る
邪
馬
台
熈
1
1
女
王
国
記
の
う
ち
に
存
す
る

　
と
思
う
。
な
お
第
三
簾
箪
三
項
後
漢
諜
の
誤
解
参
照
。

⑱
　
も
し
仮
に
「
自
瀕
以
北
し
が
「
牒
莫
之
属
」
の
中
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

　
後
者
の
額
域
の
串
の
漢
よ
り
以
北
の
地
方
に
十
を
以
て
数
え
る
君
長
が
あ

　
つ
た
こ
と
に
な
る
。
牽
を
以
て
数
え
る
君
長
が
あ
っ
た
靡
莫
の
地
域
内
に

　
更
に
康
た
十
を
以
て
数
え
る
君
長
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
、
明
ら
か
に

　
こ
っ
け
い
な
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
更
に
そ
の
あ
と
の
方
に
見
ら
る
門
君

　
長
以
記
数
臨
は
益
々
狭
い
面
籏
の
地
方
に
十
を
以
て
数
え
翼
長
を
重
ね
る

　
と
い
・
）
奇
怪
な
読
み
方
を
誘
う
こ
と
に
な
る
。

⑭
　
仮
に
「
自
女
王
国
以
北
」
の
地
方
に
女
王
臨
を
奮
む
も
の
と
し
、
女
王

　
園
は
郵
吊
台
魍
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
邪
馬
台
国
は
「
自
女
王
国
以
北
偏

　
の
中
の
一
悶
に
な
る
．
更
に
「
自
女
王
躍
以
北
、
其
声
数
道
黒
可
能
載
」

　
の
略
載
を
た
だ
単
に
…
戸
数
道
黒
の
記
載
の
義
な
り
と
解
し
、
邪
丁
台
照
ま

　
で
記
載
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
邪
馬
台
撫
も
ま
た
略
載
可
能
な

　
「
自
女
王
悶
嫉
北
」
の
串
に
含
ま
し
め
る
読
み
方
が
厩
し
い
よ
う
に
思
え

　
よ
う
が
、
そ
の
結
果
は
重
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
自
女
王
隔
以
北
」
の

　
譜
国
ば
怪
獣
願
に
お
か
れ
た
一
大
率
の
検
察
を
う
け
て
之
を
艮
輝
し
て
い

　
た
の
だ
か
ら
、
邪
馬
台
醒
王
賦
女
王
国
王
は
彼
が
任
命
し
た
一
大
率
の
下

　
に
立
っ
て
そ
の
検
察
を
う
け
、
之
を
畏
評
し
た
と
い
う
奇
怪
な
矛
盾
に
陥

　
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
は
「
自
女
王
國
以
北
」
の
意
味
、
邪
馬

　
台
臨
と
か
　
王
濁
と
の
区
別
、
戸
数
霊
芝
の
急
劇
の
意
味
の
三
看
に
つ
い
て

　
の
誤
解
に
墓
つ
く
。
前
掲
『
日
本
上
古
史
研
究
』
十
月
号
拙
稿
参
照
。

⑮
私
は
邪
馬
台
を
筑
後
の
山
門
郡
を
、
抵
馬
は
臼
蓋
の
妻
を
故
地
と
し
た

　
と
考
え
る
が
、
伊
都
か
ら
両
国
に
至
る
水
行
は
遠
い
上
に
、
そ
の
方
角
と

　
行
路
と
は
複
雑
な
の
で
、
　
門
南
水
行
レ
と
は
し
て
い
て
も
、
実
の
と
こ
ろ
、

　
「
遠
絶
不
可
得
詳
偏
と
断
わ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑯
　
二
十
～
二
野
、
発
馬
醒
は
伊
都
の
故
地
輪
土
郡
の
北
に
あ
っ
た
志
摩
郡

　
に
あ
り
、
呼
邑
国
は
投
馬
国
の
あ
っ
た
田
向
の
妻
地
方
に
あ
っ
た
児
湯
郡

　
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
共
に
女
王
国
の
本
土
の
外
で
あ
る
。

（
⑫
　

「
周
旋
可
五
千
余
土
」
は
都
か
ら
女
王
隣
ま
で
一
万
二
千
七
里
の
中
か

　
ら
狗
昭
南
閨
ま
で
の
七
千
里
を
引
い
た
残
り
五
千
廿
里
に
絹
臥
し
二
軸
の

　
と
お
り
狗
邪
鼠
殺
か
ら
邪
馬
台
本
ま
で
を
指
す
も
の
と
思
う
が
、
管
見
は

　
二
つ
の
点
で
陶
氏
の
説
と
異
」
な
る
。
そ
の
一
は
女
王
国
ま
で
一
万
二
千
余

　
里
と
い
う
の
は
女
王
国
の
園
王
の
贋
所
ま
で
を
云
い
、
邪
馬
台
騒
は
岡
薫

　
の
屠
所
だ
か
ら
、
こ
の
麟
が
正
に
女
王
国
即
ち
女
王
二
王
の
、
所
在
地
と
さ

　
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
王
瞬
二
郷
馬
台
掴
で
は
な
い
。
本
文
で
詳
論
す

　
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
二
は
　
万
二
千
余
塁
は
女
王
国
王
の
所
在
地
迄

　
の
距
離
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
女
王
悶
勤
二
二
の
端
が
邪
馬
台

　
国
だ
つ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
邪
西
台
闘
が
水
行
十
日
な
ら
、
そ
れ

　
よ
り
も
更
に
十
鎚
の
水
行
を
要
す
る
投
霊
園
が
郷
踏
台
圏
よ
り
南
に
あ
っ
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魏志倭人縁における前撲書の道里等書式の路襲（牧）

　
て
も
少
し
も
差
支
え
が
な
い
。
榎
説
は
前
掲
書
、
頁
五
〇
参
照
。

⑱
漢
魏
時
代
の
中
圏
入
の
世
界
図
は
今
臼
の
地
球
上
の
一
、
都
で
広
く
見
て

　
も
地
表
の
六
分
の
一
、
望
地
の
三
分
の
一
程
度
で
あ
っ
た
。
前
漢
書
西
域

　
伝
上
の
鳥
父
由
離
圏
条
に
は
、
芝
煮
の
酉
方
｛
万
ニ
チ
ニ
喜
黒
に
あ
っ
た

　
こ
の
顯
（
首
府
）
か
ら
西
行
百
余
日
で
条
興
国
に
妊
る
べ
く
、
国
号
か
ら

　
水
行
し
て
爾
・
に
蒼
余
臼
を
宥
け
ば
、
　
「
臼
の
入
る
所
に
近
し
」
と
い
う
説

　
を
の
せ
て
い
る
。
魏
略
所
載
の
西
戎
伝
は
こ
の
説
を
敢
め
、
大
秦
（
ロ
ー

　
マ
帝
醒
）
よ
り
西
が
門
田
の
入
る
所
に
近
し
偏
と
し
て
い
る
b
他
方
魏
志

　
東
夷
伝
の
初
の
総
説
は
今
日
の
沿
海
州
の
海
辮
は
「
東
大
海
に
臨
み
」
、

　
「
臼
の
揚
ず
る
所
に
近
し
」
と
の
長
老
の
説
を
の
せ
て
い
る
。

⑲
　
倭
地
の
面
積
・
戸
口
の
誇
大
化
の
．
原
因
に
つ
い
て
、
撮
記
庫
吉
氏
は
後

　
漢
書
爾
南
夷
伝
に
見
え
る
李
鋸
鮫
の
南
蛮
疵
迷
筏
の
不
可
を
論
じ
た
条
を
覗

　
き
、
倭
圏
に
対
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
警
め
る
た
め
だ
と
論
じ
て
い
る
が
、

　
そ
れ
よ
り
も
糊
親
鳥
編
と
対
照
的
に
陰
地
を
誇
大
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、

　
根
鷹
は
中
濁
人
の
当
時
の
想
像
的
な
世
界
像
に
も
と
つ
く
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
三
羅
志
の
時
代
は
魏
・
蜀
・
呉
の
蕊
国
共
に
雲
叢
の
攻
防
に
お
わ
れ
て

　
余
念
な
く
、
南
方
に
開
け
た
呉
と
い
え
ど
も
遠
く
外
夷
に
向
っ
て
経
営
を

　
施
す
ほ
ど
の
余
力
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
魏
志
が
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝

　
を
設
け
た
以
外
に
は
外
夷
の
た
め
に
伝
を
立
て
て
鋤
尉
く
ほ
ど
の
こ
と
が
な

　
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ
か
ら
鋤
脱
漁
戸
の
終
の
引
解
は
外
夷
伝
に
つ
い
て

　
の
三
国
志
の
一
般
的
態
度
を
蓑
明
し
た
も
の
と
云
い
う
る
。

⑳
　
後
漢
書
が
楽
浪
郡
の
徽
即
郡
界
は
倭
周
か
ら
万
二
千
余
墨
だ
と
し
た
の

　
怯
、
本
交
所
述
の
如
ぐ
後
漢
の
盛
期
に
は
帯
方
郡
が
な
か
っ
た
か
ら
、
楽

．
浪
郡
の
南
部
を
さ
す
た
め
に
徽
と
云
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
之
は
矩
離
を
治

　
雲
間
で
は
か
っ
た
魏
志
・
魏
酪
の
計
算
法
を
無
視
し
て
そ
れ
ら
の
数
字
を

・
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
潜
を
し
て
書
式
に
つ
い
て
の
誤
解
を
起

　
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
。
前
漢
識
西
域
低
の
列
挙
式
記
載
法
を
朋
い
た
唐

　
の
杜
佑
…
の
通
典
の
州
郡
恋
で
は
、
郡
と
郡
と
の
問
の
術
程
は
両
郡
の
治
所

　
間
の
単
数
で
示
し
た
か
ら
、
郡
界
京
で
の
賑
離
は
必
ず
郡
界
と
明
記
し
て

　
い
る
。
例
え
ば
同
櫓
巻
一
八
四
、
臨
江
郡
に
は
束
至
感
義
郡
芭
四
十
九
里
、

　
東
南
到
感
義
霊
界
八
十
薫
里
。
巻
一
八
二
、
長
楽
郡
で
は
、
北
至
山
四
十

　
田
鵬
、
　
由
門
外
至
ル
小
福
郡
旧
介
、
　
宙
ハ
｛
隅
水
路
到
一
一
一
百
｛
ハ
十
四
黒
、
　
薄
口
…
到
清
源

　
郡
五
聖
里
、
熊
北
到
建
安
幽
界
七
百
二
十
里
と
あ
り
。
北
史
が
後
漢
癬
と

　
魏
志
と
を
食
わ
せ
て
「
又
致
、
去
楽
浪
郡
論
及
帯
方
郡
、
董
一
万
二
千
黒
扁

　
と
し
た
の
は
、
史
料
を
吟
味
し
な
い
粗
雑
極
寒
る
記
述
で
あ
る
。

⑳
　
倭
国
の
起
源
と
伊
上
郡
姻
の
関
係
に
つ
い
て
は
晶
朋
掲
拙
稿
門
倭
の
女
王
国

　
と
部
族
圏
家
と
の
関
係
」
第
五
節
参
照
ゆ

⑧
　
　
晶
朋
楓
鋼
二
四
徊
　
「
倭
の
み
四
王
岡
の
国
家
的
本
舗
員
」
　
W
貝
六
四
【
。

⑳
　
内
藤
虎
次
郎
『
支
那
史
学
史
』
頁
一
八
四
一
荒
に
、
中
眼
の
史
轡
の
叙

　
述
法
が
毒
牒
の
後
漢
需
か
ら
は
本
来
の
材
料
を
潤
色
し
て
文
を
改
め
る
よ

　
う
に
な
っ
た
こ
と
、
殊
に
披
は
余
程
の
名
分
家
で
あ
っ
た
の
で
原
交
を
暑

　
ぎ
か
え
た
所
が
多
か
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

⑳
　
前
掲
拙
稿
「
卑
弥
呼
等
倭
の
女
王
国
王
の
共
立
」
頁
一
三
九
以
下
。
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korurn　Pass　route　from　Yarkand　to　Leh　and　Srinager，

　The　political　aBd　social　reforms　in　countries　east　and　west　of

the　Pamirs　tool〈　place　after　the　Soviet　Revolution，　and　the　road

and　trafllc　coRditions　have　changed　unimaginably　greatly，　so　I

have　to　linait　the　scepe　of　the　paper　to　the　mountain　paths　in　the

Pamirs　at　the　time　of　1910s，　which　seem　almost　tmchaBged　since

the　prehistoric　ages．

’FQ．　llowing　of　the　Writing　Forms　of　Ways　and　DistaRces

of　the　ChroRicle．of　FormerHan前漢書Ts’ien－han－shzt

　　　　　　　　　iR　W「ei－chih－wo・ブeAn－ch’uan秀慧志．倭人伝

　　　　by

Kenji　Maki

　The　records　about　the　roads　in　the　Wei－chih－woV’en－ch’uan魏志

倭人伝have　been　interpreted　at　random，　with　sQme　contradiction

and　incomprehensibility　by　sclaolars．　But　as　every　part　of　these

records　were　written　aftet”　the　certain　writing　forms，　we　cannot

read　tliem　so　freely．　That　is，　they　ran　after　those　of　tlie　Ts’ien－

han－shu前漢書．

　　In　the　fours　tates　from　Tsushima対馬to君。　I’Jii・者繕the　continuing

writing　style，　which　was　of　used　in　the　chapter　of　Yueh．ti鯉．地of

Ti－li－chih地理．志Ts’ien－han－shbl前漢書，　was　followed．　The　articles

in　the　four　states　beyonci　fro　were　written　following　the　’form　used

in　the　Si－yu－ch’Nan西域伝of　the　same　book、“Ten　days　by　water，

oRe　month　by　lalld”show＄the　two　different　ways　to　Yamatai邪

1鴇台from　Ito　as　the　starting－point．

　．The　relation　between　Yamatai　and　Qbleen　state女王國and　the

meaning　of　“　the　brief　descriptions　of　number　of　houses　and　ways

and　distances，’can　be　u貸derstood　by　consulting　the　Si一ニソu曹。海’zean爾

域伝，and　that　of　the　description“north　of　Queen　state”by　coll－

sulting　theハJan・ma］z－ch’zv．an南蛮伝．　And　these　i！ユterpreねti6ns　coi！1－

cide　with　the　study　on　leagal　nature　of　Queen　state　or四∂一んκo弓田i．

　　From　these　interpretations，　xve　tmderstand　the　inisreading　about

the卿∂夷鷲一6海’％翻倭人伝is　derived　from　the　descri．ption　of　Wo倭

of　the　Ho　zt－han・shu後漢書，　the　next　old　book　concel・ning　Wo　after

Wei－chih　魏志．
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