
原
文
に
忠
実
な
魏
志
倭
人
伝
の
解
読

後
漢
書
の
倭
国
観
の
誤
謬
を
重
点
と
す
る
研
究

牧

健

二

原丈に忠実な魏志倭入債の解読（牧）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
【
要
約
U
　
こ
の
論
文
の
醸
的
は
、
魏
略
・
魏
志
と
共
に
原
始
倭
人
飯
研
究
の
綴
本
史
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
後
懸
盤
倭
低
の
野
畑
観
が
魏
志
倭
人
伝

　
の
難
解
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
従
来
の
倭
人
伝
解
釈
が
基
本
的
な
点
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
な
ら
し
め
、
以
て
腺
文
の
文
　
一

∵
攣
句
に
・
萎
襲
を
從
す
・
芝
奪
・
．
享
e
後
肇
倭
奮
を
以
て
講
以
下
三
藷
を
鱗
茎
国
蒙
の
如
・
見
養
福

㎜　

ｱ
と
及
び
そ
の
理
由
を
述
べ
、
次
に
◎
か
よ
う
な
倭
国
観
は
魏
志
倭
人
伝
に
お
け
る
倭
園
に
は
妥
轟
し
な
い
こ
と
を
説
き
、
綬
漢
時
代
の
事
実
と
し
て
も
後

㎝　

ｿ
書
の
倭
国
観
の
慌
当
性
が
疑
わ
し
い
こ
と
を
薄
し
、
ま
た
女
蚤
國
は
倭
國
の
異
名
で
あ
る
こ
と
を
論
述
す
る
。
進
ん
で
㊨
邪
馬
台
長
を
女
王
国
と
見
る
従

｝
　
来
の
見
解
を
否
定
し
、
従
来
愚
な
わ
れ
た
三
十
許
麟
を
含
む
倭
国
観
と
邪
馬
台
国
且
女
王
園
説
と
対
馬
園
以
下
八
魍
闘
の
行
路
の
連
続
的
読
法
と
の
立
者
が

　
　
「
宙
二
女
慌
閣
一
以
北
」
の
理
解
を
不
慮
能
な
ら
し
め
て
い
る
こ
と
を
指
議
し
た
後
、
㈲
「
自
二
女
王
圏
　
以
北
」
が
不
弥
醒
談
で
の
六
園
の
地
方
で
あ
る
こ
と

…　

�
A
行
賂
記
事
の
解
釈
殊
に
…
戸
数
道
里
の
「
略
載
」
の
意
味
の
究
明
及
び
細
鱗
形
成
の
法
理
上
よ
り
論
証
し
、
最
後
に
爾
倭
人
伝
が
難
解
で
あ
っ
た
理
由
の

　
綜
合
的
説
明
を
、
空
と
し
て
後
漢
書
の
倭
国
観
と
の
対
照
に
お
い
て
行
な
い
、
倭
人
伝
が
何
を
以
て
戸
数
道
里
記
載
の
需
式
と
し
、
締
を
以
て
倭
国
形
成
の
　
へ

　
法
理
と
し
て
い
た
か
と
い
う
規
範
的
認
識
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
後
漢
警
の
諜
謬
を
踏
襲
し
た
こ
と
が
従
来
の
研
究
の
欠
陥
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
中
に
含
ま
し
め
、
対
馬
国
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
八
顯
の
各
国
問

　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
行
路
の
記
事
を
全
部
達
続
せ
し
め
て
読
み
、
ま
た
卑
弥
呼
が
隔
王

　
魏
志
倭
人
伝
の
解
読
は
今
臼
依
然
と
し
て
い
わ
ゆ
る
近
畿
説
と
九
　
　
で
あ
っ
た
女
王
国
を
邪
石
台
掴
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
邪
繁
藤
園
の

州
説
と
に
分
か
れ
て
定
説
を
み
な
い
。
両
説
は
共
に
、
対
馬
国
以
下
　
　

位
縫
を
求
め
る
上
で
、
近
畿
説
は
原
文
に
は
南
と
あ
る
方
角
を
葉
に

国
名
の
明
ら
か
な
三
十
国
か
ら
面
影
圏
を
除
い
た
二
十
九
限
を
倭
濁
　
　
か
え
、
九
州
説
は
方
角
は
南
に
向
か
う
が
最
後
の
邪
馬
台
薗
へ
の
陸

1　（！）



行
一
月
勧
一
B
に
改
め
る
。
だ
か
ら
両
説
共
に
原
文
に
変
翼
を
撫
え

て
読
む
の
で
あ
っ
て
、
原
文
に
対
し
て
忠
実
な
読
み
方
だ
と
は
云
え

な
い
。
之
に
対
し
伊
都
国
以
後
の
記
事
に
つ
い
て
、
榎
教
授
の
列
挙

的
読
法
が
新
説
と
し
て
提
出
さ
れ
た
が
、
邪
馬
台
の
位
置
と
の
関
係

に
お
い
て
矛
盾
す
る
の
で
、
折
角
の
新
説
だ
が
成
立
し
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
わ
け
で
β
本
に
関
す
る
中
国
の
最
古
の
詳
細

で
且
つ
最
も
信
用
す
る
に
足
り
る
費
重
な
史
．
料
を
利
用
し
う
る
に
至

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
淘
に
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
倭
人
伝
に
は
た
と
い
事
実
の
記
載
に
誇
張
が
あ
り
、
何
程
か
日
本

の
地
理
の
実
状
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
文
章
そ
の

も
の
は
読
め
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
し
、
そ
の
内
客
も
不
可
解
な

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
方
角
で
も
訪
露
で
も
原
文
の
文
字
ど
お
り
に

読
ん
で
、
筋
の
と
お
っ
た
第
三
世
紀
の
倭
人
の
衆
慮
と
社
会
と
の
叙

述
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
で
あ
ろ
う
。
倭
人
伝
な
忠
実
に
原

文
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
読
む
解
読
の
途
は
ど
こ

に
在
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
約
十
三
年
前
か
ら
倭
人
俵
に
と
り
く
み
、
そ
の
字
句
の
一

つ
一
つ
を
詳
し
く
吟
味
し
、
且
つ
倭
人
伝
を
台
ん
で
い
る
魏
志
の
烏

丸
鮮
卑
－
東
｛
夷
伝
の
諸
糠
喜
族
に
関
す
る
記
述
及
び
三
園
志
に
お
け
る

聡
係
あ
る
出
語
の
銃
用
法
に
照
ら
し
て
、
倭
人
伝
の
高
し
い
雛
解
を

深
め
る
よ
う
に
努
め
た
。
そ
う
し
て
や
っ
と
一
昨
年
i
九
六
一
じ
の

、
初
に
な
っ
て
原
文
に
対
す
る
忠
実
な
読
み
方
に
到
達
し
た
と
信
ず
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
倭
人
伝
の
行
路

に
関
す
る
原
文
は
、
前
…
漢
書
の
地
理
志
・
賑
域
伝
・
西
窮
夷
伝
に
使

用
さ
れ
て
い
た
行
路
記
事
の
書
式
に
従
う
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

殊
に
西
域
伝
に
お
け
る
各
国
に
関
す
る
戸
数
道
璽
の
書
式
を
採
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
管
見
に
よ
れ
ば
、
倭
人
伝
に
お
い
て
倭
国
と

称
ば
れ
て
い
る
溺
家
は
諸
国
が
共
岡
し
て
そ
の
国
王
を
立
て
た
連
合

閣
蒙
で
あ
っ
て
、
女
王
園
と
い
う
の
は
倭
照
の
異
名
で
あ
る
が
、
倭

国
の
園
制
を
正
確
に
誌
識
す
る
こ
と
は
、
　
「
自
論
女
王
国
一
以
北
」
の

位
置
及
び
倭
人
伝
の
諸
国
間
の
行
路
に
関
す
る
記
事
を
正
し
く
解
読

す
る
た
め
に
最
・
も
必
要
な
条
件
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
一

九
六
二
年
の
九
月
号
の
本
誌
に
発
表
し
た
「
魏
々
倭
人
伝
に
お
け
る

前
漢
書
の
道
熟
覧
書
式
の
踏
襲
」
と
題
す
る
拙
稿
は
主
と
し
て
上
記

の
書
式
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
女
王
岡
は
倭
国
の
異

名
で
あ
っ
て
、
古
来
の
伝
統
的
確
信
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
邪
馬
台

南
が
女
王
国
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
根
本
灼
に
誤
っ
て
い
る
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
は
ま
だ
満
足
な
説
明
を
行
な
吟
て
い
な
い
。

2　（2＞



源突に忠実な魏志倭入償の解読（牧：）

そ
の
上
に
倭
人
伝
に
関
す
る
解
釈
上
の
錯
誤
と
轡
型
と
が
、
魏
略
・

銀
鱗
が
書
か
れ
た
後
百
数
十
年
後
に
撰
ば
れ
た
第
三
の
書
で
あ
る
後

漢
書
の
倭
伝
に
お
け
る
倭
国
に
関
す
る
認
識
に
お
い
て
早
く
も
既
に

そ
の
端
を
発
し
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
後
漢
書
が
倭
人
伝
の
解
釈
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
け
そ
れ
だ
け
多
く
、
魏
志
倭
人
伝
の

原
文
に
対
し
て
忠
実
な
解
読
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き
、
特
に
検
討

を
伽
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
論
文

で
は
後
漢
書
倭
伝
に
見
え
る
倭
国
観
を
中
心
と
し
て
、
私
が
正
し
い

と
信
ず
る
倭
人
伝
の
新
解
釈
を
再
論
し
よ
う
と
思
う
、

一
　
後
漢
書
倭
伝
は
対
馬
團
以
下
三
十
三
国
を
倭

国
の
中
に
含
ま
せ
て
い
る
こ
と
及
び
こ
の
倭
團

観
を
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
の
考
察

　
東
ア
ジ
ア
の
先
進
国
民
た
る
中
国
人
が
初
め
て
遠
く
海
を
渡
っ
て

わ
が
倭
人
の
地
に
来
り
、
初
め
て
詳
細
に
彼
等
の
兇
聞
に
入
っ
た
誓

事
の
倭
人
の
社
会
と
国
家
と
に
つ
い
て
記
録
し
た
魏
志
倭
人
伝
は
、

岡
時
に
中
国
人
に
知
ら
れ
て
い
た
地
方
の
倭
人
が
初
め
て
諸
都
族
の

結
合
に
よ
っ
て
統
一
国
家
を
作
り
、
そ
の
君
主
が
使
節
を
中
国
に
派

遣
し
て
、
継
続
的
な
剛
交
を
㈱
始
し
た
こ
と
に
関
す
る
貴
重
な
記
録

で
あ
る
。
だ
か
ら
戦
後
日
本
国
象
の
起
源
に
関
す
る
自
由
数
研
究
が

開
か
れ
る
と
、
倭
人
伝
研
究
が
旺
ん
に
な
っ
た
の
は
至
っ
て
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
貴
重
な
文
献
が
今
日
に
至
る
も
不
可
解
の

書
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
女
王
卑
弥
呼
の
謎
が
解
け
な
い
と
い
う
こ

と
は
惜
し
ん
で
も
余
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
謎
は
解
か
れ

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
・
一
9
に
倭
人
伝
に
関
す
る
不
可
解
の
原
因
は
、

我
執
が
従
来
当
然
正
し
い
と
信
じ
て
き
た
解
物
か
に
つ
い
て
、
意
外

に
も
そ
の
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
誤
っ
た
前
提
を
許
し

た
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
解
読
の
曙
光
を
見
な
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で
な
い
と
、
わ
れ
わ
れ
が
い
つ
ま
で
も

女
王
卑
弥
呼
の
鬼
道
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

私
は
伊
都
圏
以
後
の
残
余
里
数
が
干
五
百
虫
で
あ
り
、
そ
れ
は
倭

人
伝
で
は
一
重
（
壱
岐
）
か
ら
園
山
（
松
浦
）
を
経
て
伊
都
（
恰
土
）

に
至
る
ま
で
の
短
距
離
で
あ
る
か
ら
、
伊
都
岡
か
ら
南
方
の
邪
馬
台

国
に
至
る
ま
で
の
千
五
百
里
の
行
路
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
一
致
す

る
よ
う
な
解
釈
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
て
多
年
研
究
を
積
ん
だ
。
そ

う
し
て
そ
の
結
果
、
従
来
の
倭
人
伝
の
解
釈
は
三
つ
の
塞
本
的
な
読

み
方
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
三
つ
が
い
ず
れ
も
誤
ま
つ
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て
い
る
こ
と
な
知
っ
た
澄
ま
た
こ
の
譲
解
の
発
熱
と
存
続
と
に
は
、

後
灘
簿
記
伝
の
初
に
嶺
て
い
る
倭
園
慨
観
が
或
は
岡
惚
と
な
り
、
或

ぼ
支
配
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
だ
か
ら
こ
こ
に
そ
れ
に

つ
い
て
述
。
へ
よ
・
り
・
ζ
物
心
・
り
。
　
蕉
し
い
鯛
説
み
添
地
、
は
鴬
漸
闘
士
心
が
晶
朗
吟
灘
同
の

次
に
盤
か
れ
た
断
層
史
で
あ
り
、
本
誌
一
昨
年
の
九
廻
号
の
拙
稿
「
魏

廓心

`
人
転
に
お
け
・
る
晶
濁
漢
霊
酬
の
道
里
等
輔
記
轟
艦
勲
論
式
の
踏
鵬
帆
偏
　
で
述
べ

た
と
解
り
、
魏
憲
倭
人
伝
は
前
漢
書
の
地
理
志
・
西
域
伝
・
西
晦
国

璽
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
戸
数
道
里
等
記
載
の
書
式
に
則
と
っ
て
書

か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
倭
人
．
伝
難
解
の
焦
点
た

る
対
馬
醗
か
闘
魂
馬
台
岡
に
灘
る
ま
で
の
行
路
記
事
を
そ
れ
に
従
う

て
読
め
ば
、
前
掲
の
繭
方
雪
気
斎
灘
の
行
路
に
つ
い
て
の
解
明
は
も

と
よ
の
、
他
に
従
来
白
銀
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
笹
分
に
お
い
て
存

謝
す
る
重
要
な
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
倭
入
伝
に
関
す

る
宿
年
の
疑
問
が
初
め
て
氷
解
す
る
と
信
ず
る
に
至
っ
た
。

　
さ
て
慧
一
つ
の
伝
統
約
に
基
本
的
な
読
み
方
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、

舛
馬
か
ら
邪
馬
台
ま
で
八
國
の
悶
の
行
路
の
記
審
を
連
続
的
に
読
ん

r
で
き
た
こ
と
。
第
一
一
に
、
邪
馬
台
爾
を
女
王
国
と
同
視
し
て
き
た
こ

と
．
第
三
に
、
対
馬
園
以
下
倭
入
伝
に
閾
葛
が
明
ら
か
な
三
ナ
隔
か

　
　
　
ゆ

膨
狗
奴
園
を
線
い
た
二
十
九
爾
を
全
部
倭
欄
の
構
成
幽
と
見
て
き
た

こ
と
、
以
上
の
叢
つ
で
あ
る
翰
管
穐
で
は
こ
の
隙
つ
の
読
み
芳
は
す

。
へ
て
湘
賦
っ
て
い
る
と
一
ム
わ
ざ
る
か
｝
え
な
い
程
か
、
　
こ
こ
で
ひ
レ
し
つ
審
音
心

な
要
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
は
誤
っ
た
読
み
方
で
あ
る
に
か
か
わ
ら

ず
、
原
文
の
文
墨
や
文
体
を
深
く
吟
撫
し
数
い
で
普
通
に
読
む
と
、

誰
が
読
ん
で
も
い
か
に
も
自
然
約
に
受
け
と
れ
る
読
み
方
で
あ
る
上

に
、
三
者
は
互
に
梢
依
り
枳
扶
け
る
桐
互
連
関
の
関
係
に
立
っ
て
い

る
の
で
、
誤
が
見
つ
か
り
に
く
い
表
現
に
な
や
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
特
に
第
一
の
連
続
的
読
み
方
は
最
も
融
然
的
な
読
み
方
の

如
く
に
眼
に
映
ず
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
倭
人
伝
の
原
文
で
は
紐
レ
都
…
悶

を
経
て
大
体
南
…
北
に
わ
た
る
線
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
第
三
の
対
馬
圓

以
下
二
十
九
国
が
倭
鼠
を
構
成
す
る
と
云
う
読
み
方
と
一
見
し
て
矛

盾
な
く
結
び
つ
き
う
る
と
感
じ
ら
れ
る
上
に
、
第
二
の
邪
馬
台
園
嚢

女
王
国
の
読
み
方
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
女
王
の
都
す
る
国
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も

然
女
王
国
だ
と
云
っ
て
よ
い
と
思
え
る
の
で
、
「
霞
轟
女
王
圏
槻
以
北
」

、
、
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
、
、
　
、
、
、
、
、
、

の
請
圏
の
位
概
を
考
定
す
る
に
当
た
り
、
　
「
以
北
」
と
い
う
文
字
は
、

う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
エ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
め
　
　
　
も
　
　
　
わ
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も

行
路
記
事
を
右
の
如
く
爾
北
に
か
よ
う
一
線
上
に
お
い
て
読
む
と
き

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
つ
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

に
最
も
よ
く
読
め
る
と
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
二
つ

の
読
み
方
の
閲
に
お
け
る
照
覧
連
関
の
関
係
は
第
二
か
ら
も
鱗
瓢
二
か

ら
も
惑
え
る
。
だ
か
わ
も
し
第
一
の
行
路
の
読
み
方
に
つ
い
て
～
伊

4cり



原窯に忠実な魏志戴／父微の解読（牧）

都
門
闘
か
ら
先
は
こ
⇔
月
虹
を
起
占
…
と
し
て
各
隔
別
に
列
挙
的
に
曲
説
、
む
べ

き
だ
と
す
る
新
説
が
出
て
も
、
農
工
と
第
三
の
読
み
方
が
旧
説
の
ま

ま
だ
と
、
そ
れ
ら
が
応
援
す
る
の
で
折
角
の
新
説
が
後
述
の
と
お
り

救
い
が
た
い
矛
盾
に
陥
る
の
で
あ
ら
た
。

　
そ
の
上
に
右
の
読
み
方
は
後
漢
書
の
支
援
を
え
て
い
る
の
で
強
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
リ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

自
僑
を
有
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
前
記
第
三
の
対
馬
国
以
下

も
　
　
　
い
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ

ニ
十
九
限
を
倭
岡
の
中
に
含
ま
せ
る
読
法
は
、
後
漢
書
倭
伝
に
お
け

し
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
る
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
や

る
倭
国
観
が
倭
人
の
三
十
畜
力
を
す
べ
て
大
倭
王
の
下
に
統
合
さ
れ

へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
る
　
　
　
も
　
　
　
も

て
い
た
と
し
て
い
る
の
に
、
恰
も
一
致
し
た
読
み
方
で
あ
る
。
後
漢

馨
は
第
二
～
三
糧
紀
の
倭
人
の
社
会
と
園
家
と
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
魏
略
や
魏
志
ど
相
並
ん
で
重
宝
が
ら
れ
て
き
た
本
で
あ
る
。
そ

の
撰
述
の
年
代
は
類
書
の
撰
述
か
ら
百
数
十
年
を
下
っ
・
て
い
て
も
、

歴
代
に
お
い
て
は
後
漢
は
鳴
兎
の
魏
に
先
き
ん
ず
る
の
で
、
史
料
の

吟
味
を
今
β
ほ
ど
や
か
ま
し
く
云
わ
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
古
い
倭

人
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
後
漢
書
の
方
を
魏
志
よ
り
も
重
ん
じ

た
ほ
ど
で
あ
る
。
今
日
で
竜
後
漢
書
倭
伝
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る

貴
重
な
史
料
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
部
分
は
大
切
な
史
料
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
倭
伝
の
初
に
見
え
る
倭
の
三
十
許
国
全
部
を
倭
国
の
中
に

含
ま
し
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
逐
次
説
き
明
か
す
よ
う
に
後
漢
時

代
の
史
実
と
い
・
り
融
磐
か
・
り
考
え
て
も
明
ら
か
に
賦
鮫
聡
視
さ
ヴ
導
べ
・
さ
鴇
慰

み
方
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
魏
志
倭
人
伝
の
読
表
に
書
し
て
ま
で

そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
誘
発
し
又
は
誤
っ
た
読
み
方
を
支
持
す
る
桝

料
に
な
っ
た
の
で
、
従
来
そ
れ
が
長
く
倭
人
伝
の
正
し
い
解
釈
を
妨

げ
て
来
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
云
え
る
か
。
ま
ず
後
漢
書

倭
伝
の
倭
国
観
か
ら
吟
味
し
ょ
う
。

　
後
漢
書
東
夷
伝
中
の
倭
に
関
す
る
部
分
は
魏
志
倭
人
伝
に
比
べ
る

と
遙
に
簡
略
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
文
の
初
に
見
え
る
倭
岡

の
体
制
に
関
す
る
概
説
は
、
倭
人
伝
の
解
釈
の
た
め
に
参
考
に
な
る

有
要
な
記
述
だ
と
し
て
重
宝
が
ら
れ
て
き
た
。
　
「
倭
は
韓
の
東
「
南
大

海
の
中
に
在
り
。
山
島
に
依
っ
て
属
を
為
す
。
凡
そ
百
余
園
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　

三
夕
朝
鮮
を
滅
ぼ
し
て
よ
り
、
使
凝
し
て
漢
に
通
ず
る
者
三
十
許
　
国
。

　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
o
亀

国
祷
王
を
称
し
、
世
世
統
を
伝
う
。
そ
の
大
倭
蓋
は
邪
馬
台
国
に
居

る
」
。
　
こ
の
概
説
の
「
漢
に
通
ず
る
者
三
十
許
園
」
ま
で
は
、
　
従
来

の
通
説
ど
お
り
、
前
漢
書
と
魏
略
や
魏
志
の
文
戸
を
混
訂
し
て
作
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
「
国
皆
王
を
称
し
、
世
世
統
を
伝
う
」
の
申
の
「
世

世
統
を
伝
う
」
も
ま
た
伊
都
国
王
に
関
す
る
魏
略
や
魏
志
の
文
を
参

出
4
3
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
そ
の
大
倭
王
は
邪
馬
台
國
に
居
る
」
と

あ
る
の
が
、
倭
人
伝
に
お
け
る
「
郵
漸
漸
繭
、
女
王
の
画
す
る
所
な

r」　（or）



り
」
に
漁
た
る
叙
述
で
あ
る
こ
と
墜
ム
う
ま
で
も
な
い
、
だ
が
後
漢

書
の
こ
の
広
庭
概
説
に
は
満
濃
轡
が
魏
略
や
爾
志
を
材
料
に
し
て
、

三
岡
時
代
よ
り
前
の
後
漢
時
代
の
獣
畜
を
逆
推
的
に
書
い
て
い
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
歴
史
記
述
の
態
度
に
お
け
る
特
色
が
存
灘
す
る
の

・
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
ま
た
逆
に
心
志
倭
人
伝
の
解
釈
に
参
考
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
湯
掛
は
ま
ず
後
漢
魯
の
こ
の
記
述
は
魏
略
や
腰

回
に
対
す
る
後
漢
書
の
解
釈
を
宮
詣
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
深
く
留
意
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
後
漢
書
は
面
罵
や
魏
略
を
材
料
に
し
て
後
漢
時
代
の
こ
と
を

坐
い
た
の
だ
と
云
う
の
か
。
そ
れ
は
後
漢
書
縞
馬
の
内
容
が
、
書
志

や
魏
略
が
倭
に
つ
い
て
徴
え
る
所
と
よ
く
一
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
と
一
致
す
る
よ
り
他
に
途
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
婦
人

が
倭
地
の
地
理
と
倭
人
の
雛
会
と
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
魏
の
衆
初
三
（
二
三
九
）
年
に
埠
弥
呼
が
初

め
て
使
節
を
魏
に
つ
か
わ
し
た
の
に
対
し
、
魏
の
帯
方
郡
の
使
節
が

前
帯
の
詔
慰
を
奉
じ
て
倭
閣
に
詣
り
、
対
馬
・
一
案
・
末
慮
・
伊
都

の
四
魍
の
実
地
へ
足
を
踏
み
入
れ
、
倭
人
の
社
会
や
国
構
の
こ
と
を

初
め
て
、
現
地
に
お
い
て
冤
聞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
か
ら
後
の
こ

と
で
あ
る
、
だ
か
ら
第
三
世
紀
の
初
め
後
漢
が
亡
び
る
ま
で
に
は
、

中
岡
人
憶
倭
心
や
倭
人
に
つ
い
て
は
甚
だ
無
知
で
あ
ウ
た
、
漢
に
朝

貢
し
た
奴
圏
や
餅
都
園
な
ど
の
使
者
や
遜
交
の
た
め
に
や
っ
て
き
た

そ
の
他
の
倭
人
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
雑
聞
す
る
所
は
あ
っ
た
に
繕
違
な

い
が
、
後
漢
書
の
内
鞘
が
そ
れ
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、
魏
志
や
魏

略
を
主
要
な
根
本
史
料
に
し
て
い
る
こ
と
は
内
容
か
ら
考
え
て
疑
が

な
い
。
そ
う
し
て
魏
志
倭
入
伝
に
は
毒
婦
は
園
初
か
ら
七
八
十
年
た

つ
と
大
乱
に
賄
っ
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
後
漢
書
は
こ
の
大
乱
を
桓
・

霊
爾
帝
の
頃
な
り
と
し
、
更
に
流
布
本
に
は
安
帝
の
永
初
元
（
一
〇

七
）
年
に
倭
国
王
帥
升
等
が
生
口
百
六
十
人
を
献
じ
て
請
見
を
願
う

た
と
書
い
て
い
る
か
ら
、
倭
園
を
そ
の
頃
に
成
立
し
た
竜
の
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
◎

て
い
た
よ
・
一
3
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
東
夷
伝
に
倭
国
を
灘
癬
く
と
き

に
は
、
こ
の
辺
の
推
定
を
亀
と
に
し
て
書
い
た
も
の
と
思
う
。

　
な
お
後
漢
書
は
帰
朝
宋
の
公
認
が
左
遷
さ
れ
て
丹
陽
郡
の
太
守
で

あ
っ
た
時
、
策
漢
に
関
す
る
諸
書
を
集
め
、
そ
れ
わ
を
比
較
鮒
照
し

取
捨
し
て
撰
述
し
た
本
で
あ
る
。
彼
以
前
起
東
六
斎
認
以
下
数
十
象

が
後
漢
の
歴
史
を
書
い
て
い
た
と
い
わ
れ
、
後
漢
轡
と
名
づ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
本
も
沢
山
爾
て
い
た
か
ら
、
既
に
そ
れ
わ
の
編
集
書
に
お
い
て
倭

圏
に
関
し
後
漢
書
駅
伝
の
前
記
の
倭
圏
概
説
と
隅
一
内
容
の
記
事
が
、

魏
志
や
三
略
な
ど
を
材
料
に
し
て
諜
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

6　（6）



心乱に忠実な魏恋倭人伝の解読（牧）

両
鐙
以
外
に
倭
に
つ
い
て
書
い
た
原
艶
治
が
な
か
っ
た
と
は
断
…
嘉
し

え
な
い
が
、
後
漢
書
倭
伝
を
見
た
と
こ
・
り
で
は
特
に
変
白
、
た
も
の
が

あ
っ
た
と
は
思
え
ぬ
。
そ
う
し
て
苑
嘩
は
既
存
の
編
集
書
を
用
い
、

そ
れ
ら
か
ら
取
捨
し
て
倭
伝
を
書
い
た
の
で
あ
り
、
試
み
ず
か
ら
言

上
や
叢
話
を
利
醸
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
は
そ
れ
だ
け
の
余
裕

も
数
く
、
倭
国
に
つ
い
て
特
に
そ
れ
だ
け
の
熱
隔
心
を
持
ち
合
わ
せ
て

は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
後
漢
書
倭
鞍
の
倭
薗
海
上
が
、
後
漢
時
．
代
に
倭
国
に
は
一
二
十
許
園

あ
っ
て
各
照
一
に
は
皆
世
襲
の
王
が
あ
り
、
邪
露
台
図
の
朗
話
が
彼
等

の
上
に
立
っ
て
い
た
と
書
い
て
い
る
の
は
、
も
と
の
材
料
が
魏
志
倭

人
伝
又
は
そ
の
種
本
で
あ
っ
た
魏
略
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
既
考
の

と
黙
り
だ
が
、
な
ぜ
三
十
許
照
に
皆
王
が
あ
る
と
云
っ
た
の
か
が
問

題
で
あ
る
。
魏
略
や
魏
志
で
倭
国
に
属
す
る
国
は
濡
鼠
の
明
ら
か
な

三
十
圏
か
ら
女
王
国
の
敵
で
あ
っ
た
狗
奴
国
を
の
ぞ
い
た
二
十
九
国

で
、
そ
れ
が
後
漢
書
の
三
十
照
雨
に
桐
戻
す
る
が
、
重
曹
倭
人
伝
で

は
こ
の
中
で
国
王
の
あ
る
こ
と
明
白
な
の
は
伊
都
・
邪
馬
台
の
二
国

の
み
で
あ
る
。
行
路
の
記
載
あ
る
八
国
中
の
海
国
ま
で
は
窟
の
み
で

王
は
な
い
。
記
載
の
な
い
末
慮
国
も
官
の
み
だ
っ
た
と
思
う
。
繋
馬

馬
爪
下
賜
娼
の
明
わ
か
な
二
十
一
騨
に
つ
い
て
は
王
名
も
宮
名
も
書

か
れ
て
い
な
い
．
“
〈
れ
だ
の
に
後
漢
警
は
な
ぜ
三
十
詳
審
皆
瀬
窟
り

と
書
い
た
の
か
。
ま
ず
之
が
問
題
に
な
る
点
だ
が
、
後
漢
書
も
ま
た

魏
志
と
同
様
に
倭
国
が
大
乱
の
後
、
女
王
卑
弥
呼
を
諸
閣
が
共
に
立

て
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
漢
書
は
倭
国
が
卑
・
弥
呼
な

ど
倭
国
の
国
王
を
「
共
に
立
て
た
」
諸
国
か
ら
成
り
立
つ
た
隔
で
あ

る
こ
と
、
及
び
そ
れ
ら
の
国
は
倭
園
王
を
共
同
し
て
立
て
た
の
だ
か

わ
、
当
然
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
薫
を
有
す
る
国
で
あ
っ
た
の
に
相
違
な
い

こ
と
、
こ
の
二
つ
の
推
両
疋
を
行
y
な
っ
て
い
た
の
に
違
い
な
か
ろ
う
。

だ
か
ら
、
た
と
い
漁
師
の
倭
人
伝
や
魏
略
な
ど
に
、
明
か
に
王
の
な

い
数
濁
の
名
が
見
え
て
い
て
も
、
そ
れ
は
魏
の
時
代
の
こ
と
で
あ
っ

て
後
漢
時
代
の
こ
と
で
は
な
い
。
後
漢
時
代
の
卑
弥
呼
の
時
代
に
は

一二

¥
富
国
に
皆
王
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
よ
し
た
と
い
そ
の
頃
は

王
の
な
い
国
が
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
七
八
十
年
前
倭

国
が
で
き
た
当
初
に
は
ど
の
国
に
も
王
が
あ
っ
た
の
に
相
違
な
か
ろ

う
と
い
う
よ
う
な
推
定
を
し
て
い
た
も
の
と
購
う
。

　
だ
か
ら
こ
の
点
に
お
い
て
後
漢
誰
は
舌
痛
や
無
菌
を
材
料
に
し
な

が
ら
、
そ
れ
ら
に
見
え
る
倭
国
と
は
異
な
っ
た
状
態
の
毒
筆
の
存
在

を
後
漢
時
代
の
も
の
と
し
て
推
定
し
て
い
た
わ
け
．
だ
が
、
そ
れ
な
ら

ば
な
ぜ
魏
の
遷
代
に
は
嘗
あ
っ
て
王
な
き
獺
が
で
き
て
い
た
の
か
と
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い
う
疑
問
に
答
え
る
だ
け
の
準
備
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
な
の
か
と
云
う
と
、
後
漢
書
は
倭
国
王
の
共

立
を
永
続
的
に
行
な
わ
れ
た
連
邦
王
の
共
立
の
如
き
も
の
と
は
見
て

い
表
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秦
を
討
つ
た
め
に
瓢
起
し
た
楚
の
項
羽

は
、
項
梁
と
共
に
懐
王
を
擁
し
て
挙
兵
し
た
が
、
項
梁
の
死
後
彼
に
代

っ
て
楚
軍
を
率
い
た
。
そ
の
時
諸
将
は
共
に
項
羽
を
立
て
て
仮
の
上

将
軍
に
し
た
。
ま
だ
懐
王
の
命
を
え
て
い
な
い
の
で
仮
と
云
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　

だ
が
、
前
漢
書
項
謬
伝
に
は
、
「
（
諸
将
）
相
与
し
て
共
に
羽
を
立
て

て
仮
の
上
将
軍
と
な
す
」
と
見
え
る
。
そ
の
幽
幽
の
権
威
益
々
加
わ

っ
て
西
楚
の
覇
王
と
な
る
や
、
彼
は
田
の
六
国
の
子
孫
や
功
臣
た
ち

を
各
地
に
分
封
し
て
王
と
な
し
、
自
ら
も
隠
避
を
領
し
た
。
後
漢
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
は
倭
麟
王
の
共
立
を
こ
の
項
羽
の
共
立
に
似
た
も
の
と
考
え
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
共
立
と
は
云
っ
て
も
盟
主
で
あ
る

厩
熱
台
国
王
は
大
倭
王
で
あ
り
、
倭
国
は
封
建
三
家
か
大
王
困
　
家
の

類
で
、
大
倭
王
は
彼
を
共
立
し
た
諸
国
の
上
に
立
っ
て
彼
等
を
支
配

し
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
意
に
反
す
る
王
や
弱
い
王
を
逐
次
た
お
し

て
彼
の
統
一
王
国
を
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
よ
う
に
考
え

　
　
　
　
　
　
，
④

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
漢
の
光
武
帝
か
ら
金
印
を
賜
わ
っ
た
倭
の

奴
国
王
を
倭
鷹
の
極
南
界
に
あ
る
と
し
た
の
は
、
伊
都
圏
の
次
の
丁

数
は
群
数
二
万
の
大
閣
で
は
あ
る
が
．
官
の
み
あ
ウ
て
王
が
な
い
．

密
は
倭
濁
（
女
王
認
）
の
宮
で
あ
る
。
だ
が
光
武
帝
か
ら
金
印
を
賜
わ

っ
た
ほ
ど
の
圏
が
魏
の
時
代
と
は
い
え
、
倭
岡
王
の
属
瞬
に
な
っ
た

り
す
る
ほ
ど
貧
弱
な
国
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
斯
馬
園
以
下
二
十
一
照

の
最
後
に
芯
無
が
見
え
る
が
、
そ
れ
こ
そ
は
金
印
の
奴
髭
で
あ
り
、
倭

国
王
卑
弥
呼
等
の
共
立
に
参
観
し
た
王
岡
だ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
が

後
漢
書
が
金
印
の
奴
国
を
倭
闘
の
面
訴
界
．
だ
と
書
い
た
理
由
だ
ろ
う

が
、
こ
の
考
え
方
が
倭
国
王
の
地
億
を
以
て
、
諸
濁
か
ら
共
立
は
さ

れ
て
も
そ
れ
は
名
の
み
に
と
ど
ま
り
、
気
に
く
わ
ぬ
国
や
弱
い
国
を

倒
お
す
こ
と
の
で
き
る
大
王
国
家
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
証

　
　
　
　
⑤

拠
だ
と
思
う
。
殊
に
後
漢
書
の
撰
者
翼
々
は
倭
の
熟
眠
の
時
代
の
宋

に
属
す
る
か
む
、
大
和
の
倭
網
へ
の
連
想
が
魏
略
∴
魏
志
の
倭
羅
に

も
及
ぼ
さ
れ
、
倭
麟
観
を
支
配
し
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
う
る

　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
倭
国
工
の
共
立
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

倭
国
の
建
設
か
ら
卑
弥
呼
を
経
て
参
与
に
至
る
ま
で
す
べ
て
連
合
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
、
、
、
、

巨
魚
即
ち
複
合
国
家
即
ち
連
邦
の
盟
主
の
共
立
で
あ
っ
た
。
盟
主
が
倭

　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ら
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

国
内
の
気
に
く
わ
ぬ
国
や
弱
い
　
困
を
次
々
に
た
お
し
う
る
単
一
国
家

　
も
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
つ
　
　
つ
　
　
う
　
　
り
　
　
つ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
う
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
で
　
　
ヤ
　
　
ヤ

た
る
封
建
国
象
や
大
毒
懸
魚
に
な
る
吋
能
性
の
な
い
も
の
で
あ
り
、

　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
き
　
　
を
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
し
　
　
ち
　
　
へ
　
　
も

そ
の
反
対
に
陥
皿
主
の
や
り
方
が
悪
い
と
内
乱
に
騙
…
り
や
す
く
、
台
与
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
⑧

　
　
の
後
は
次
第
に
分
裂
解
体
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
後
漢
潜
は
魏
略
や
魏
志
の
類
を
材
料
に
し
て
独
自
の
解
釈
を
下
し

　
　
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
魏
志
倭
人
伝
を
本
に
し
て
後
漢
書
の

　
　
倭
園
観
の
当
否
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
志
倭
人
伝
を
正
し

　
　
く
解
釈
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
吟
味
が
ぜ
ひ
と
も
必
要

　
　
な
の
で
あ
る
、
そ
の
一
つ
は
後
漢
書
の
倭
国
観
は
後
漢
時
代
の
倭
国

　
　
の
全
署
に
つ
い
て
果
た
し
て
正
し
い
見
解
を
立
て
て
い
る
か
ど
う
か

　
　
に
つ
い
て
の
吟
味
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
後
漢
書
の
倭
国
観
は
そ
れ

　
　
を
魏
志
倭
人
伝
の
解
釈
の
た
め
、
ど
の
程
度
に
参
考
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
漢
時
代
の
倭
に
つ
い
て
書
く
の
が

　
　
後
漢
書
倭
伝
の
な
し
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
中
に
魏

物
　
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
知
れ
た
こ
と
を
詳
し
く
書
く
わ
け
に
は
い

派　
　
か
な
か
っ
た
。
例
え
ば
伊
都
国
は
魏
の
郡
使
が
倭
と
の
往
来
に
常
に

　
ゆ
　
駐
ま
る
所
で
、
魏
∵
帯
方
郡
及
び
韓
と
倭
と
の
外
交
の
要
地
で
あ
っ
た

ψ測
　
、
と
か
、
女
王
照
は
伊
都
園
に
一
大
率
を
置
い
て
「
女
王
国
よ
り
以
北
し

魏
　
の
諸
国
を
検
察
し
た
と
か
と
い
う
が
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
伊

一
碧
照
の
晶
前
後
の
各
国
の
行
路
の
聾
も
灘
ワ
、
わ
け
に
は
い
か
な
か
・

樹
　
た
。
然
る
に
こ
れ
ら
伊
都
闘
に
関
す
る
魏
志
の
記
述
は
、
倭
国
の
構

漱
婆
愛
す
る
走
青
墨
で
あ
る
・
だ
か
羨
に
は
こ
の
二
方

面
か
ら
後
漢
書
的
…
倭
国
観
を
吟
味
し
て
み
ょ
う
。

二
　
後
漢
書
の
三
十
三
国
倭
国
観
を
魏
志
倭
人
転

　
の
倭
国
解
釈
に
採
用
す
る
こ
と
の
困
難
及
び
後

漢
書
の
倭
国
観
そ
れ
虜
体
に
つ
い
て
の
疑
問

　
後
漢
書
は
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
後
漢
時
代
の
史
隻
の
記
録
と
し

て
撰
ば
れ
た
本
だ
か
ら
、
対
馬
国
以
下
三
十
紀
国
に
檀
弓
が
あ
っ
て
、

か
れ
ら
の
上
に
立
つ
大
倭
王
は
那
馬
脚
圏
に
屠
る
と
い
う
倭
国
概
説

は
、
主
と
し
て
卑
弥
呼
共
立
の
原
因
に
な
っ
た
大
乱
以
前
の
倭
国
に

つ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
魏
志
が
伝
え
る
主
と
し
て
卑
弥
呼
以

後
の
倭
国
で
は
な
い
は
ず
だ
と
云
う
こ
ど
が
で
き
る
。
だ
が
現
存
の

後
漢
書
で
も
、
そ
の
撰
定
に
参
考
し
た
類
書
で
も
、
魏
朝
に
な
っ
て

か
ら
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
倭
に
関
す
る
知
識
を
利
用
し
た
も
の

で
あ
る
。
魏
略
・
魏
志
な
ど
魏
の
時
代
の
記
録
を
材
料
に
謎
っ
て
、

卑
弥
呼
以
前
の
男
山
時
代
の
倭
国
を
、
後
漢
書
に
見
え
る
敵
国
や
予

土
国
（
伊
都
園
）
な
ど
国
王
の
あ
っ
た
倭
人
の
諸
国
の
存
在
を
念
頭
に

お
き
な
が
ら
、
逆
推
的
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
魏
志
に
書
か

れ
て
い
る
所
を
見
る
と
、
官
は
あ
る
が
王
の
な
い
圏
が
い
く
つ
も
あ

る
の
で
、
倭
人
伝
を
材
料
に
す
る
以
王
は
二
十
余
業
に
王
あ
り
と
は
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云
え
て
亀
、
一
二
十
許
国
に
皆
野
あ
り
と
云
え
な
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
後
漢
書
の
時
代
だ
っ
て
倭
の
「
三
十
許
国
旗
王
あ
り
」
と
云
え
た

か
ど
う
か
。
頗
る
疑
問
で
あ
る
。
倭
の
面
土
野
即
ち
回
土
（
伊
都
）

国
王
帥
升
以
下
が
生
購
百
六
十
人
を
献
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生
口

の
数
が
頗
る
多
い
の
で
、
之
が
三
十
許
圏
か
ら
成
る
倭
園
の
通
交
だ

ろ
う
と
、
恐
ら
く
後
漢
書
の
想
定
を
促
が
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ

が
こ
こ
に
特
に
伊
都
國
王
の
名
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
国
が
奴

国
と
同
様
に
古
く
か
ら
中
鴎
と
交
通
し
て
い
た
関
係
上
、
倭
濁
の
最

初
の
男
王
が
、
漢
帝
に
対
し
て
請
見
を
願
う
た
外
交
交
渉
に
お
い
て
、

伊
都
再
製
に
委
任
し
て
交
渉
の
任
に
当
た
ら
し
め
た
の
で
、
こ
の
國

王
の
名
が
倭
国
を
代
表
す
る
国
王
の
名
と
し
て
漢
朝
に
伝
わ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
関
係
は
あ
と
ま
で
つ
づ
き
、
魏
の
時
代
の
俳

都
照
は
外
交
上
の
埋
由
か
ら
特
に
国
王
の
名
を
許
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
圏
は
倭
麟
創
設
当
時
か
ら
、
九
州
北
爆
地
方
で
特
に
王

事
を
許
さ
れ
た
例
外
約
存
在
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
魏
志
の
文
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
伊
都
國
王
は
代
々
女
王
國
に
「
統
属
」
す
と
な
っ
て
い
る
。
之
は

倭
國
王
鮪
女
王
国
王
に
隷
属
し
た
国
王
で
あ
り
、
港
津
を
構
成
し
た

国
王
即
ち
連
邦
の
構
成
員
た
る
国
王
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
国
王

と
は
鷺
っ
て
も
自
主
権
を
有
せ
ず
、
ま
た
倭
国
王
の
共
立
に
参
茄
し

　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も

え
な
い
、
名
の
み
の
國
王
に
す
ぎ
な
か
っ
た
．
・
〈
れ
だ
か
ら
紺
馬
・

酔
罵
・
奴
・
豆
倒
な
ど
魏
志
士
人
伝
で
は
王
の
な
い
（
未
盧
も
含
め
）

こ
と
の
明
ら
か
な
、
後
述
の
い
わ
ゆ
る
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
の
諸

国
は
、
た
と
い
後
漢
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
し
て
も
、
凡
て
王
制
の

あ
っ
た
国
と
考
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。

　
次
に
奴
国
で
あ
る
が
後
漢
書
は
後
漢
の
光
武
帝
か
ら
金
印
を
賜
わ

っ
た
倭
の
奴
闘
を
、
早
馬
国
等
二
十
一
箇
翻
列
記
の
最
後
の
奴
剛
だ

と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
前
述
の
傭
く
で
あ
る
が
、
こ
の
想
定
は

も
ち
ろ
ん
誤
っ
て
い
る
。
伊
都
国
の
次
の
奴
旧
四
が
地
理
的
に
も
歴
史

的
に
も
、
倭
人
伝
に
見
え
る
戸
数
か
ら
云
っ
て
も
妥
当
で
あ
り
、
殊

に
光
武
帝
が
与
え
た
金
印
と
考
定
す
べ
き
金
印
が
発
見
さ
れ
た
の
だ

か
ら
、
こ
の
奴
国
に
相
違
な
い
が
、
こ
の
国
は
光
武
帝
時
代
に
は
独

立
の
王
国
だ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
を
経
た
安
帝
の
時
に
は
ど

う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
安
帝
に
対
す
る
生
口
百
六
十
人
進
献
の
時
は

倭
国
は
で
き
て
い
た
と
思
え
る
し
、
後
漢
諮
も
そ
の
積
り
で
書
い
た

の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
時
奴
国
に
は
果
た
し
て
依
然
綱
王
が
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
頗
る
疑
わ
し
い
。
出
国
は
倭
国
の
構
成
國
で
あ
る
ど
こ
ろ

か
、
南
方
の
倭
国
の
攻
撃
を
う
け
て
亡
ぼ
さ
れ
、
倭
濁
の
属
園
に
な

っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
私
は
替
て
中
山
平
次
郎
氏
の
奴
国
の
滅

！0　（10）



上文に忠実な魏憲倭入伝翰解読（牧）

亡
を
推
定
き
れ
た
考
古
学
に
も
と
づ
き
、
こ
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と

　
　
⑭

が
あ
る
。
奴
濁
で
も
伊
都
国
で
も
食
置
倭
人
伝
に
よ
れ
ば
、
後
節
で

詳
述
す
る
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
「
自
二
女
王
騨
一
以
北
」
の
諸
国
中
に
属

し
、
倭
国
即
ち
女
王
園
の
北
方
に
あ
っ
て
倭
国
の
属
国
で
あ
っ
た
か

ら
、
も
ち
ろ
ん
倭
国
の
中
で
そ
の
構
成
国
で
あ
っ
た
り
す
る
は
ず
の

な
い
国
た
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
倭
隔
の
大
乱
以
前
の
後
漢

時
代
で
も
同
様
で
あ
り
、
殊
に
安
帝
の
時
生
口
百
六
十
人
を
進
献
し

だ
倭
の
諸
国
の
中
で
も
、
後
に
女
王
国
と
も
よ
ば
れ
た
倭
国
と
身
悶

の
北
方
の
属
望
地
帯
と
の
区
別
が
既
に
で
き
て
い
た
も
の
と
思
う
が
、
。

後
漢
書
は
い
っ
さ
い
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ず
、
三
十
許
国
に
は

皆
王
が
あ
っ
て
、
邪
馬
台
国
に
い
た
大
倭
王
の
下
に
統
＝
さ
れ
て
い

た
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
聖
書
の
認
識
の
た
め
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
後
漢
漕
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

倭
と
も
倭
国
と
も
よ
び
、
ま
た
従
来
の
魏
志
倭
人
伝
の
解
釈
に
お
い

て
対
馬
闘
以
下
二
十
九
の
園
名
明
ら
か
な
諸
国
の
金
部
を
含
め
て
倭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

国
と
称
ん
で
い
る
地
域
は
、
倭
人
伝
で
は
倭
地
と
い
う
方
が
正
し
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
墨
書
韓
国
を
「
そ
の
北
岸
」
と
書
い
た
の
は

「
倭
の
北
岸
」
で
あ
る
が
、
之
は
「
倭
地
の
北
岸
偏
で
あ
．
っ
て
「
倭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

国
の
北
爆
」
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
「
参
昌
問
築
地
ハ
三
冠
ユ
海
中

空
女
之
上
嚇
章
草
或
連
、
瑚
「
旋
喧
層
下
五
予
余
量
一
」
と
い
う
文
に
翁
い

て
、
無
地
の
長
さ
を
五
千
余
墨
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で

あ
る
。
こ
の
五
千
余
憤
は
こ
れ
ま
で
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帯

方
郡
か
ら
倭
国
の
首
都
の
所
在
地
で
あ
る
邪
馬
台
国
ま
で
の
距
離
一

万
二
干
魚
里
の
中
か
ら
、
国
方
郡
か
ら
狗
邪
韓
国
ま
で
の
七
干
余
璽

を
引
い
た
残
余
の
里
数
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
熱
地
の
北
岸
た
る

狗
邪
韓
国
か
ら
倭
国
の
都
の
あ
る
郭
馬
蹄
国
ま
で
が
五
千
余
毒
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
倭
地
鼠
倭
国
の
本
土
を
意
味
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

で
は
な
い
。
　
「
参
二
間
倭
地
一
」
と
あ
る
の
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
倭

地
だ
っ
た
と
い
う
の
が
正
し
い
。
従
っ
て
対
馬
国
以
下
邪
馬
台
国
ま

で
の
行
路
の
記
事
は
倭
歌
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
か
ら
、
全
蔀
が
倭

園
の
本
土
の
記
磐
で
あ
っ
た
と
き
め
て
か
か
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

然
る
に
後
漢
書
の
倭
国
観
に
お
い
て
一
一
一
十
豊
国
に
皆
王
が
あ
．
る
と
い

う
場
合
に
は
、
対
馬
國
以
下
の
諸
国
を
指
し
、
従
来
の
倭
人
伝
の
解

釈
に
お
い
て
も
、
後
漢
書
と
同
様
に
対
馬
魍
以
下
二
十
九
国
を
全
部

倭
岡
の
本
土
の
中
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
之
に
直
接
関
連
し
た

　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も

こ
と
と
し
て
、
魏
志
に
あ
っ
て
は
「
女
王
凶
」
と
「
自
二
女
王
園
『
以

や
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
し
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

北
」
と
の
区
別
が
あ
る
が
、
後
漢
書
で
は
「
女
王
悶
し
の
名
が
あ
る

も
　
　
も
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
も
　
　
サ
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
つ
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も

だ
け
で
、
　
「
自
二
女
王
顧
一
以
北
篇
の
塩
も
区
別
も
な
い
。
後
漢
書
に
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も
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
る
　
　
る
　
　
も
　
　
ミ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
う

こ
の
区
鋼
が
な
い
こ
と
は
特
に
留
意
を
要
．
す
る
こ
と
で
あ
．
る
。

　
後
漢
害
の
倭
国
観
を
魏
油
壷
人
伝
の
参
考
に
す
る
と
き
、
後
漢
書

は
三
十
細
魚
に
皆
々
が
あ
る
と
云
う
け
れ
ど
も
、
魏
志
で
は
対
馬
・

一
叢
・
奴
・
不
弥
・
霊
廟
の
．
天
空
に
は
官
名
の
み
が
あ
っ
て
虚
名
は

な
い
。
末
盧
が
ぬ
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
同
様
に
官
名
の
み
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
国
王
が
あ
る
の
は
僅
に
伊
都
国
の
み
で
あ
る
、
こ
の
事

実
は
曾
て
別
の
意
味
で
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
倭
人
の
諸
国

の
う
ち
国
王
が
あ
っ
た
の
は
伊
都
・
邪
馬
台
・
狗
奴
の
三
国
の
み
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
．
ら
、
倭
人
の
地
は
三
地
域
に
分
か
れ
て
い
た
と
説
か
れ
た
り
し
た

も
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
一
二
国
の
中
で
、
倭
国

の
女
王
の
首
府
で
あ
る
邪
馬
台
国
に
倭
国
の
盟
主
に
な
っ
た
邪
馬
台

悶
王
が
あ
っ
た
の
は
嶺
然
で
あ
る
。
倭
瀦
王
卑
弥
呼
に
醤
抗
し
て
戦

を
続
け
た
狗
醜
業
に
卑
弥
弓
呼
と
よ
ぶ
独
立
国
の
男
．
王
が
あ
っ
た
の

も
自
然
で
あ
る
。
た
だ
伊
都
国
だ
け
は
凶
王
が
あ
る
と
陶
時
に
、
こ

こ
に
は
特
に
一
大
率
を
置
い
て
女
王
園
地
倭
国
）
が
諸
国
を
検
察
せ

し
め
た
の
で
あ
．
る
か
ら
、
こ
の
国
王
の
性
格
を
邪
馬
台
国
や
狗
下
国

と
同
様
に
見
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
こ
の
国
王
は
完
全
に
独
立
し
た

園
王
で
は
な
く
倭
国
王
に
服
属
し
て
い
た
国
王
で
あ
る
。
だ
か
ら
魏

志
は
伊
都
國
に
つ
い
て
は
正
副
…
の
官
名
を
あ
げ
た
後
に
先
に
指
摘
し

睾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

た
と
お
り
「
上
世
蕊
あ
夢
．
。
素
躍
．
黒
圏
に
統
属
す
」
と
副
い
て
い
る
。

統
属
と
は
下
官
が
上
官
に
服
属
す
る
が
如
く
、
女
薫
閣
王
の
統
率
に

服
し
て
い
る
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
。
だ
か
わ
も
ち
ろ
ん
独
立
の
濁

王
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
女
王
圏
王
一
倭
岡
王
の
命
ム
ー
3
に
は
服
従
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
質
を
澄
び
た
国
王
で
あ
っ
た
。
名
は

園
王
だ
が
、
実
質
上
は
官
と
異
な
ら
な
か
っ
た
。
後
漢
時
代
で
も
倭

国
と
の
関
係
に
お
い
て
伊
都
国
王
は
他
の
倭
悶
内
の
国
哺
黒
と
は
違
っ

た
性
質
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
こ
と
は
あ
と
で

「
自
判
女
王
国
一
以
北
」
の
諸
国
を
説
明
す
る
と
き
、
誇
の
ず
か
ら
判

明
す
る
だ
ろ
う
が
、
伊
都
国
に
は
上
記
の
如
き
性
質
を
お
び
た
閣
王

が
あ
り
・
、
し
か
も
何
世
代
か
連
続
し
て
女
王
園
に
統
属
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
伊
都
に
園
王
が
あ
っ
た
よ
う
に
対
馬
・
一
支
・
末
盧
の
三
濁
に
も

女
王
が
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
墓
苑
所
出
の
魏
略
の
逸

文
に
「
其
の
国
王
皆
女
王
に
属
す
る
な
り
」
と
あ
る
「
其
の
国
王
」

を
上
記
の
三
彩
に
も
か
け
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る

が
、
伊
都
国
に
つ
い
て
正
醐
の
二
野
の
名
を
あ
げ
た
後
に
國
王
の
こ

と
な
書
い
た
魏
略
の
書
法
は
魏
志
と
全
く
同
一
で
あ
る
か
わ
、
や
は

り
「
女
王
に
属
す
」
と
は
伊
都
脳
の
歴
代
の
王
が
智
女
王
国
に
統
属
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し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
．
る
の
が
正
し
い
読
み
方
だ
と
思
う
。
こ

の
よ
う
な
わ
け
だ
か
ら
魏
志
に
関
す
る
限
り
対
馬
・
一
瞬
・
油
島
・

奴
・
不
義
・
投
馬
の
六
国
に
は
官
の
み
あ
っ
て
王
は
な
い
。
末
癒
圏

だ
け
は
官
名
の
記
載
が
な
い
が
特
別
の
事
情
は
な
い
か
ら
玉
露
の
名

と
田
植
の
卑
奴
母
離
と
が
脱
け
た
の
だ
ろ
う
。
伊
都
藩
王
と
難
も
王

は
名
の
み
で
実
質
は
官
で
あ
っ
た
．
更
に
方
角
は
ち
が
う
が
、
邪
馬

台
閣
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
日
向
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
投
馬
頭
も

官
が
あ
る
が
王
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
後
漢
書
が
倭
の
三
十
許
園
に

は
皆
王
が
あ
る
と
書
い
て
い
る
の
は
、
既
考
の
よ
う
に
後
漢
時
代
に

於
て
す
ら
通
用
し
な
い
と
思
う
が
、
魏
志
に
は
全
然
通
用
し
な
い
と

云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
後
漢
の
時
代
な
ら
奴
国
に
は
躍
王
が
あ
っ
て

光
武
帝
か
ら
園
王
の
印
綬
を
授
け
ら
れ
た
ほ
ど
だ
っ
た
か
ら
、
他
の

諸
君
に
も
園
驚
が
あ
る
と
推
察
す
る
余
地
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
魏
志
で
は
そ
ん
な
こ
と
は
絶
鮒
に
云
え
な
い
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
後
漢
書
が
倭
国
に
所
属
し
て
い
る
と

書
い
て
い
る
三
十
許
国
の
う
ち
．
、
そ
の
国
の
所
在
地
が
明
ら
か
な
國

は
上
記
の
諸
岡
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
国
〃
、
に
つ

い
て
は
所
在
地
が
見
え
な
い
。
即
ち
騰
馬
国
以
下
二
十
一
国
が
そ
れ

で
あ
る
が
、
そ
れ
・
8
7
の
獺
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
悶
王
の

こ
と
な
ど
は
い
つ
さ
い
卜
え
な
い
け
れ
ど
も
、
凡
て
後
漢
書
の
云
う

が
如
く
国
王
が
あ
っ
た
の
か
。
或
は
“
〈
う
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の

国
に
は
王
が
な
く
て
官
の
み
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
疑
開

に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
斯
馬
瀬
以
下
二
十
一
漸
々
の
大
部
の
国
な
に
は
王

が
あ
っ
て
、
国
王
の
な
い
閏
は
も
し
あ
っ
て
も
極
め
て
少
数
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
云
え
る
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
云
え
ば
、
魏

志
も
後
漢
書
も
共
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
倭
團
と
い
う
国
は
後
漢

の
末
に
大
乱
に
陥
り
、
諸
濁
が
何
年
も
の
問
相
攻
伐
し
国
王
の
な
い

状
態
を
続
け
た
後
、
共
同
し
て
一
少
女
卑
弥
呼
を
立
て
て
繭
王
た
ら

し
め
る
こ
と
に
よ
り
平
和
を
回
復
し
た
姻
で
あ
ら
た
。
諸
国
王
が
共

同
し
て
国
王
を
立
て
た
の
は
、
三
韓
の
　
辰
王
の
工
合
の
よ
う
に
掴
王

は
自
か
ら
立
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
云
う
の
で
あ
り
、
倭

国
は
曾
て
詳
論
し
た
よ
う
に
、
倭
国
薫
を
共
立
し
た
諸
隔
な
以
て
構

成
員
と
す
る
連
合
園
家
即
ち
連
邦
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
後

漢
君
は
既
考
の
如
．
く
倭
国
を
大
倭
王
で
あ
っ
た
邪
馬
台
形
王
の
支
酎

を
う
け
る
大
王
園
家
の
如
く
に
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
照
古

来
の
学
説
も
通
例
は
之
に
従
う
た
．
そ
し
て
対
馬
挿
薬
に
は
王
が
な

く
て
官
の
み
で
あ
っ
て
も
差
支
え
が
な
い
と
し
て
来
た
。
諸
顛
に
王

ユ3（13）



賦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
あ
っ
て
も
事
実
上
は
靴
敷
官
と
異
な
ら
な
か
っ
た
位
に
考
え
て
、

後
漢
書
の
倭
圏
観
に
従
う
て
来
た
の
で
あ
る
。
だ
が
倭
圏
を
こ
の
よ

う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
倭
閣
王
は
最
初
の
受
勲
臨
代
か
ら
諸
国
が

共
同
し
て
国
王
を
立
て
た
共
同
の
　
園
で
あ
っ
た
が
、
各
国
は
ま
だ
わ

が
ま
ま
で
倭
国
王
の
統
制
に
何
か
欠
陥
が
あ
る
と
服
従
し
な
く
て
相

争
い
、
遂
に
は
後
漢
の
末
つ
か
た
に
大
乱
を
起
し
、
卑
弥
呼
の
死
後

再
び
男
王
に
従
わ
ず
し
て
内
乱
を
起
こ
し
た
と
い
う
よ
う
な
史
実
に

　
　
　
　
　
つ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
じ
　
　
も
　
　
お
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

合
わ
な
い
。
諸
岡
は
余
9
に
わ
が
ま
ま
だ
し
、
共
立
は
一
度
目
終
ら

ら
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　

ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

ず
く
妙
返
し
行
な
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
共
立
に
よ
っ
て
単
一
の
世

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
め
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　

カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

襲
制
の
君
主
国
家
が
で
き
て
い
た
と
は
思
え
ぬ
。
諸
小
国
の
複
合
国

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
⑪

象
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
即
ち
倭
岡
は
連
邦
で
あ
り
、

そ
れ
を
構
成
し
た
諸
国
に
は
国
王
が
あ
っ
て
政
．
権
を
有
し
、
官
が
あ

っ
て
国
王
を
た
す
け
．
、
王
位
は
後
漢
書
が
想
定
し
て
書
い
て
い
る
よ

う
に
恐
ら
く
い
ず
れ
も
特
定
の
家
の
世
襲
制
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

各
㎝
醐
の
王
は
連
邦
の
構
成
員
だ
と
い
う
関
係
で
は
共
同
の
楼
閣
王
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

服
従
し
、
連
邦
と
各
国
と
の
問
に
は
政
権
の
区
分
が
定
ま
っ
て
い
た

だ
ろ
う
が
、
彼
等
は
自
国
で
は
そ
の
区
分
の
範
闘
内
で
自
主
的
で
あ

り
自
治
の
権
を
有
し
た
の
に
違
い
な
い
。
倭
国
王
の
為
の
行
政
官
の

如
き
者
で
あ
Q
う
る
は
ず
は
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
後
漢
書
が
倭
の
三
十
許
圏
に
は
尊
王
が
あ
づ
た
と
云
う
の
は
、
，
既

考
の
と
お
り
倭
国
の
本
土
と
倭
地
と
を
混
同
し
て
い
る
と
い
う
点
で

ま
ち
が
っ
て
い
る
が
、
倭
人
伝
に
つ
い
て
の
従
来
の
読
み
方
は
す
べ

て
こ
の
点
で
後
漢
書
の
誤
を
う
け
つ
い
で
い
る
。
三
聖
に
後
漢
嶺

的
読
法
を
凡
て
生
か
し
て
魏
志
を
読
む
と
す
る
な
ら
ば
、
倭
人
伝
に

国
名
が
見
え
て
い
る
対
馬
国
以
下
の
二
十
九
国
に
は
す
べ
て
王
が
あ

っ
て
、
共
同
し
て
倭
国
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

わ
け
で
あ
る
。
だ
が
事
実
は
之
に
反
し
て
、
対
馬
・
一
霞
・
末
縢
・

奴
・
不
弥
・
投
馬
の
六
徳
に
は
、
明
に
官
の
み
あ
っ
て
王
が
な
い
と

い
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
倭
国
が
諸
国
王

が
共
同
し
て
立
て
た
倭
国
王
の
下
に
一
体
を
成
す
図
家
で
あ
っ
た
と

い
う
以
．
上
は
、
そ
れ
ら
の
国
王
が
支
配
し
た
諸
国
が
集
ま
っ
て
、
倭

嫡
を
形
成
し
て
い
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
倭
国
を

連
邦
と
見
る
場
合
は
も
ち
．
う
ん
の
こ
と
、
倭
国
王
が
大
王
国
家
の
霜

主
の
座
に
あ
っ
て
霊
園
王
を
支
心
し
た
と
発
る
場
合
で
も
團
様
で
あ

っ
て
、
王
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
者
が
み
だ
り
に
窟
で
あ
っ
た
り
し
て

は
・
な
ら
ぬ
。
従
来
は
そ
の
占
描
を
余
り
に
も
ル
ー
ズ
に
考
え
て
き
た
。

殊
に
対
馬
か
ら
不
惑
ま
で
は
両
方
の
郡
使
の
実
地
の
冤
聞
に
よ
り
魏

志
の
記
載
が
よ
ほ
ど
信
用
し
う
る
地
域
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
の
五
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国
は
す
べ
て
正
官
が
あ
り
、
乱
立
に
卑
奴
母
離
（
夷
守
）
が
お
か
れ

て
い
た
と
云
い
う
る
。
正
刷
の
二
官
は
竜
ち
う
ん
女
王
国
の
官
で
あ

っ
た
。
伊
都
だ
け
は
王
と
宮
と
が
あ
っ
た
が
、
王
は
名
ば
か
り
の
も

の
で
実
は
官
と
異
な
ら
な
か
っ
た
。
既
考
の
如
く
こ
れ
ら
九
州
北
岸

地
帯
の
一
団
の
諸
国
の
他
に
、
日
向
の
中
部
に
あ
っ
た
と
考
定
さ
れ

る
投
馬
国
も
ま
た
官
の
み
あ
っ
て
王
が
な
い
国
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
る
と
ハ
対
馬
国
以
下
の
倭
人
の
諸
国
で
そ
の
名
が
知

れ
た
、
三
十
国
か
ら
女
王
国
の
敵
国
だ
っ
た
狗
奴
国
を
除
い
た
二
十

九
国
を
凡
て
倭
国
に
属
す
る
と
い
う
よ
う
な
粗
雑
な
考
え
方
を
捨
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
な
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
右
の
二
十
九
国
を
倭
国
の
構
成
国

も
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
じ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

だ
と
し
て
き
た
こ
と
は
魏
志
倭
人
伝
に
対
す
る
基
本
的
な
誤
解
で
あ

セ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も

っ
て
、
後
漢
書
倭
伝
が
そ
の
誘
凶
と
な
り
又
は
誤
解
…
の
支
持
に
役
立

も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
な
　
　
　
も
　
　
　
も

っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
倭
国
と
女
王
圏
と
は
同
一
で
あ
る
。
後
漢
書
は
こ
の
点
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
し
い
。
後
漢
書
が
奴
魍
を
「
倭
国
の
極
南
界
な
り
」
と
し
て
い
る

の
は
、
魏
志
倭
人
伝
に
斯
馬
国
以
下
二
十
一
礪
を
あ
げ
た
最
後
の
奴

　
　
　
　
　
む
　
む

国
を
「
こ
れ
女
王
境
界
尽
く
る
所
、
そ
の
南
に
狗
紅
絵
あ
り
」
と
な

っ
て
い
る
文
の
女
王
国
を
倭
国
と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。
つ
い
で
に

云
う
が
後
漢
書
が
狗
奴
圏
の
位
置
を
女
王
園
の
葉
、
海
を
わ
た
る
千

余
里
に
あ
る
と
記
し
、
陣
鐘
と
全
く
ち
が
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る

の
は
、
光
武
帝
か
ら
金
印
を
屯
ら
っ
た
半
国
を
女
王
國
（
倭
園
）
の

極
南
界
に
あ
る
と
し
た
の
で
、
女
王
国
が
会
稽
の
東
冶
よ
り
も
ず
っ

と
遠
く
南
方
に
延
び
た
も
の
に
な
っ
て
、
葡
述
の
と
お
り
余
り
に
不

自
然
だ
と
思
え
た
の
で
、
魏
志
の
記
事
に
は
反
す
る
け
れ
ど
も
、
狗

奴
国
の
位
羅
を
変
更
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
倭
国
も
女
王
国
も
も
ち
ろ
ん
魏
の
中
国
入
が
つ
け
た
名
称
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
志
倭
人
伝
に
「
其
国
本
亦
以
ユ
男
子
醐
為
レ
王
。
住
七
八
十
年
、
倭

　国
乱
。
梢
攻
伐
歴
レ
年
。
乃
共
立
二
女
子
一
為
レ
王
。
名
日
爲
卑
弥
呼
鱒

事
二
鬼
道
｛
能
事
レ
衆
」
と
あ
る
文
の
、
「
共
国
」
は
こ
れ
よ
り
先
に
四

画
も
出
て
い
る
女
王
圏
を
指
す
が
、
そ
の
次
に
出
る
「
倭
国
〕
が

「
典
国
」
の
実
体
で
あ
る
こ
と
は
文
意
上
明
白
で
あ
る
。
、
倭
国
の
圏

有
の
領
域
が
ど
こ
ま
で
で
あ
り
女
王
爾
が
何
を
指
す
か
は
倭
人
伝
の

解
釈
を
左
右
す
る
が
、
従
来
の
諸
説
の
欠
陥
は
こ
れ
ら
の
点
に
対
す

る
誤
解
に
存
す
る
。
殊
に
邪
馬
台
圏
を
女
王
園
と
岡
視
し
た
の
は
後

に
述
べ
る
一
・
℃
り
に
致
命
的
で
あ
る
。
　
り
て
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
北
風
立
さ

れ
た
卑
弥
呼
は
「
鬼
道
に
事
え
て
能
く
衆
を
惑
わ
し
」
、
　
治
績
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
あ
が
っ
て
諸
国
か
ら
崇
敬
せ
ら
れ
た
。
倭
国
と
し
て
は
初
め
て
魏

に
使
節
を
遣
わ
し
、
魏
も
ま
た
こ
れ
に
鋤
か
さ
れ
て
初
め
て
帯
方
郡

15　（15）



か
ら
使
節
を
倭
似
に
派
遣
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
“
て
れ
だ
か
ら
主
と

し
て
こ
の
こ
と
が
原
興
に
な
砂
、
ま
た
そ
の
後
に
卑
弥
呼
の
宗
女
で

台
与
と
い
う
少
女
が
女
王
に
立
て
ら
れ
た
の
で
再
度
の
内
乱
が
治
ま

っ
た
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
之
に
加
わ
っ
て
、
中
国
人
は
倭
国
を

「
女
王
署
し
と
称
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
古
来
女
王

の
な
い
中
国
人
と
し
て
は
倭
国
を
頗
る
奇
怪
な
国
だ
と
思
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
国
と
女
王
国
と
は
同
一
で
あ
る
。
伊
都
の

編
王
が
歴
代
女
王
国
に
統
属
し
た
と
い
う
の
は
、
倭
国
に
統
属
し
た

と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
あ
っ
て
、
倭
国
は
女
王
卑
・
弥
呼
量
を
共
に

立
て
て
倭
国
王
た
ら
し
め
た
諸
国
の
運
邦
で
あ
っ
た
か
ら
、
伊
都
国

王
は
か
く
の
如
き
連
邦
の
国
王
に
統
属
し
た
の
で
あ
る
。
対
馬
国
以

下
諸
…
国
に
お
か
れ
た
正
副
の
一
一
官
も
伊
都
国
に
お
か
れ
た
一
大
率
も

そ
の
点
で
は
同
一
の
官
制
上
の
関
係
に
立
っ
て
い
た
も
の
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
要
す
る
に
挙
隅
即
ち
女
王
国
に
つ
い
て
は
連
邦
と
し
て
の
法
理
が

あ
る
。
あ
る
国
が
倭
国
の
共
岡
の
構
成
員
で
あ
る
な
ら
ば
、
其
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
倭
國
王
を
共
に
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
国
王
を
有
す
る
国
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
倭
人
伝
の
記
載
す
る
園
名
の
明
ら
か
な
二
十
九
國

の
う
ち
、
官
名
の
み
あ
．
っ
て
王
名
の
兇
え
な
い
諸
国
を
倭
圏
の
構
成

員
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
国
は
倭
国
に
服
属
し
た
国
で
あ
っ
た

と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
部
類
に
属
す
る
譜
岡
は
繋
馬
・
一

章
・
末
汎
臨
・
奴
・
不
弥
・
騎
馬
の
山
野
離
囲
で
あ
・
念
四
か
、
　
こ
の
・
う
ち
｝
小
弥

国
ま
で
は
九
州
北
岸
地
方
で
あ
り
、
最
後
の
投
馬
闘
は
纈
向
中
部
の

妻
の
地
方
で
あ
っ
た
。
然
る
に
繭
新
の
五
国
は
帯
方
の
回
旋
が
画
地

に
お
い
て
通
過
し
た
三
国
と
心
地
に
轟
け
る
駐
留
地
で
あ
っ
た
伊
郡

国
に
接
近
し
た
二
国
と
で
あ
る
ゐ
伊
都
国
の
み
に
は
王
が
あ
っ
て
、

女
王
国
即
ち
倭
国
王
に
統
属
し
た
。
そ
う
し
て
「
統
属
』
と
い
う
需

葉
の
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
伊
都
国
王
は
名
は
国
王
だ
が
、
実
質
的

に
は
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
亀
斯

馬
国
の
如
き
は
伊
都
の
隣
国
で
官
の
み
あ
．
つ
た
濁
だ
ろ
う
と
思
う
が
、

こ
れ
ら
の
地
方
は
倭
国
王
を
共
に
立
て
て
倭
国
を
作
っ
た
国
だ
と
云

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
共
立
の
法
理
上
、
共
に
倭
国
王
を

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
邪
馬
台
国
と
同
格
で
あ
る

国
王
の
あ
る
条
々
が
倭
鶴
の
構
成
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

こ
の
六
国
に
は
そ
の
資
格
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
日
向
の

投
馬
国
は
戸
数
幽
憤
と
推
定
さ
れ
、
邪
馬
台
国
に
つ
ぐ
大
国
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
後
漢
書
が
倭
岡
と
女
王
濁

と
を
同
一
に
見
た
の
は
正
し
い
け
れ
ど
も
、
三
十
許
国
皆
王
あ
り
と

し
て
い
る
こ
と
が
、
後
漢
時
代
で
も
不
当
だ
と
思
え
る
こ
と
は
既
考
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の
如
し
で
あ
る
，
従
来
の
倭
人
伝
解
釈
に
お
い
て
対
馬
鴎
以
下
の
二

十
九
国
を
全
都
倭
国
に
含
ま
せ
て
い
る
の
は
、
倭
国
の
法
理
か
ら
論

じ
て
と
う
て
い
云
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
一
女
王
国
説
が

不
当
中
な
こ
と
は
次
に
述
べ
よ
・
り
。

三
　
後
漢
書
的
倭
国
観
と
邪
馬
台
国
一
－
女
王
國
説

及
び
三
都
国
以
後
の
連
続
的
読
法
の
結
合
が
魏

　
志
倭
人
伝
の
解
釈
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
こ
と

　
　
魏
志
倭
人
伝
の
耕
馬
園
以
下
二
十
九
岡
の
全
部
を
後
漢
書
式
に

倭
国
の
構
成
だ
と
す
る
後
漢
書
的
倭
国
観
は
前
節
に
述
べ
た
と
お
り

完
全
に
魏
志
に
当
て
は
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
と
い
う
点
で
、
後
漢
書

は
爾
志
の
解
釈
の
た
め
に
は
間
違
っ
た
見
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
こ
の
見
方
は
魏
志
倭
人
伝
の
解
釈
の
た
め
に

は
当
然
の
こ
と
で
疑
を
許
さ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
繰
返
し
説

く
が
如
く
に
、
官
の
み
が
あ
っ
て
王
の
な
い
こ
と
の
明
白
な
国
が
紺

馬
を
は
じ
め
六
つ
も
あ
る
の
に
、
三
十
緯
圏
建
議
あ
り
と
い
う
後
漢

書
的
倭
騨
観
と
同
様
に
、
対
馬
園
以
下
二
十
九
国
を
全
部
参
画
の
構

成
国
と
見
る
こ
と
は
、
諸
国
が
共
に
倭
圏
王
を
立
て
た
連
合
国
家
と

し
て
の
倭
国
構
成
の
法
理
上
と
う
て
い
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
倭
掴
観
が
倭
人
伝
の
解
釈
の
基
礎
に

な
っ
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
。
殆
ん
ど
理
解
に
苦
し
む
ほ
ど

で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
如
き
重
要
な
理
由
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
後
漢
書
的
読
み
方
を
許
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
「
そ
の
大
倭
王
は
邪
馬
台
国
に
お
る
し
と
い
う
後
漢
書
の
文
は
あ

い
ま
い
な
表
現
で
あ
る
。
後
漢
書
で
も
倭
三
王
は
諸
国
王
の
共
立
を

う
け
た
圏
王
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
倭
王
は
連
邦
の
首
長
を
意
味
し
た

と
解
す
る
の
が
正
し
い
と
思
う
が
、
大
倭
王
と
い
う
表
現
が
与
え
る

感
覚
に
重
き
を
お
く
と
古
代
の
大
王
国
家
の
国
王
を
連
想
せ
し
め
る

も
の
が
あ
る
。
だ
が
前
に
述
べ
た
前
漢
書
属
籍
伝
の
「
共
立
」
の
知

く
に
考
え
て
、
「
共
立
」
を
軽
く
読
む
な
ら
ば
倭
国
を
封
建
国
家
乃

至
大
王
国
家
の
よ
う
に
説
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
来
の
倭
國
観
は

近
畿
説
は
も
と
よ
り
九
州
説
で
も
こ
の
読
み
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
読

み
方
だ
と
二
十
九
國
の
中
に
、
先
に
述
べ
た
六
つ
の
、
官
あ
っ
て
王

な
き
国
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
さ
ほ
ど
重
視
し
な
い
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
後
漢
時
代
の
倭
隔
成
立
の
当
初
に
は
三
十
許
容
全
部
が
王

を
有
し
た
が
、
既
に
後
漢
時
代
か
ら
そ
の
中
の
弱
い
方
か
ら
大
倭
王

に
亡
ぼ
さ
れ
た
の
で
、
魏
の
時
代
に
な
る
と
元
の
王
で
女
王
隣
の
窟

に
な
り
さ
が
っ
た
者
が
掘
心
証
に
の
癒
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
魏
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略
や
魏
志
に
乾
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
、

そ
う
す
る
と
後
漢
書
的
読
み
方
も
魏
志
に
調
和
す
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
倭
濁
は
連
邦
を
支
え
た
国
王
を
有
す
る
諸
国
の
み
か
ら
成
り

立
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
は
落
ち
ぶ
れ
た
王
が
官
に
な

っ
て
い
る
者
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
の
で
あ

　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
も

る
。
そ
れ
で
も
し
言
書
に
あ
っ
て
後
漢
書
に
な
い
「
自
二
女
王
国
一
以

も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
き
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
の
　
　
も
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

北
」
と
い
う
地
域
の
存
在
を
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
下
に
強
い
て
問

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も

題
に
し
な
い
で
も
過
ご
せ
る
な
ら
ば
良
か
ろ
う
が
、
実
は
そ
う
い
う

も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
め
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
も

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
従
来
の
解
釈
の
致
命
的
な
欠
陥
は
「
白
鯉
一
女

も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぴ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

王
国
一
以
北
」
に
つ
い
て
の
誤
認
に
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
　
そ

も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ

う
し
て
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
女
王
国
に
関
す
る
誤
認

コ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
お
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
む
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
自
二
女
蓋
国
”
以
北
」
を
従
来
の
よ
う
な
解
釈
の
ま
ま
に
放
任
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
、
こ
の
地
方
が
そ
の
文
字
が
示
す
と
お

り
に
女
王
国
に
は
属
し
な
い
地
方
で
あ
っ
た
上
に
、
そ
の
地
方
に
あ

っ
た
諸
岡
は
伊
都
国
に
お
か
れ
た
女
王
国
の
一
大
率
の
厳
重
な
検
察

の
下
に
立
ち
、
諸
国
は
そ
れ
を
畏
罪
し
た
と
い
う
ほ
ど
に
厳
重
な
取

締
を
さ
れ
た
地
方
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
後
漢
書
は
女
王

国
と
い
う
名
は
漏
し
て
い
て
も
、
　
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
と
い
う
名

は
出
し
て
い
な
い
、
之
は
後
漢
書
と
魏
志
と
の
問
の
最
も
注
意
を
要

す
る
相
違
点
で
あ
る
。
後
漢
書
が
な
ぜ
「
自
嵩
女
王
園
一
以
北
」
を
あ

げ
な
か
っ
た
か
の
理
由
は
別
と
し
て
、
後
漢
書
と
い
え
ど
も
こ
の
特

別
な
地
方
が
紺
馬
国
以
下
二
十
九
国
の
中
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
条
件
に
つ
い
て
、
特
別
の
注
意
を
払
う
こ
と
な
く
、
三

十
許
国
を
凡
て
大
倭
王
（
邪
馬
台
国
王
）
の
倭
国
に
属
す
る
も
の
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
甚
だ
し
い
矛
盾
に
陥
る
の
を

免
れ
な
い
し
、
謡
言
倭
人
伝
は
そ
れ
で
は
到
底
読
み
が
く
だ
ら
ず
、

解
釈
が
つ
か
な
い
原
因
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
論
旨
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
と
し
て
何
が
「
女
王
躍
」
で
あ

り
、
何
が
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
で
あ
る
か
に
関
す
る
従
来
の
通
説

に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
之
に
つ
い
て
は
先
に
倭
騨
が
女
王
国
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
の
管
見
を
説
い
た
。
ま
た
後
漢
書
も
同
じ
読
み
方
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
然
る
に
従
来
の
学
説
は
揃
っ
て
邪
馬

台
国
を
女
王
国
だ
と
見
て
い
る
。
だ
か
ら
女
王
国
に
関
す
る
倭
人
伝

の
記
述
は
凡
て
邪
馬
台
国
に
関
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

点
で
は
後
漢
書
が
倭
国
を
女
王
国
だ
と
し
て
い
る
の
と
異
な
っ
て
い

る
。
然
る
に
後
漢
書
に
は
見
え
な
い
「
自
二
女
王
躍
溢
以
北
」
と
い
う

地
方
名
が
魏
志
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
解
釈
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は
、
　
一
方
で
は
後
漢
書
と
同
様
に
対
馬
国
以
下
二
十
九
国
全
部
を
倭

国
の
中
に
含
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
後
漢
書
に
な
い
「
自
二
女
王
国
一

以
北
」
に
つ
い
て
独
自
の
解
釈
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
こ
の
こ
と
は
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
が
ど
こ
を
指
す
か
の
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

深
く
関
連
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
後
漢
書
が
倭
国
は
対
馬
以
下
の
射

り
　
　
　
も
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
わ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し

・
†
許
国
を
含
む
と
見
な
が
ら
、
女
王
圏
は
倭
国
の
異
名
だ
と
見
て
い

も
　
　
も
　
　
も
　
も
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
り
　
ぬ
　
　
つ
　
　
　
つ
　
ぬ
　
　
　
　
つ
　
り
　
り
　
　
つ
　
も
　
め
　
　
コ
　
う
　
　
つ

る
解
釈
の
下
で
は
、
　
「
慮
篇
女
王
初
日
以
北
」
は
韓
土
の
中
に
あ
っ
た

も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
の
以
北
の
正
し

、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
⑭

い
解
読
は
、
女
王
国
を
そ
の
中
に
含
ま
し
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

漢
書
が
「
自
二
女
王
国
二
以
北
」
を
出
さ
な
か
っ
た
理
・
田
の
一
つ
は
こ

こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
対
馬
函
か
ら
邪
馬
富
岡
ま
で
を
連
続
し
た

行
路
と
す
る
読
み
方
を
と
る
従
来
の
学
説
の
下
で
は
、
邪
馬
台
圏
が

笥
女
王
之
所
レ
都
」
と
な
っ
て
お
り
、
諸
方
郡
か
ら
「
女
至
国
」
ま
で

の
距
離
が
万
二
雪
余
墨
だ
と
い
う
女
王
圏
は
邪
釜
台
圏
に
梱
違
な
い

か
ら
、
邪
馬
台
国
が
女
王
国
で
あ
り
、
　
「
自
二
女
王
国
騨
以
北
」
は
南

北
に
連
な
る
行
路
上
で
那
馬
台
国
の
北
に
あ
る
投
馬
国
ま
で
だ
と
し

て
き
た
。
そ
う
し
て
黒
馬
国
の
位
置
は
邪
馬
台
園
の
位
置
と
相
並
ん

で
細
入
伝
解
釈
の
難
問
に
な
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

後
心
密
と
同
様
に
澱
露
国
以
下
二
十
九
函
を
全
部
鑑
定
に
含
ま
れ
る

と
見
な
が
ら
、
女
王
国
は
連
続
す
る
行
路
線
上
の
最
後
の
邪
焉
台
顔

で
あ
り
、
　
「
霞
二
女
王
国
一
以
北
」
は
竜
馬
国
ま
で
だ
と
見
る
な
ら
ば
、

倭
国
を
女
王
国
と
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
地
方
の
認
識
上
後
漢
書

が
陥
る
は
ず
で
あ
っ
た
上
記
の
矛
盾
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
女
王
国
は
絶
対
に
倭
国
で
は
な
い
の
か
と

い
う
と
、
そ
の
点
は
心
も
と
な
い
と
見
え
て
、
女
王
圏
に
広
狭
二
義

が
あ
っ
て
、
狭
義
で
は
邪
馬
台
国
だ
が
広
義
で
は
倭
溺
だ
と
論
ず
る

説
が
あ
る
。
だ
が
広
義
の
方
を
屯
許
す
な
ら
ば
、
後
漢
書
が
奪
い
る

は
ず
で
あ
っ
た
矛
盾
に
陥
る
こ
と
に
な
り
、
　
「
薮
蔭
女
王
国
一
以
北
」

は
韓
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
実
に
邪
馬
下
燭
n
女
王
圏
説
は
従
来
の
通
説
の
基
本
的
な
誤
解
の

一
つ
で
あ
る
。
　
ま
ず
「
女
王
之
所
レ
都
」
だ
か
ら
女
認
園
だ
と
い
う

読
み
方
は
適
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
「
女
王
し
と
い
う

の
は
女
王
鼠
の
国
王
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
固
有
名
詞
に
近
い
称
号
、

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
考
の
如
く
女
王
国
は
倭
麟
の
異
名
で
あ
る

か
ら
、
「
女
王
国
所
レ
都
心
は
倭
閣
議
の
都
即
ち
倭
国
の
国
都
の
所
在

地
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
戦
前
の
日
本
で
は
天
皇
が
主
権
者
で
あ
っ

た
か
ら
、
二
本
を
皇
国
と
称
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
恰
も
そ
れ
の
如
く

越
訴
は
女
王
を
主
権
者
と
す
る
園
だ
っ
た
か
ら
、
倭
国
を
女
王
図
と
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い
う
異
称
で
称
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
“
〈
れ
は
い
わ
ば
文
学
的
表
現
で

あ
っ
た
と
云
え
る
。
そ
れ
だ
の
に
も
し
東
京
市
は
主
権
者
た
る
天
皇

の
都
す
る
所
だ
っ
た
か
ら
、
棄
京
市
が
纂
園
で
あ
っ
た
と
云
っ
た
り
、

山
城
國
は
天
皇
の
逃
す
る
所
だ
っ
た
か
ら
山
城
瞬
が
慨
嘆
だ
っ
た
と

云
っ
た
り
す
る
者
が
あ
．
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
余
程
ど
う
か
し
て
い

る
。
　
邪
馬
台
陶
が
「
女
王
之
所
レ
郡
」
だ
と
い
う
場
合
も
そ
れ
と
岡

　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
も
　
　
　
リ
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
る
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
う
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ち

様
で
あ
る
。
邪
馬
台
鋼
は
女
王
園
の
国
王
の
都
す
る
所
で
あ
っ
た
。

る
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ひ
　
　
　
も
　
　
　
で
　
　
　
お
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

だ
か
ら
邪
馬
台
国
は
倭
園
王
の
首
府
の
所
在
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ぬ
　
　

も
　
　
ち
　
　

あ
　
　
も
　
　

な
　
　

も
　
　
も
　
　

も
　
　
う
　
　

も
　
　
も
　
　

あ
　
　
も
　
　
も
　
　

も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　

も
　
　
も
　
　
も
　
　

も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

こ
れ
だ
け
の
事
実
と
関
係
の
中
に
は
邪
馬
ム
思
醐
が
女
王
騨
だ
と
い
う

ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
な
　
　
　
た
　
　
　
ヤ

意
味
は
全
然
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。

　
併
し
従
来
の
読
み
方
は
、
他
方
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
女
王

圏
が
倭
困
だ
と
い
う
関
係
を
完
全
に
無
視
し
え
な
い
た
め
、
女
王
鰯

に
は
広
狭
二
義
が
あ
っ
て
、
広
義
で
は
倭
國
で
あ
り
、
狭
義
で
は
邪

馬
台
国
で
あ
る
と
説
か
れ
た
り
．
し
て
き
た
。
だ
が
こ
の
説
に
対
し
て

は
、
広
義
の
女
王
国
が
倭
国
で
あ
り
倭
岡
は
対
馬
国
以
．
下
二
十
九
顯

を
含
む
な
ら
ば
、
　
「
江
口
女
王
国
一
以
北
」
の
地
方
は
韓
土
に
求
め
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
後
漢
畜
の
矛
贋
に
陥
る
こ
と
を
指
摘
し
う
る
が
、

な
お
ま
た
、
狭
義
の
女
王
国
は
邪
馬
台
国
だ
と
い
う
説
に
対
し
て
は
、

一
体
邪
寺
台
岡
の
亭
主
と
い
う
意
味
で
女
．
王
と
い
う
名
称
を
使
用
し

た
場
舎
が
、
倭
人
伝
の
ど
こ
に
あ
る
か
を
聞
き
た
い
レ
伽
う
職
気
に
な

る
．
女
王
と
い
え
ば
常
に
倭
國
の
國
王
た
る
女
王
で
あ
っ
た
で
は
な

い
か
。
も
ち
ろ
ん
邪
馬
台
劉
王
が
代
々
倭
顯
王
に
な
る
償
翌
が
あ
っ

た
の
で
、
倭
人
伝
に
は
邪
馬
台
臨
を
「
女
王
之
所
レ
都
」
と
需
い
た

に
相
違
な
か
ろ
う
が
、
こ
れ
は
全
く
諸
園
中
の
何
繋
争
が
倭
国
王
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

な
る
と
い
う
倭
國
の
構
成
の
聞
題
で
あ
っ
て
倭
国
構
成
の
法
理
か
ら

い
え
ば
、
　
「
女
王
」
は
倭
国
王
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恰
も
倭
圏
が
女
王
國
と
異
称
さ
れ
た
よ
う
に
、

倭
国
王
を
女
王
と
称
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
が
具
体
的
だ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
だ
か
ら
女
王
幽
は
倭
瞳
の
み

で
あ
っ
て
、
同
時
に
ま
た
邪
降
誕
田
で
も
あ
っ
た
り
す
る
理
由
は
な

い
。　

仮
に
女
王
幽
に
二
種
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
首
鼠
両
端

を
持
す
る
説
に
な
る
か
ら
、
た
え
ず
ど
ち
ら
の
女
王
圏
を
指
す
の
か

き
ま
ら
ぬ
結
果
に
な
る
。
例
え
ば
「
女
王
国
の
棄
、
海
を
渡
る
こ
と

窮
余
里
、
復
た
国
あ
り
。
皆
罪
種
な
り
」
の
女
王
國
は
広
義
の
女
王

国
な
の
か
、
狭
義
の
女
王
国
な
の
か
。
ま
た
伊
都
園
に
つ
い
て
「
世

世
王
有
り
。
皆
女
王
園
に
統
属
す
」
と
云
う
場
舎
の
伊
都
国
王
は
、

邪
馬
台
国
王
に
属
し
た
の
か
、
倭
隅
圏
王
に
属
し
た
の
か
。
全
く
見
当
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が
っ
か
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
国
王
と
し
て
は
慣
例
に
よ
り
、

邪
馬
台
聖
王
と
倭
国
王
と
は
同
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
に
つ
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
象
と
し
て
は
邪
馬
台
国
と
倭
国
即
ち
女
王
国

と
は
全
然
別
物
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
の
中
の
一
国
た
る
に
す
ぎ
な

い
か
ら
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
。
伊
都
国
の
場
合
の
女
王
国
王
は
倭
国

王
で
あ
り
、
伊
都
国
王
は
之
に
統
属
し
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
の
一
国
と
し
て
、
名
は
圏
王
で
あ
る
が
実
は

官
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
説
明
し
た
と
お
り
で
毒
る
。
「
賭
篇
女
王

國
齢
以
北
」
に
つ
い
て
は
な
お
次
節
に
お
．
い
て
詳
述
し
よ
う
。
　
前
者

の
「
女
王
国
の
東
、
海
を
渡
る
こ
と
干
余
里
、
復
た
国
あ
り
」
の
女

王
国
も
ま
た
倭
国
で
あ
っ
て
、
邪
馬
台
国
は
有
明
湾
東
北
岸
の
山
門

郡
の
位
澱
に
あ
っ
た
が
、
女
王
国
即
ち
倭
園
は
多
数
の
諸
小
国
か
ら

成
る
連
邦
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
領
域
は
邪
馬
忙
々
の
東
部
地
方
に

倭
国
の
構
成
員
で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
国
が
あ
り
、
そ
の
東
端
は
九

州
東
海
爆
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
1
1
女
王
国
と
い
う

伝
統
的
読
法
が
捨
て
去
ら
れ
な
い
限
り
、
倭
人
伝
の
正
解
は
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
不
可
能
だ
と
信
ず
る
。
　
　
　
　
　
　
、

　
な
お
邪
馬
台
国
が
女
王
岡
で
あ
る
証
拠
と
し
て
、
　
「
郡
よ
り
女
王

岡
に
宿
る
万
二
千
余
黒
」
の
女
王
罰
は
郷
島
台
閏
だ
と
説
く
の
が
通

説
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
女
王
陽
は
女
王
隙
の
首
府
の
所
在
地
を
意
味

し
、
そ
れ
が
邪
馬
台
国
だ
か
ら
、
帯
方
郡
か
．
ら
邪
馬
煙
鼠
ま
で
が
、

一
万
二
千
余
里
だ
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
女
王
国
一
邪
馬

台
国
な
の
で
は
な
い
。
帯
方
郡
も
岡
様
で
、
郡
の
治
承
を
指
し
て
い

る
。
国
と
国
と
又
は
属
と
郡
と
の
間
の
膝
撃
を
両
嚢
の
治
所
の
關
の

距
離
で
示
す
こ
と
は
、
前
漢
書
の
西
域
伝
を
は
じ
め
中
国
の
地
誌
の

　
　
　
　
　
　
⑲

通
剛
で
あ
り
書
式
で
あ
．
つ
た
。
女
王
圏
は
倭
国
で
あ
り
多
数
の
国
か

ら
で
き
て
い
た
が
、
首
［
府
は
そ
の
中
の
邪
馬
台
国
に
あ
っ
た
か
ら
、

女
王
国
の
亭
亭
を
邪
馬
台
園
の
位
置
で
あ
る
と
し
て
距
離
を
書
い
た

の
で
あ
る
。
ひ
と
り
女
王
圏
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
魏
志
の
東

夷
伝
の
倭
人
以
外
の
国
に
関
し
て
も
、
之
と
同
断
の
詑
載
例
を
見
出

　
　
　
　
　
　
　
⑳

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
先
に
．
述
。
へ
た
よ
・
り
に
邪
馬
ム
ロ
国
一
か
ハ
王
国
説
は
、
　
一
一
十
九
限
A
泥
象

を
倭
国
と
す
る
倭
圏
観
の
当
然
の
産
物
で
あ
る
が
、
同
時
に
雌
馬
繍

か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
諸
国
間
の
行
路
記
事
を
一
貫
連
続
的
に
読
む

伝
統
的
読
法
に
結
面
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
読
み
方
で
は
邪
馬

台
国
は
女
王
の
都
す
る
所
（
園
）
で
あ
．
る
か
ら
女
王
国
で
あ
9
、
こ
の

女
王
が
翼
臨
の
対
象
と
す
る
園
家
が
虚
血
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
倭

國
は
二
十
九
隊
全
部
を
忌
む
と
き
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
．
に
女
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王
麟
で
あ
る
邪
構
台
岡
と
魏
及
び
帯
方
鄭
と
を
連
結
せ
し
め
る
倭
煽

を
貫
ぬ
く
幹
線
の
大
路
が
、
龍
馬
か
ら
伊
都
を
経
て
邪
野
台
に
至
る

ま
で
連
続
し
た
行
路
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
が
行
な
わ
れ
て
来
た
の

で
あ
る
。
こ
の
読
み
方
は
恐
ら
く
後
漢
書
も
採
用
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
梁
書
の
如
き
は
、
そ
の
典
型
的
な
実
例
で

あ
る
。
伊
都
か
ら
後
の
各
国
に
至
る
倭
人
伝
の
瞭
文
は
方
角
・
県

名
・
距
離
の
順
で
あ
り
、
記
事
と
記
事
と
の
間
に
又
の
宇
は
な
い
の

に
、
梁
書
で
は
そ
の
部
分
を
伊
都
国
以
前
と
岡
様
に
方
角
・
距
離
・

国
名
の
順
に
変
更
し
、
更
に
新
に
又
の
宇
を
加
え
て
、
伊
都
国
の
前

後
に
よ
る
原
文
の
区
別
を
完
全
に
抹
殺
し
、
全
部
を
一
貫
連
続
し
た

行
路
記
事
た
ら
し
め
て
い
る
。
中
黒
の
学
者
で
す
ら
こ
ん
な
に
明
白

に
連
続
的
に
読
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
古
来
の
読
み
方
が
連

続
約
で
あ
っ
た
の
に
何
の
不
思
議
も
な
い
。
臼
本
書
紀
が
卑
弥
呼
を

神
功
皇
后
に
擬
摩
し
た
の
は
、
邪
馬
台
国
の
位
置
を
連
続
的
行
路
の

端
と
見
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
原
文
の
南
…
を
東
に
改
め
て
…
揮
か
ら
な
い

ほ
ど
、
こ
の
読
み
方
を
正
し
い
と
儒
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後

今
日
に
至
る
ま
で
、
近
畿
説
と
九
州
説
と
の
別
は
あ
っ
て
も
、
全
行

路
の
連
続
的
読
み
方
は
動
か
な
い
。
だ
が
倭
人
伝
の
千
五
百
里
は
一

丁
（
壱
岐
）
か
ら
末
盧
（
松
浦
・
唐
津
）
を
経
て
伊
都
（
福
岡
市
の
繭
郊

の
殆
土
）
に
棄
る
ま
で
の
鍼
距
離
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
、
矩
離
を
東

に
進
む
と
、
僅
に
下
関
海
峡
に
到
達
す
る
か
し
な
い
か
で
あ
る
。
だ

か
ら
九
州
内
に
邪
馬
台
国
を
求
め
う
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
で
は
最
後
の
陸
行
一
月
を
一
日
に
改
め
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
併
し
前
志
倭
人
伝
が
全
く
虚
妄
で
な
い
か
ぎ
り
、

正
し
い
読
み
方
で
は
一
月
は
一
月
の
ま
ま
で
、
邪
馬
台
国
や
投
馬
国

が
九
州
に
収
ま
る
よ
う
に
読
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
条
件
に
か
な
う
読
み
方
に
つ
い
て
は
次
の
節
で
そ
の
要
点
を

述
べ
る
が
、
今
こ
こ
で
連
続
的
読
み
方
が
問
題
に
な
る
の
は
、
従
来

の
読
法
で
は
邪
馬
台
国
が
邪
馬
台
国
一
女
王
繭
説
と
の
関
係
に
お
い

て
読
ま
れ
た
か
ら
、
対
罵
圏
か
ら
邪
馬
詩
評
ま
で
の
連
続
す
る
行
路

記
事
の
末
端
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
畿
説
で
は
東

端
で
あ
り
、
九
州
説
で
は
南
端
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
と
関
係
の
あ
る
こ
と
で
、
も
し
今
日

の
通
説
の
伽
く
邪
馬
台
国
が
女
王
園
で
あ
る
な
ら
ば
、
女
王
国
よ
り

以
北
は
邪
馬
台
国
よ
り
以
北
で
あ
り
、
そ
れ
は
邪
霊
台
国
を
含
む
こ

と
な
く
、
投
馬
国
ま
で
が
「
面
目
女
王
国
一
以
北
」
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。
投
馬
圏
の
位
置
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
九
州
説
で
最
も
有

力
で
あ
り
可
能
性
が
多
い
筑
後
由
門
解
説
で
は
、
箪
食
は
筑
後
川
下
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流
の
妻
で
あ
る
。
今
こ
の
説
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
不
弥

か
ら
す
ぐ
筑
後
川
の
水
行
に
移
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る

の
に
、
更
に
ま
た
女
王
園
と
「
自
馬
女
王
国
一
以
北
」
と
の
境
界
線
は

筑
後
平
野
を
横
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
山
や
川
の
自
然
の
境
界
線
で

あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
の
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
全
く
問

題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
之
に
対
し
近
畿
大
和
説
で
は
、
一
大
率
が
お

か
れ
た
伊
郡
に
最
も
近
い
の
が
茶
器
玉
祖
郷
説
で
あ
9
、
次
に
備
後

の
話
説
・
出
雲
説
が
あ
り
、
伊
都
か
ら
最
も
遠
い
の
は
但
馬
説
で
あ

る
。
だ
が
フ
肖
二
女
王
国
一
以
北
」
は
伊
都
国
に
お
か
れ
た
一
大
率
が

中
国
各
州
の
刺
史
の
如
き
権
を
お
び
て
諸
岡
を
検
察
し
、
諸
濁
は
之

を
瓦
燈
し
た
地
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
の
に
山
門
郡
説
な
ら
ば
右
に

云
う
が
如
く
筑
後
平
野
を
横
ぎ
っ
た
線
で
そ
の
よ
う
に
重
要
な
行
政

区
域
上
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
地
理
的
理
由
か
ら
だ
け

で
も
伊
都
鼠
を
大
宰
府
的
存
在
だ
な
ど
と
云
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
大

憩
説
で
は
い
つ
そ
う
奇
怪
で
あ
っ
て
、
最
も
九
州
に
近
い
玉
祖
郷
で

も
伊
都
か
ら
は
よ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
。
況
ん
や
他
の
候
補
地
は
い
っ

そ
う
無
理
が
多
い
。
　
但
馬
説
に
至
っ
て
は
、
　
な
ぜ
邪
馬
台
国
か
ら

の
方
が
遙
に
近
い
の
に
、
こ
こ
を
邪
馬
台
国
が
支
配
せ
ず
、
そ
こ
ま

で
九
州
北
岸
の
伊
都
閣
か
ら
支
醍
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
皆

賑
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
以
上
い
ず
れ
の
説
も
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

宰
府
が
九
州
を
管
轄
し
た
の
と
比
較
に
な
ら
な
い
。
之
を
以
て
見
て

も
対
馬
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
直
線
的
な
連
続
的
な
行
路
の
端
に
邪

馬
台
国
を
お
き
、
　
「
自
嘉
女
王
圏
榊
以
北
」
を
邪
馬
台
国
よ
り
以
北
で

あ
る
と
解
釈
す
る
伝
統
的
な
読
み
方
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
ろ
う
。
　
「
自
鳳
　
女
王
国
㎝
以
北
」
は
も
っ
と
伊
都
国
に
近
い
地
方
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
地
方
が
一
大
率
の
検
察
を
う
け
て

常
に
之
を
畏
揮
し
た
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
　
一
大
率
は
大
宰
府
の
如

き
圏
内
の
地
方
行
政
の
た
め
の
存
在
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
戦
前

の
台
湾
総
督
や
朝
鮮
総
督
を
連
想
さ
せ
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
対
馬
か

ら
の
行
程
記
事
を
連
続
的
に
よ
み
、
邪
馬
台
国
を
女
王
国
だ
と
す
る
、

と
、
環
本
の
内
地
と
外
地
と
を
混
ぜ
含
わ
せ
る
ほ
ど
に
不
可
解
な
こ

と
に
な
る
。
だ
か
ら
次
に
は
進
ん
で
後
漢
書
に
は
そ
の
名
が
見
え
な

い
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
の
位
置
に
つ
い
て
吟
味
し
、
進
ん
で
倭
国

経
女
王
国
の
國
有
の
領
域
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
。

四
　
「
自
女
王
国
以
北
」
の
正
し
い
解
釈
及
び
こ

　
れ
に
基
づ
く
邪
馬
台
国
一
女
王
国
説
の
再
否
定

　
並
に
倭
国
聾
汝
王
圏
の
固
有
の
領
域
の
考
定
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従
来
の
倭
人
伝
の
研
究
で
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

「
自
二
女
王
国
榊
以
北
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
地
方
の
位
置
と
領
域

と
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
は
倭
人
伝
解
釈
の
鍵
で
あ
る
。
管
見
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
自
轟
轟
王
国
｝
以
北
、
其
戸
数
道
四
病
昌
略
載
ハ
其
余
勢
国
遠
絶
、

不
レ
可
静
得
詳
こ
の
約
三
十
字
が
正
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
倭
人
伝

不
可
解
の
根
因
で
あ
る
。
先
ず
女
王
国
を
邪
馬
台
国
だ
と
見
る
か
ぎ

り
、
伊
都
国
以
後
の
行
路
を
連
続
的
に
読
も
う
と
列
挙
的
に
読
も
う

と
、
　
「
自
昌
女
王
国
輔
以
北
一
を
正
解
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で

あ
る
。
榎
一
雄
氏
は
列
挙
的
読
法
を
主
張
さ
れ
る
と
共
に
騎
馬
国
を

日
向
の
妻
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
点
で
は
管
見
と
同
一
だ
が
、

氏
は
邪
馬
台
国
を
以
て
女
王
国
だ
と
す
る
伝
統
的
な
女
王
国
観
に
従

わ
れ
て
い
た
の
で
、
伊
都
国
か
・
り
｛
酬
…
方
へ
水
行
一
一
十
日
を
要
す
叩
○
里

馬
随
は
、
同
様
に
同
騨
か
ら
南
方
へ
水
行
十
瞬
を
要
す
る
女
王
国
1
1

邪
馬
台
国
よ
り
竜
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
不
都
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ぜ
な
ら
原
文
は
「
女
王
国
よ
り
以
北
は
そ
の
戸
数
道
里
を
略
載
す

べ
し
し
と
あ
る
の
に
、
榎
説
に
従
う
と
伊
都
国
か
ら
は
女
王
国
よ
り

竜
距
離
の
上
で
爾
に
あ
る
は
ず
の
投
国
国
に
つ
い
て
竜
戸
数
道
理
が

略
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
樫
氏
は
B
・
同
に
あ
る
投
豊

国
で
は
あ
る
が
、
そ
の
惑
時
は
女
モ
国
の
北
方
ハ
従
っ
て
東
北
一
洗
）
に

あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
、
こ
の
園
難
を
切
り
抜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
よ
う
と
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
両
岡
は
共
に
伊
都
隅
の
砲
に
あ
る
と

な
っ
て
い
る
の
で
都
合
が
わ
る
い
．
、
こ
ん
な
こ
と
で
榎
氏
折
角
の
卓

見
で
あ
る
伊
都
国
以
後
の
列
挙
的
読
法
或
は
列
挙
的
記
載
説
が
無
力

化
し
て
い
る
の
は
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
連
続
的
読
法
で
無
難
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
い
。
従
来
の
読
み
方
で
は
女
王
岡
だ
と
さ
れ
て
い
る
邪
馬
台
国

を
含
ま
ず
、
羅
馬
国
ま
で
態
馬
か
ら
の
七
躍
が
「
自
問
女
王
国
一
以
北
扁

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
　
「
自
二
女
王
圏
一
以
北
」
と
い
う
表
現
に
女
王
国

を
含
ま
し
め
な
い
で
そ
の
北
境
以
北
と
す
る
読
み
方
そ
の
も
の
は
既

述
の
伽
く
正
し
い
。
従
来
倭
人
伝
を
読
ん
だ
漢
学
藩
は
す
べ
て
そ
の

よ
う
に
読
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
読
み
方
に
よ
っ
て
生

じ
た
欠
陥
は
次
の
点
に
存
す
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
「
女
王
顛
よ
り
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
は
其
の
戸
数
道
里
を
億
載
す
べ
し
し
と
あ
る
と
お
り
に
、
戸
数
道

里
の
虚
無
の
有
無
が
「
自
曽
㌦
女
王
国
∵
以
北
」
を
定
め
る
標
進
－
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　

て
い
る
の
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
戸
数
道
銀
の
記
載
形
式
が
問
題

な
の
で
あ
る
。
然
る
に
投
函
国
と
句
風
台
園
と
を
比
較
す
る
と
、
両

者
の
記
載
形
式
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
投
遠
国
は
戸
数
に
つ
い
て
は

「
典
素
望
F
」
と
あ
り
邪
釜
台
四
も
「
㌍
二
等
黒
し
と
あ
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っ
て
、
五
と
七
と
の
数
字
の
差
が
あ
る
だ
け
で
記
載
形
式
は
全
く
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

一
で
あ
る
。
道
里
に
相
当
す
る
部
分
は
「
南
至
晶
投
馬
国
一
水
行
二
十

◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
O
　
　
　
　
（
台
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
0
　
　
0
　
　
0

臼
偏
に
対
し
「
南
至
二
邪
馬
早
昼
ハ
女
王
之
所
レ
都
、
水
行
十
田
・
吃

り
　
　
　
　

行
一
月
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
記
載
形
式
は
全
然
同
一
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
投
影
国
と
邪
馬
台
国
と
の
戸
数
道
里
に
関
す
る
部
分
の

記
載
形
式
が
全
然
岡
一
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
両
老
を
．
区
別
し
て
、

一
方
を
女
王
国
の
一
大
率
の
下
に
立
つ
「
二
二
女
王
国
一
以
北
」
中
の

一
舐
な
り
と
し
、
他
方
を
「
女
王
国
」
そ
の
者
だ
と
す
る
こ
と
は
、

「
略
載
」
と
い
う
記
載
条
件
に
斎
う
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
と
き
に
、
全
然
そ
れ
を
無
視
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
正
篇
な
読
み

方
だ
と
は
云
え
な
い
。
従
来
長
く
行
な
わ
れ
来
っ
た
解
釈
で
は
あ
る

が
採
用
し
が
た
い
。

　
そ
こ
で
つ
い
で
な
が
ら
記
す
が
、
右
の
困
難
を
さ
け
る
か
の
如
く

に
、
　
「
自
二
女
王
園
｝
以
北
」
の
中
に
女
王
国
を
含
め
て
、
邪
馬
台
国

ま
で
の
回
国
を
す
べ
て
「
自
ユ
女
王
国
一
以
北
」
と
読
む
と
す
る
と
ど

う
な
る
か
。
そ
れ
は
満
載
を
そ
う
固
苦
し
く
考
え
ず
、
そ
れ
よ
り
も

戸
数
道
里
が
記
載
さ
れ
て
い
る
諸
国
と
、
其
の
記
載
の
な
い
門
其
の

余
の
云
誤
し
と
を
区
別
す
る
方
に
重
き
を
お
く
読
み
方
で
あ
る
。
だ

が
こ
れ
ほ
ど
乱
暴
な
読
み
方
は
な
い
。
こ
の
読
み
方
が
漢
文
の
猛
し

い
読
み
方
で
な
い
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
所
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
ろ

う
。
そ
の
上
に
も
し
こ
の
読
み
方
を
敢
て
採
用
す
る
な
ら
ば
、
と
ん

で
も
な
い
奇
妙
な
結
果
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
は
特
別
の
地
方
で
あ
っ
て
、
女
王
国
か
ら
は

こ
の
地
方
に
「
特
に
一
大
率
を
置
い
て
諸
国
を
検
察
し
、
諸
国
は
之

を
下
界
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
も
し
邪
馬
黒
髪
が
女
王
国
で

あ
り
、
女
王
国
膚
体
が
「
二
二
女
王
国
一
以
北
」
の
中
に
属
す
る
な
ら

ば
、
女
王
国
王
は
み
ず
か
ら
任
命
し
た
一
大
率
の
下
に
立
ち
、
彼
の

き
び
し
い
検
察
を
う
け
て
之
を
畏
揮
す
る
諦
国
の
中
の
一
国
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
も
し
一
大
率
を
大
宰
府
的
官
司
だ
っ
た
と
す
る
な

ら
ば
、
京
都
が
大
宰
府
の
管
内
と
な
り
天
皇
が
大
宰
府
の
帥
の
下
に

立
つ
こ
と
に
な
る
。
矛
盾
も
ま
た
甚
だ
し
く
、
こ
の
よ
う
な
無
茶
苦

茶
な
こ
と
は
と
う
て
い
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
　
「
略
説
」
と
い

う
条
件
的
用
語
の
意
味
を
軽
視
し
、
文
章
の
外
見
的
な
続
き
具
合
だ

け
を
思
う
と
こ
の
よ
う
な
結
果
に
ま
で
な
る
。
倭
人
伝
に
見
え
る

「
自
轟
女
王
国
一
以
北
し
は
女
王
国
か
ら
一
大
率
を
伊
都
國
に
お
い
て

検
察
を
厳
に
し
て
い
た
特
別
の
地
域
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
戸
…
捌

道
里
を
略
芳
し
う
べ
き
地
方
が
「
自
鼻
女
王
国
画
以
北
」
で
あ
る
と
特

に
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
自
盤
女
王
騨
一
以
北
」
は
こ
の
よ
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う
な
地
域
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
”
〈
れ
と
、
女
王
悶
と
の
問
の
地
理
的

関
係
に
つ
い
て
は
、
原
文
を
よ
ほ
ど
詳
し
く
吟
味
し
て
「
以
北
」
た

　
　
　
　
む

る
の
条
件
で
あ
る
「
戸
数
道
里
の
略
載
」
が
何
で
あ
る
か
を
よ
く
考

う
べ
き
で
あ
る
。
従
来
の
女
王
国
観
は
そ
の
点
に
お
い
て
甚
だ
欠
く

る
所
が
あ
．
つ
た
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
こ
で
聞
題
は
コ
戸
数
道
悪
の
略
載
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
字
は
決
し
て
そ
う
む
ぞ
う
さ
に
読
ま
れ

て
は
な
ら
な
い
文
字
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
邪
馬
台
園
は
「
女
王
之

所
レ
都
」
だ
か
ら
女
王
国
だ
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
読
み
方
が
適
当
で

な
い
の
と
同
断
で
あ
っ
て
、
別
に
由
来
す
る
所
が
あ
．
る
用
語
で
あ
る
。

魏
志
倭
人
伝
が
使
っ
た
術
語
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

あ
る
「
略
載
」
の
意
味
は
「
詳
記
」
に
対
照
し
て
初
め
て
理
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
既
に
本
誌
の
一
概
年
の
九
月
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、

魏
志
倭
人
伝
が
前
漢
書
の
戸
数
道
璽
の
漕
式
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と

は
倭
人
伝
の
行
路
記
事
を
解
釈
す
る
が
た
め
に
は
見
の
が
す
こ
と
の

で
き
な
い
事
実
で
あ
．
っ
て
、
　
「
戸
数
道
里
の
略
載
」
と
い
う
表
現
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

前
漢
書
西
域
伝
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
倭
人
伝
は
前
漢
書
の
地
理
志
・
西
南
出
現
・
酒
域
伝
に
お
い
て
用

い
ら
れ
た
道
郎
等
記
載
の
書
式
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば

朝
鮮
警
標
爾
端
の
狗
聖
業
園
か
ら
傍
即
答
に
歪
る
ま
で
の
行
路
の
詑

述
が
連
続
的
に
志
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
現
実
の
地
理
が

そ
う
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
前
漢
書
地
理
志
の
黒
地
の
条
の
行
路

の
書
式
に
従
う
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
読
む
の
が
正
し
い
と

云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
伊
都
国
以
後
の
記
纂

に
つ
い
て
も
云
え
る
。
そ
れ
は
前
漢
書
の
西
域
伝
に
見
え
る
戸
数
道

里
等
の
書
式
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
い
か
に
読
む
の
が
正
し
い
か

と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
わ
が
国
の
通
説
で
は
連
続
的
読
み
・
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
至
と
い
う
文
字
の
意

味
を
詳
し
く
吟
味
し
た
読
み
方
で
は
な
い
と
思
う
。
先
に
私
は
魏
志

が
至
と
到
と
の
使
い
分
け
を
行
い
、
到
の
字
が
狗
邪
韓
國
と
伊
都
国

と
に
使
わ
れ
な
が
ら
、
最
後
の
邪
馬
台
圏
は
至
で
あ
っ
て
到
で
な
い

こ
と
を
指
…
早
し
て
、
伊
都
圏
以
後
は
連
続
的
記
窮
で
は
な
い
と
い
う

　
　
　
⑳

説
を
立
て
た
が
、
更
に
そ
の
後
熟
考
し
た
と
こ
ろ
伊
都
国
の
前
後
で

至
の
字
に
次
の
よ
う
な
音
加
味
の
網
違
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
即
ち

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も

伊
都
国
ま
で
の
至
の
字
は
「
難
度
曽
＝
海
一
千
余
里
、
至
晶
対
馬
国
一
」

と
い
う
形
式
の
行
路
記
事
の
繰
り
返
し
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
南
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

へ
向
っ
て
航
海
す
る
こ
と
干
余
里
に
し
て
対
馬
国
に
達
す
る
〕
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

う
意
味
の
至
で
あ
る
。
即
ち
臼
的
地
へ
の
到
達
を
意
味
す
る
至
で
あ
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原文に忠実な魏志倭入俵の解読（牧）

っ
て
、
こ
れ
と
岡
断
の
至
は
荊
漢
書
倉
皇
志
の
寒
地
の
条
に
出
て
い

　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぢ
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
や

る
。
こ
れ
に
対
し
炉
都
国
以
後
の
至
の
字
は
「
東
南
至
二
奴
園
r
百
璽
」

と
い
う
形
式
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
、
伊
都
国
以
前
の
文
に
比
較
す

る
と
、
伊
都
以
前
で
は
方
角
∵
距
離
・
国
名
の
順
に
な
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
伊
都
国
以
後
は
方
角
∴
題
名
・
距
離
の
順
で
あ
り
、
距
離

と
国
名
と
の
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
先
に

榎
氏
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
先
へ
と
発
展
し
な

か
っ
た
の
は
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
な
お
進
ん
で
行

路
記
事
の
読
み
方
を
追
及
す
る
と
次
の
伽
く
に
な
る
。
伊
都
国
の
次

の
「
東
南
至
論
奴
国
一
百
璽
」
及
び
他
の
三
国
の
同
じ
形
式
の
記
載
法

は
倭
人
伝
中
の
左
の
重
要
な
一
文
の
中
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
「
自
レ
郡
至
昌
女
王
国
一
万
二
千
余
雄
」
と
い
う
文
で
あ
る
。
「
倭

人
は
東
灘
大
海
の
中
に
あ
り
」
と
倭
人
伝
の
初
に
あ
る
か
ら
、
こ
の

文
は
「
自
レ
郡
」
の
下
に
「
東
南
篇
を
入
れ
て
も
差
支
え
が
な
い
と

謡
う
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
こ
の
文
は
「
東
南
至
路
奴
国
一
百
里
篇
と

全
く
同
一
形
式
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
然
る
に
こ
の
文
が
「
帯
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

郡
か
ら
（
東
南
）
女
王
国
に
至
る
ま
で
の
距
離
は
万
二
干
余
璽
だ
」

と
い
う
音
一
味
で
あ
．
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
奴
国
の
場
合
も
ま

た
そ
の
｛
土
中
削
の
「
（
伊
都
掴
か
ら
）
心
果
申
昭
「
奴
国
に
竃
る
ま
で
の
距
離
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
ぼ

百
璽
だ
」
と
い
う
意
味
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
の

ぬ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
ね
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　

も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り

場
合
の
至
は
至
の
字
で
あ
る
点
で
は
同
一
だ
が
、
伊
都
国
ま
で
の
至

ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
コ
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
も
　
　
ね
　
　
　
　
　
ソ
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
で
　
　
も
　
　
も
　
　
も

の
よ
う
に
到
達
を
意
味
す
る
至
で
は
な
く
、
距
離
を
意
味
す
る
至
で

も
　
　
も

あ
る
。
丸
心
は
国
名
と
距
離
と
の
順
を
ど
ち
ら
を
先
に
す
る
か
に
よ

っ
て
、
至
の
字
の
意
味
の
差
を
生
ず
る
よ
う
な
書
き
方
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
自
レ
郡
至
昌
女
王
国
一
万
二

干
余
里
」
で
は
帯
方
郡
が
距
離
を
計
る
起
点
に
な
っ
て
お
る
。
こ
れ

に
対
し
て
「
東
南
至
昌
奴
国
二
預
田
ご
と
い
う
場
合
は
新
羅
の
直
前
の

「
自
篇
伊
都
国
一
」
と
い
う
起
点
が
あ
る
こ
と
は
誰
に
で
も
す
ぐ
わ
か

る
が
、
そ
れ
か
ら
先
の
不
弥
・
投
馬
・
邪
馬
台
の
三
隔
に
つ
い
て
は
、

ど
こ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
至
る
ま
で
の
距
離
の
起
点
で
あ
．
る
か
、
原

文
だ
け
で
は
判
明
し
な
い
。
だ
か
ら
距
離
の
連
続
と
し
て
読
む
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
既
に
私
が
考
え
た
よ
う
に
最
後

の
邪
馬
台
国
に
も
他
の
三
国
同
楼
に
至
の
字
を
用
い
、
伊
都
国
の
場

合
の
よ
う
に
到
の
字
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
を
要
す
る
点

で
、
邪
馬
台
国
が
対
馬
か
ら
の
行
路
の
最
後
の
到
達
地
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
こ
で
到
の
字
を
用
い
る
こ
と
伊
都
圏
で
特
に
到
に
し
た
の
と

同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
こ
の
場
合
に
も
他
の
三
国
と
岡
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様
に
至
の
字
を
用
い
た
の
は
、
邪
馬
台
国
が
最
後
の
到
達
地
で
は
な

か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
い
ま
至
の
字
を
新
に
距
離
を
示
す
文
宇
と

し
て
解
釈
す
る
と
き
、
こ
こ
が
倭
人
伝
の
解
読
に
お
い
て
最
も
留
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

を
要
す
る
点
だ
と
恐
う
の
で
あ
る
が
、
距
離
を
意
味
す
る
こ
の
場
合

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
も
　
　
　
も

の
至
の
字
と
同
一
の
用
字
法
は
前
漢
書
の
酒
醤
伝
に
は
頻
繁
に
奮
う

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
カ
　
　
　
ち
　
　
　
し
　
　
　
カ
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

け
ら
れ
、
し
か
門
鑑
人
伝
の
場
合
と
同
様
に
同
一
形
式
の
文
が
繰
返

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

え
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
大
事
国
、
王
胤
轟
貴
山
城
鴨

南
昌
長
安
一
万
二
干
五
薪
五
十
里
云
々
。
東
至
二
都
護
治
所
一
四
千
三
十

一
里
。
北
部
曽
凱
雲
居
血
コ
關
嫉
…
一
ギ
丁
五
百
一
十
里
。
西
端
闇
至
昌
大
月
華
一
ぬ
ハ

百
九
十
里
。
北
与
二
康
居
灘
南
与
二
大
月
氏
一
接
」
と
あ
る
が
頻
く
、

爾
域
地
方
に
散
布
し
た
大
小
約
五
十
に
及
ぶ
諸
国
の
各
々
に
つ
い
て
、

こ
の
形
式
に
よ
る
距
離
の
列
挙
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て

各
方
面
へ
の
距
離
の
起
点
が
頭
書
の
国
名
で
あ
る
こ
と
は
、
言
葉
を

用
い
ず
し
て
明
白
だ
が
、
倭
人
伝
の
二
会
は
右
の
葱
漁
燈
の
よ
う
な

璽
程
表
で
は
な
く
、
問
に
官
名
や
戸
数
を
挿
入
し
た
地
誌
の
体
裁
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
邪
馬
台
国
の
部
分
も
至
で
あ
り
到
の
字
が
使
わ

れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
そ
う
た
や
す
く
四
国
へ
の
距

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

離
の
起
点
を
凡
て
伊
都
国
だ
と
は
云
え
な
い
。
た
だ
伊
都
国
が
帯
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
使
の
常
に
駐
ま
る
研
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
先

は
前
漢
漁
獲
域
伝
に
磨
い
て
藤
域
都
護
府
か
ら
の
距
離
を
記
載
し
た

例
に
な
わ
っ
て
、
い
ち
お
う
伊
都
國
か
わ
の
距
離
が
列
記
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
だ
が
従
来
は
伊
都
国
か
ら
後
の
四
面
へ
の
記
事
も
連
続
的
に
読
み
、

水
陸
合
わ
せ
て
六
十
購
以
上
を
要
す
る
地
点
に
邪
馬
台
国
が
あ
る
と

解
釈
し
て
き
た
の
で
、
九
州
説
は
最
後
の
一
月
を
一
日
の
誤
な
り
と

し
、
近
畿
説
は
邪
馬
ム
ロ
を
大
和
と
見
立
て
て
、
南
行
は
東
行
の
誤
な

り
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
新
に
原
文
ど
お
り
の
方
角
と
距
離
の

読
み
方
を
立
て
る
に
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
更
に
考
察
を

加
え
る
と
、
旧
稿
で
考
証
し
た
と
お
り
後
漢
の
軍
行
一
二
十
里
は
大
唐

六
典
の
行
程
表
に
見
え
る
車
行
三
十
型
に
文
通
す
る
か
ら
、
後
漢
で

も
歩
行
は
鷹
と
嵩
じ
く
一
日
五
十
里
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

う
し
て
そ
れ
が
後
漢
の
後
を
う
け
た
魏
で
も
行
な
わ
れ
た
一
霞
の
行

程
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
伊
都
隔
か
ら
女
王
園
の
首
府
の
所
在

地
邪
馬
台
国
ま
で
の
璽
数
千
五
百
型
は
陸
行
一
月
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
地
図
に
当
た
っ
て
見
て
竜
燈
蹴
（
松
浦
・
唐
津
）
か
ら

伊
都
（
恰
土
）
ま
で
の
里
程
五
百
里
（
陸
行
十
日
）
の
三
倍
ほ
ど
の
距

離
を
、
伊
都
か
ら
奴
国
を
経
て
南
隠
し
た
地
点
に
求
め
る
と
、
筑
後

の
山
門
郡
が
あ
り
古
の
山
門
県
の
故
地
で
あ
る
。
だ
か
ら
邪
馬
台
国

28　（28　），
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の
位
澱
を
こ
こ
に
求
め
る
の
は
、
最
も
自
然
だ
と
云
え
る
。
だ
が
之

は
陸
行
一
月
だ
け
で
判
断
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
水
行
十
日
は
ど
う

な
の
か
と
云
え
ば
筑
後
の
山
門
郡
は
有
明
湾
の
東
北
岸
に
あ
る
か
ら
、

恰
も
水
陸
両
為
の
ど
ち
ら
か
ら
で
も
達
し
う
る
地
点
だ
と
い
う
こ
と

が
着
眼
を
要
す
る
点
で
あ
っ
て
、
邪
馬
台
国
が
伊
都
国
か
ら
水
行
十

臼
陸
行
一
月
の
地
点
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
実
に
こ
の
こ
と
を
云

う
の
で
あ
ろ
う
。
書
式
上
か
ら
云
っ
て
も
こ
の
読
み
方
は
蓋
し
い
。

既
に
旧
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
の
杜
佑
の
通
典
の
州
意
志
は
前
漢

書
の
西
域
伝
と
岡
一
の
書
式
に
従
う
て
各
郡
の
地
理
的
位
置
を
書
い

て
い
る
か
ら
、
之
は
通
販
と
同
様
に
前
漢
書
の
書
式
を
踏
襲
し
た
魏

志
倭
人
伝
と
新
里
の
書
式
を
同
じ
う
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
が
、

ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
つ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ら

そ
の
中
の
漢
中
郡
の
条
に
酪
匿
路
・
斜
臣
籍
・
駅
路
を
あ
げ
、
四
馬

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
⑰
　
　
D
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

郡
の
条
に
陸
路
と
水
路
と
を
あ
げ
た
記
載
法
は
、
刷
織
の
行
路
を
電

も
　
　
　
ゆ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も

ね
て
書
い
て
い
る
点
で
、
今
問
題
に
し
て
い
る
水
行
十
日
陸
行
一
月

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
リ
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
や
　
　
　
し
　
　
　
も

と
書
式
が
全
く
問
一
で
あ
る
。
難
路
は
好
女
に
よ
む
べ
き
も
の
で
あ

も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
つ
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も

り
、
絶
対
に
連
続
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
延
喜
主
計
式
の
各
面
か
ら

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
．
宵

京
都
へ
の
取
調
使
の
行
程
の
記
載
形
式
も
ま
た
同
断
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
は
国
名
の
下
に
行
程
上
何
H
下
何
日
・
海
路
侮
購
と
な
っ
て

い
る
。
上
・
下
で
臼
数
を
異
に
す
る
が
、
上
9
の
日
数
の
方
が
下
り

の
そ
れ
よ
り
も
多
い
の
は
上
り
は
調
物
の
荷
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
書
式
に
よ
っ
て
陸
行
が
正
で
あ
り
水
行
が
副
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
倭
人
伝
の
場
含
も
同
様
で
、
陸
行
一
月
の
方
が
帯
方

郡
か
ら
女
王
国
へ
の
距
離
万
二
千
余
里
の
蕉
の
行
路
に
墨
た
る
の
で

あ
る
。
瞼
沖
行
一
㎝
月
と
水
制
打
十
日
は
朗
〃
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ
が
、
晶
空
覚
職

が
碧
玉
・
伊
二
間
の
所
要
日
数
の
三
倍
で
ひ
ど
く
誇
張
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
後
者
は
倭
人
か
ら
聞
い
た
実
数
の
ま
ま
を
あ
げ
て
、
そ

れ
を
十
日
掛
い
う
整
数
に
許
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
伊
郡
岡
か
ら
水

行
二
十
購
の
投
馬
照
の
位
農
は
そ
れ
の
二
倍
を
南
方
へ
水
行
す
る
の

だ
か
ら
、
九
州
東
海
溝
を
南
下
し
た
β
向
中
部
の
妻
が
故
地
で
あ
る

　
　
　
　
幼

と
云
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
倭
人
伝
の
他
の
数
宇
と
綱
様
に
凡

て
端
数
を
4
3
幽
っ
て
整
数
に
し
た
の
で
あ
る
。
元
の
数
宇
は
延
喜
式
主

計
式
を
参
考
す
る
と
首
肯
し
う
る
数
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
よ
う
に
蕩
式
を
本
に
し
て
考
え
る
と
、
伊
都
国
以
後
の
行
程

記
事
は
伊
都
國
を
起
点
と
し
て
各
脚
へ
の
方
角
と
距
離
と
を
羅
列
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
既
考
の
如
く
邪

馬
三
園
が
女
王
顛
で
は
な
い
上
に
、
更
に
従
来
長
く
行
な
わ
れ
来
っ

た
伊
都
国
以
後
の
連
続
約
読
み
方
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、

「
自
温
女
王
團
一
以
北
」
も
ま
た
対
馬
圏
か
ら
邪
砲
台
飼
ま
で
連
続
し
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た
八
三
の
中
で
、
投
馬
瞬
ま
で
の
七
十
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
い
う

よ
う
な
読
み
方
は
成
立
し
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
な
ら

ば
ど
う
読
め
ば
そ
れ
が
決
ま
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
原
文
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
自
箒
女
王
国
一
以
北
、
其
戸
数
半
里
可
二
略
載
一
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　

戸
数
道
寄
の
略
載
が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
［
懲
扁
女
王
国
皿
以
北
偏

で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
そ
れ
な
ら
「
略
歴
」

と
い
う
条
件
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
漢
書

の
地
理
志
・
西
南
夷
伝
・
酋
域
伝
の
道
烈
に
関
す
る
書
式
が
聖
遷
倭

人
伝
の
解
釈
に
参
考
に
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
竜
前
漢
書
の
書
式

を
考
え
て
み
る
の
が
良
か
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
西
域
伝
で
は

各
国
に
関
し
て
戸
数
道
黒
の
詳
し
い
～
記
載
が
あ
っ
て
、
こ
の
伝
の
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

論
に
爾
域
の
「
土
地
・
山
川
・
王
侯
・
戸
数
・
道
璽
遠
近
、
翔
実
夷
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
見
え
る
。
顔
師
古
の
註
に
従
う
と
翔
実
は
皆
実
で
あ
る
が
、
　
「
戸

も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
も
　
　
も
　
　
な
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
エ
　
　
も

畔
道
璽
の
詳
実
」
と
い
う
文
字
が
こ
こ
に
見
え
る
こ
と
は
篤
と
着
麟

も
　
も
　
も
　
カ
　
も
　
モ
　
ち
　
も
　
し
　
し
　
ぬ
　
　
　
　
る
　
も
　
ち
　
つ
　
も
　
も
　
も
　
も
　
も
　
も
　
へ
　
　
　
　
　

さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
魏
志
倭
人
伝
の
戸
数
道
警
の
「
略
載
」

も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ム
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

と
い
う
表
現
は
こ
れ
に
つ
な
が
る
で
あ
．
ろ
う
。
で
は
戸
数
道
里
の
誘

導
と
は
何
を
指
し
て
云
う
の
か
と
云
え
ば
、
西
域
伝
の
各
国
の
記
載

を
点
検
す
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
距
離
は
婁
数
で
示
し
、
里
数
も
戸

数
も
で
き
れ
ば
十
位
以
下
ま
で
詳
し
く
記
載
す
る
の
を
原
則
と
し
て

い
る
昏
そ
の
上
に
人
口
数
を
十
位
以
下
ま
で
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
比
較
す
る
と
倭
人
伝
に
お
い
て
は
、
機
数
が
見
え
る
の
は

不
護
国
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
に
戸
数
や
里
数
は
帯
方
の

伊
野
が
駐
ま
っ
た
伊
都
国
に
近
い
不
郷
国
ま
で
の
六
麟
が
ど
れ
も
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ゑ

位
以
上
の
数
で
あ
る
。
十
位
の
数
は
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
を
西
域

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
た
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　

も
　
　
　
ね
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

伝
の
場
合
に
比
べ
る
と
、
男
好
な
異
域
伝
の
各
国
に
お
け
る
よ
り
も

も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
る
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
へ

粗
大
な
数
字
で
あ
っ
て
、
恰
も
「
艶
態
」
と
云
う
の
を
適
当
と
す
る

も
　
も
　
ヘ
　
ヨ
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
字
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
投
里
国
と
邪
馬
台
照
で
は
璽
数
を
用
い

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
で
日
数
を
用
い
、
戸
数
も
不
弥
国
ま
で
の
よ
う
に
「
有
昌
何
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
一
」
と
い
う
実
在
を
表
わ
す
文
字
を
用
い
ず
、
「
可
昌
何
万
戸
榊
」
と

　
　
　
　
　
　
⑳

い
う
よ
う
な
推
定
に
と
ど
め
て
い
る
か
ら
、
こ
の
二
国
の
場
合
を
戸

数
壁
皿
の
略
載
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
水
行
十
二
だ
の
二
十
臼

だ
の
陸
行
一
月
だ
の
と
い
う
遠
方
の
国
は
ま
さ
し
く
「
共
の
余
の
募

圏
は
遠
絶
に
し
て
得
て
詳
ら
か
に
す
べ
か
ら
ず
し
と
い
う
中
に
属
す

　
　
　
　
⑳

る
の
で
あ
る
。
か
く
て
既
に
伊
都
国
以
後
が
連
続
的
記
述
で
な
く
、

戸
数
道
里
の
「
略
載
」
が
「
詳
実
一
な
記
載
法
と
の
澱
照
上
世
弥
国

ま
で
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
戸
数
郵
貯
が
略
載
さ
れ
て

い
る
「
膚
漏
女
王
国
偏
以
北
」
は
、
従
来
の
如
く
伊
都
圏
か
ら
水
行
二

十
臼
も
か
か
っ
た
と
い
う
即
今
国
ま
で
を
含
む
こ
と
な
く
、
伊
都
国
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か
ら
百
里
の
近
距
離
に
あ
っ
た
霊
智
国
ま
で
位
の
六
国
の
地
方
だ
っ

た
と
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
「
自
二
女
王
國
㌘
以
北
」
が
不
仏
国
ま

で
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
不
弥
山
の
す
ぐ
南
が
女
王
國
だ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
へ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
地
勢
的
条
件
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し

「
女
王
圏
し
と
「
自
門
女
王
国
一
以
北
し
と
の
境
界
は
恐
ら
く
は
ぼ
筑

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
b
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
⑳

前
ど
筑
後
と
の
境
界
に
一
致
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
「
臼
昌
女
王
園
一
以
北
」
の
地
理
的
位
置
に
関
す
る
上
記
の
考
定
は
、

こ
の
地
方
が
女
王
濁
と
の
関
係
に
お
い
て
有
す
る
制
度
上
の
位
置
に

適
合
す
る
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
締
る
の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
と

お
り
女
王
国
は
倭
国
に
対
す
る
別
名
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
者
で
は

な
い
。
こ
の
国
は
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
国
が
共
間
の
王
を
立
て
て
い

た
連
合
濁
家
即
ち
連
邦
で
あ
っ
た
。
共
圃
の
倭
国
王
を
立
て
た
諸
国

に
は
そ
れ
ぞ
れ
魍
驚
が
あ
っ
た
の
に
相
違
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、

「
共
に
王
を
立
て
る
」
と
い
う
園
家
の
構
成
は
生
じ
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
共
同
の
王
に
は
女
王
が
あ
り
、
女
王
は
邪
馬
台
国
に
居
て
倭

国
を
統
治
し
た
。
こ
の
こ
と
を
倭
人
伝
で
は
「
邪
馬
台
国
は
女
王
の

託
す
る
所
」
と
需
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
邪
馬
台
網

一
女
王
国
と
い
う
晃
方
を
生
ず
べ
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
既

考
の
と
お
り
で
あ
・
の
⇔
　
か
四
丁
一
二
回
－
一
二
倭
国
に
心
し
て
不
弥
困
回
ま
で
の
ふ
ハ

国
の
地
方
が
「
自
轟
女
王
国
［
以
北
」
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
は
も
ち

ろ
ん
女
王
国
慕
倭
国
連
邦
の
構
成
国
で
は
な
い
。
云
い
か
え
る
と
連

邦
の
翠
蓋
で
は
な
い
。
　
「
女
王
国
よ
り
以
北
に
は
特
に
一
大
率
を
置

き
諸
国
を
検
察
せ
し
む
。
諸
国
之
を
畏
嘉
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女

王
国
が
任
命
し
た
総
督
の
支
配
下
に
立
つ
属
領
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

各
国
に
は
女
王
国
の
官
を
お
き
、
ま
た
内
外
の
警
戒
の
目
的
で
卑
奴

母
離
（
夷
布
）
を
お
い
た
。
そ
の
国
の
官
名
か
ら
推
す
と
、
高
官
は

元
の
世
襲
制
の
国
王
の
家
か
ら
出
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
伊
都
国
に

だ
け
は
王
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
大
陸
諸
国
と
の
外
交
の
た
め
に
特

に
国
王
と
い
う
称
暑
を
残
し
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
全
く
政
策
的
な
存

在
で
あ
り
、
歴
代
の
国
王
は
女
王
国
に
「
統
屈
」
し
て
、
実
質
的
に

は
官
に
異
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
倭
国
を
構
成
し
た
国
で
は
な
く
、

こ
の
国
に
お
か
れ
た
一
大
率
の
検
察
の
下
に
立
っ
た
園
で
あ
っ
た
こ

と
も
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
不
売
国
ま
で
の
六
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

の
地
方
は
、
戸
…
筋
道
里
が
下
席
さ
れ
て
い
る
と
い
う
漏
出
で
、
「
自
二

女
王
国
酬
以
北
」
に
属
し
た
と
同
時
に
、
伊
都
国
に
お
か
れ
た
女
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
の
一
大
率
の
検
察
の
下
に
立
っ
た
溜
飲
の
地
方
で
あ
っ
た
と
い
う

点
で
も
、
　
「
自
轟
女
王
国
一
以
北
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二

つ
の
条
件
が
共
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
読
み
方
が
正
し
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い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
．
伊
郡
編
か
ら
の
距
離
か
ら

云
っ
て
も
、
奴
砥
や
不
弥
麟
は
僅
に
百
盤
を
、
隔
て
る
の
み
だ
っ
た
か

ら
、
略
載
と
検
察
と
が
可
能
な
位
置
に
あ
っ
た
。
水
行
二
十
日
置
要

し
た
と
い
う
投
馬
国
は
日
向
の
妻
に
あ
っ
た
と
思
う
が
、
こ
の
国
は

邪
馬
台
国
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
い
る
。
・
百
銅
器
の
嵐
土
を
見
な
い
臼

向
に
こ
の
国
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
圏
が
銅
器
を
使
用
し
な
い
よ

う
に
な
っ
た
樽
代
に
、
女
王
圏
か
ら
建
設
さ
れ
た
植
民
地
羅
家
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
こ
の

国
も
女
王
国
を
構
成
し
て
い
な
か
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
・
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
不
三
国
ま
で
の
国
名
と
位
置
が
明
か
な
六
国

は
「
女
王
国
よ
り
以
北
偏
で
あ
っ
て
女
王
国
を
構
成
せ
ず
、
臼
向
中

部
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
投
馬
國
も
官
名
あ
っ
て
王
が
な
い
函
だ

か
ら
、
女
王
題
を
構
成
し
な
か
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
女
王

国
即
ち
倭
騨
は
諸
国
が
共
過
し
て
国
王
を
立
て
た
連
邦
で
あ
っ
た
か

ら
、
之
を
構
成
し
た
各
騨
に
は
智
王
が
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
倭

人
伝
に
は
邪
馬
盤
渓
王
を
盟
主
と
し
た
園
の
名
を
明
ら
か
に
し
て
い

な
い
。
斯
馬
国
以
下
の
二
十
一
園
の
中
に
で
も
倭
岡
を
構
成
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

属
国
や
植
罠
地
燭
家
が
含
ま
れ
て
い
た
疑
が
あ
る
。
国
名
の
明
ら
か

な
各
国
の
紘
置
を
考
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
倭
国
の
領

域
が
筑
後
川
の
流
域
と
禽
明
湾
の
鼠
鳴
地
帯
を
主
要
地
域
と
し
て
い

た
こ
と
は
疑
が
な
く
、
筑
後
を
中
枢
と
し
、
肥
前
・
肥
後
・
豊
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

三
国
に
及
ん
で
い
た
こ
と
も
疑
が
な
い
。
管
見
で
は
国
名
明
か
な
三

十
国
は
す
べ
て
小
部
族
瞬
家
で
あ
っ
た
が
、
九
州
に
は
三
つ
の
部
族

群
が
あ
っ
て
、
倭
国
に
断
属
し
た
部
族
群
は
北
部
と
中
部
地
方
と
に

属
し
た
の
に
対
し
、
北
部
海
岸
地
帯
の
都
族
群
は
連
濁
的
に
は
最
も

早
く
か
ら
開
け
た
が
、
二
世
紀
の
初
旗
章
圏
の
属
．
領
と
な
り
、
南
肥

後
の
球
摩
郡
を
占
め
た
狗
奴
等
な
ど
南
部
地
方
の
部
族
群
は
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
も
文
化
的
に
も
九
州
で
は
最
も
お
く
れ
て
い
た
。

五
　
魏
志
倭
人
伝
が
難
解
で
あ
っ
た
理
由
に
つ
い

　
て
の
綜
合
的
考
察

　
三
五
倭
人
伝
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
は
、
初
に
あ
げ
た
よ
う
に
、

（
一
）
対
馬
国
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
行
路
記
事
を
連
続
し
た
一
本

の
行
路
と
し
て
読
み
・
、
　
（
二
）
邪
馬
台
国
を
女
王
国
な
り
と
し
、
且

（
三
）
対
馬
国
以
下
倭
人
伝
に
記
名
が
見
え
る
二
十
九
国
を
全
部
倭

国
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
三
つ
の
読
み
方
の
上
に
行
な
わ
れ

て
い
る
。
伊
都
国
か
ら
後
の
行
路
は
伊
都
国
を
起
点
に
し
て
、
列
挙

的
に
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
新
説
が
が
現
わ
れ
て
も
、
ま
だ
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旧
説
を
動
か
す
に
至
っ
て
い
な
い
，

　
だ
が
（
一
）
対
馬
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
各
国
關
の
行
路
の
記
事

は
、
こ
の
論
文
で
新
し
い
根
拠
を
あ
げ
て
特
に
念
入
り
に
論
証
し
た

よ
う
に
、
伊
都
国
ま
で
は
連
続
的
読
み
方
で
よ
い
が
、
同
国
以
後
の

分
は
伊
都
国
を
起
点
と
し
て
列
挙
的
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行

程
記
事
で
あ
る
。
こ
の
読
み
方
の
根
拠
は
前
漢
書
の
行
路
や
行
程
の

書
式
で
あ
る
。
（
二
）
邪
馬
台
国
は
女
王
国
で
は
な
い
。
女
王
圏
は
倭

国
の
異
名
で
あ
9
、
女
王
は
倭
国
王
以
外
の
何
者
で
も
な
い
か
ら
、

螂
馬
弓
照
が
「
女
王
之
所
レ
都
」
だ
と
い
う
の
は
こ
の
麟
が
倭
国
王
の

首
府
の
断
在
地
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
に
倭
園
一
女
王
国
は
邪

馬
台
国
王
を
盟
主
と
す
る
達
邦
で
あ
る
。
ま
た
（
三
）
倭
国
は
対
馬

国
以
下
国
名
の
明
ら
か
な
二
十
九
國
の
全
部
を
含
む
と
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
女
王
国
は
倭
国
で
あ
る
か
ら
、
「
高
島
女
王
国
一
以
北
」

と
称
ば
れ
た
地
方
が
倭
顛
よ
り
も
北
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
不
憂
国
ま
で
の
六
国
の
地
方
で
あ
る
。
こ
の
地
方
は
「
自
嘉
女
王
国
曝

以
北
、
其
戸
数
隠
里
、
可
畿
略
載
一
」
及
び
「
自
二
女
王
国
一
以
北
、
特

鋒
三
大
率
ハ
検
二
察
諸
国
ハ
諸
国
畏
二
揮
之
こ
の
二
つ
の
条
件
に
か

の
う
た
地
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
十
九
国
立
か
ら
除
か
ね
ば
な
ら
な

い
、
両
地
方
の
境
界
は
不
漁
国
の
南
で
、
地
理
的
条
件
の
ほ
か
斯
馬

国
以
ド
ニ
十
一
箇
の
国
名
の
吟
味
と
考
古
学
的
検
証
に
よ
っ
て
決
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
大
体
筑
前
と
筑
後
と
の
境
の
辺
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
日
向
の
妻
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
投
馬

国
は
、
官
あ
っ
て
王
な
き
国
だ
か
ら
倭
国
連
邦
に
属
し
た
と
は
い
え

ぬ
。
実
に
二
十
九
国
か
ら
こ
れ
ら
の
七
国
を
除
い
た
地
域
が
倭
国
即

ち
女
王
国
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
倭
国
連
邦
の
首
都
が
あ
っ
た
邪
馬

台
国
の
位
置
は
有
明
湾
東
北
岸
の
山
門
郡
の
地
に
あ
っ
た
と
断
定
す

る
が
、
そ
の
理
由
は
在
来
の
説
と
全
く
異
な
る
。

　
も
し
以
上
に
示
し
た
新
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
従

来
長
い
閣
初
に
示
し
た
三
つ
の
読
み
方
が
崩
れ
ず
、
第
一
の
行
路
記

事
の
読
み
方
に
つ
い
て
新
説
が
現
れ
て
も
成
立
し
な
か
っ
た
か
と
云

え
ば
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
一
二
つ
の
読
み
方
が
相
互
連
関
の
関
係

に
立
っ
て
い
て
、
そ
の
中
の
一
つ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

同
時
に
他
の
二
つ
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

三
つ
の
在
来
の
読
み
方
の
う
ち
、
第
一
の
行
路
記
事
の
読
み
方
は
一

見
し
た
と
こ
ろ
誰
に
も
全
部
連
続
的
に
読
む
の
が
臼
然
で
あ
っ
て
、

伊
都
国
の
前
後
で
読
み
方
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
至
の
字

の
用
法
と
行
路
の
書
式
と
を
詳
し
く
吟
味
し
て
、
初
め
て
判
明
す
る

こ
と
が
ら
で
あ
る
。
中
国
の
古
の
学
者
ま
で
が
連
続
読
み
に
し
た
適
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侮
は
梁
書
で
あ
っ
て
、
伊
都
照
以
後
の
文
体
を
原
文
と
は
全
く
変
更

し
て
伊
都
國
以
前
の
文
体
と
全
く
同
一
に
し
て
い
る
。
中
国
の
学
者

す
わ
こ
の
と
お
り
だ
か
ら
、
わ
が
園
に
お
い
て
前
記
第
一
の
読
み
方

が
動
か
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
と
云
い
う
る
。
日

本
書
紀
は
こ
の
読
み
・
方
に
従
う
て
い
る
の
で
、
ヤ
マ
ト
と
い
う
地
名

の
周
一
と
相
ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
近
畿
説
の
伝
統
を
生
じ
た
。
こ
の

読
み
方
が
正
し
い
な
ら
ば
、
伊
都
国
に
お
い
て
邪
馬
台
国
ま
で
の
距

離
に
関
す
る
魏
の
帯
親
一
食
の
所
闘
に
鎧
誤
が
あ
っ
た
か
、
又
は
魏

志
の
記
述
に
過
失
が
あ
っ
た
か
、
ど
ち
ら
か
が
原
閃
［
に
な
っ
て
、
璽

、
数
の
干
五
百
里
と
日
数
の
水
陸
舎
計
六
十
日
と
の
く
い
ち
が
い
を
生

じ
た
の
だ
と
考
え
る
の
も
尤
も
な
こ
と
だ
か
ら
、
南
を
南
の
ま
ま
に

し
最
後
の
一
月
を
一
睡
に
改
め
て
邪
馬
台
国
の
位
羅
を
求
め
る
説
と
、

南
を
東
に
改
め
て
邪
馬
台
墨
は
大
和
で
あ
る
と
す
る
説
と
を
生
じ
た

こ
と
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
読
み
方
で
あ
る
邪
馬
台
国
一
－
女
王
圏
説
は
、
日
本
書
紀
が

邪
馬
台
国
を
大
和
国
と
し
、
神
功
皇
后
を
女
王
卑
弥
呼
に
見
立
て
て

い
る
の
に
由
来
す
る
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
九
州
説

で
も
同
じ
読
み
方
を
し
て
い
る
の
は
、
対
馬
国
以
下
二
十
九
騨
の
全

部
が
倭
燭
を
構
成
し
て
い
る
と
見
る
第
一
二
の
読
み
方
を
採
用
し
て
い

る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
、
倭
入
伝
に
は
文
初
に

「
従
レ
郡
至
レ
倭
」
と
し
て
倭
に
赴
く
行
路
の
叙
述
に
入
り
、
狗
邪
韓

国
の
こ
と
を
「
到
二
六
北
岸
狗
邪
韓
國
闘
七
千
余
塁
」
と
し
て
い
る
、

「
其
北
岸
」
が
「
倭
の
北
撮
」
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
卑
弥
呼
は
「
親
魏
倭
王
」
の
金
印
を
与
え
ら
れ
た
が
、
「
諸
王
」

が
「
倭
国
王
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
倭
人
伝
の
内
容
上
明
白
だ
と

思
え
る
。
そ
れ
で
「
倭
」
と
「
倭
国
」
之
を
岡
角
し
う
る
と
す
る
読

み
方
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
対
馬
悶
は
倭
圏
に
含
ま
れ

た
国
の
初
で
あ
り
、
国
名
の
明
ら
か
な
二
十
九
国
、
後
漢
書
の
い
わ

ゆ
る
三
十
許
国
は
凡
て
倭
…
園
に
属
し
、
倭
郷
蔵
を
共
に
立
て
た
諸
圏

で
あ
る
と
す
る
読
み
方
が
生
じ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
て
後
漢
書
は
倭
国
を
女
王
国
と
同
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
自
二
女
王
国
∴
以
北
」
の
こ
と
は
一
言
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
わ
が
国
の
従
来
の
学
説
は
、
第
一
の
連
続
的
読
み
方
と
第
三
の

倭
国
観
と
を
結
合
す
る
と
共
に
、
邪
馬
台
圏
を
女
王
国
な
り
と
す
る

第
二
の
読
み
方
を
採
用
し
た
か
ら
、
三
園
と
女
王
圏
と
を
同
視
す
る

後
漢
書
と
の
差
を
生
ず
る
と
共
に
、
後
漢
書
が
ご
蕎
も
し
て
い
な
い

「
自
二
女
王
子
“
以
北
」
の
解
釈
で
重
大
な
困
難
に
遭
遇
す
る
結
果
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
の
倭
人
伝
の
二
十
九
国
を
全
部
倭
国
の
構
成
国
と
す
る
読
み

方
に
つ
い
て
は
後
漢
書
の
誤
と
の
関
係
が
深
い
。
倭
人
伝
に
お
け
る

「
倭
」
の
字
は
倭
人
・
倭
国
・
立
地
の
基
本
的
用
語
で
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
は
よ
ほ
ど
吟
味
し
な
い
と
誤
に
陥
る
。
　
「
親
魏
倭
王
」
の
倭

は
倭
国
の
義
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
　
「
其
（
倭
）
北
岸
狗
邪

韓
国
」
の
倭
は
既
述
の
と
お
り
前
之
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
後
漢
書

の
倭
伝
が
そ
の
初
に
倭
を
倭
国
の
義
に
用
い
、
　
「
煮
乾
通
昌
於
漢
｝
音

三
十
許
国
、
幽
思
称
レ
王
、
世
世
伝
レ
統
、
其
大
倭
正
居
二
邪
馬
台
国
こ

と
書
い
た
時
、
蚕
繭
と
倭
国
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
は
既
考
の
如

し
で
あ
る
。
第
三
の
読
み
方
は
そ
れ
と
同
断
の
混
嗣
を
繰
返
し
て
い

る
が
、
後
漢
書
の
右
の
倭
国
観
が
そ
れ
を
誘
致
又
は
強
化
し
た
と
云

っ
て
も
差
支
え
る
ま
い
と
愚
う
。
ま
た
後
漢
書
は
倭
園
を
大
王
閣
家

の
一
種
の
如
く
見
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
人
の
倭
国
観
に

影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
後
漢
書
は
正
当
に
も
女
王
悶

と
倭
国
と
を
同
視
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
「
自
篇
女
王
国
一
以
北
」
に

つ
い
て
は
一
言
も
し
て
い
な
い
の
で
、
後
漢
書
が
孝
志
倭
人
伝
の
対

馬
か
ら
邪
馬
台
園
ま
で
の
各
陶
の
間
の
行
路
の
記
事
を
ど
の
よ
う
に

読
ん
だ
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
「
其
地
大
患
在
会
稽
束
冶
下

汐
」
と
し
て
い
て
、
そ
の
点
は
倭
人
伝
の
「
計
二
共
道
毘
嚇
当
レ
在
論

会
稽
瓦
燈
之
東
こ
に
一
致
す
る
か
ら
、
行
路
の
油
分
を
わ
ざ
と
艦

略
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
こ
の
点
は
、
後
霜
害
と
し
て
は
書
く

必
要
が
無
い
ほ
ど
虚
伝
は
倭
人
伝
よ
り
も
簡
約
だ
と
も
云
え
る
し
、

対
馬
国
以
下
の
行
路
の
こ
と
は
、
魏
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
帯
方
の

郡
使
が
実
地
の
見
聞
に
よ
っ
て
初
め
て
知
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
後
漢

時
代
の
歴
史
で
あ
る
後
漢
に
そ
の
こ
と
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
正
当
な
理
由
を
お
び
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
も
し
後
漢
書
の
撰
者
が
魏
継
続
人
伝
の
行
路
の
記
事
に
つ
い

て
、
「
自
晶
女
王
国
襯
以
北
、
其
戸
数
国
里
可
二
略
載
｛
共
余
毒
扇
遠
絶

不
レ
可
昌
得
詳
こ
の
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
は
ど
こ
な
の
か
と
問
わ

れ
た
ら
返
答
の
辞
に
苦
し
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
漢
書
は
女
王
園

を
倭
国
の
異
称
と
解
し
て
い
た
か
ら
、
　
「
自
轟
女
王
国
以
北
」
は
倭

国
以
北
に
あ
り
、
対
馬
国
よ
り
も
北
方
の
韓
土
．
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
「
自
縞
女
王
国
一
以
北
」
に
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
戸
数

道
里
を
略
図
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
方
が
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
だ

と
す
れ
ば
、
そ
の
地
方
は
対
馬
以
下
戸
数
と
行
銘
が
記
載
さ
れ
た
八

柳
中
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
後
定
番
が
い
・
つ
倭
国
即
ち

女
．
王
国
の
中
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
再
び
後

漢
書
の
矛
繍
が
暴
露
す
る
で
あ
ろ
う
。
行
路
記
事
を
後
漢
方
が
ど
う
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読
ん
だ
か
不
明
だ
が
、
連
続
的
に
読
ん
だ
と
す
れ
ば
右
の
八
脳
中
の

終
の
方
の
ど
れ
か
が
女
王
国
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
「
女

王
之
所
レ
都
」
で
あ
っ
た
邪
馬
台
国
が
女
王
国
だ
と
い
う
見
方
が
生

ず
る
の
で
あ
る
。
私
は
後
漢
書
は
倭
の
奴
国
を
「
倭
国
国
際
南
界
也
」

と
し
て
い
る
の
で
、
倭
人
伝
の
文
と
鮒
照
し
て
倭
国
と
女
王
国
と
を

同
視
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
、
前
文
に
示
す
が
如
く
で
あ
る
が
、
三

十
御
国
を
凡
て
倭
国
な
り
と
し
、
加
う
る
に
行
路
記
事
を
連
続
的
に

読
ん
だ
と
す
る
と
、
邪
馬
台
国
を
女
王
国
だ
と
す
る
ほ
か
に
途
は
な

か
っ
た
。
後
漢
書
も
そ
う
い
う
読
み
方
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
と

い
う
の
は
そ
の
後
膨
書
で
は
前
記
の
と
お
り
連
続
的
に
読
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
後
漢
書
は
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」
に
つ
い
て
は

一
言
も
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
後
漢
書
の
倭
国
は
対
馬
岡
以
下
の

三
十
許
国
を
禽
む
と
す
る
解
釈
が
、
　
「
女
王
圏
偏
と
「
自
二
女
王
国
柵

以
北
」
と
の
境
界
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
難
問
で
苦
し
む
こ
と

な
し
に
済
ん
で
い
る
こ
と
は
留
意
さ
る
べ
き
点
で
あ
る
。

　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も

　
最
初
に
掲
げ
た
（
一
）
連
続
的
読
法
と
（
二
）
邪
馬
台
国
－
女
王

も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
い
　
　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
い
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

国
説
と
（
三
）
倭
国
は
二
十
九
国
全
部
を
含
む
と
い
う
読
み
方
と
の

も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
し
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

三
者
は
、
既
に
論
証
し
た
よ
う
に
三
つ
と
も
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る

う
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
カ
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
ち

が
、
三
つ
の
誤
解
の
集
積
或
は
「
し
わ
よ
せ
」
が
「
自
漏
女
王
国
一
以

カ
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
コ
　
　
　
も

北
扁
に
つ
い
て
の
甚
だ
し
い
誤
解
の
形
を
と
ウ
て
現
れ
て
い
る
。
従

来
の
通
説
は
対
馬
国
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
南
北
に
連
続
す
る
行
路

上
の
諸
国
の
中
、
邪
馬
台
国
（
女
王
圏
）
の
北
な
る
暴
馬
国
ま
で
の
七

国
が
、
倭
国
く
二
＋
九
国
全
部
）
の
中
の
「
自
篇
女
王
豊
島
以
北
」
、
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
説
が
「
臼
二
女
王
岡
一
以
北
」
の
位
置
を

決
定
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
「
其
戸
数
道
里
可
二
賂
載
一
」
に
お
い

て
云
う
「
略
載
」
の
音
心
味
と
い
か
に
根
本
的
に
矛
盾
し
、
ま
た
こ
の

説
に
も
と
つ
く
癖
馬
国
の
位
概
が
、
近
畿
説
で
も
九
州
説
で
も
「
製
缶

女
王
国
一
以
北
」
の
諸
国
を
検
察
し
た
一
大
率
の
所
在
地
と
の
関
係
や

地
理
的
条
件
か
ら
見
る
と
き
、
い
か
に
不
自
然
で
納
得
し
が
た
い
も

の
で
あ
る
か
は
、
前
文
で
論
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
魏
老
鴬
人
伝

不
可
解
の
理
由
の
最
も
重
い
原
因
は
実
に
こ
の
「
自
漏
女
王
国
一
以
北
」

の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
は
こ
の
点

に
つ
い
て
な
ん
ら
の
疑
問
符
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
前
記

の
第
二
の
読
み
方
で
あ
る
邪
馬
台
図
一
女
王
園
説
と
第
三
の
倭
国
は

二
十
九
国
の
全
部
を
含
む
と
す
る
読
み
方
と
が
不
動
で
あ
っ
た
が
た

め
に
、
第
一
の
対
馬
国
以
下
の
行
路
記
事
に
つ
い
て
伊
都
属
以
後
は

列
挙
的
だ
と
い
う
新
説
が
生
じ
て
も
そ
れ
を
し
て
不
成
立
に
終
ら
し

め
る
と
共
に
、
三
つ
の
旧
来
の
読
み
方
が
緒
合
す
る
と
弾
薬
発
生
す
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べ
き
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
に
対
す
る
解
釈
に
つ
い
て
疑
閥
符
を
投

ず
る
余
地
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
倭
国
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
に
は
こ
の
国
が
諸
礪
が
共
に
共
同
の

顯
王
を
立
て
た
連
合
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
を
要
す
る
。

女
王
国
が
何
で
あ
る
か
は
女
王
が
倭
国
王
以
外
の
何
者
で
屯
な
か
っ

た
こ
と
を
知
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
両
者
を
理
解
す
れ
ば
、
女
王

国
は
倭
国
の
別
名
以
外
の
者
で
は
な
く
、
邪
馬
台
国
は
倭
園
の
国
都

の
所
在
地
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
伊
都
国
以
後
四
国

の
行
路
の
記
事
は
連
続
的
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
で
、
伊
都
国
を
起

点
に
し
て
列
挙
的
に
読
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
自
晶
女

王
国
｝
以
北
」
　
の
位
概
は
、
南
北
に
連
続
す
る
行
路
上
に
お
い
て
求

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
戸
数
道
里
の
「
略
載
繍
と
い
う
条
件
に
か

な
う
か
ど
う
か
、
並
に
伊
都
国
に
お
か
れ
た
一
大
率
の
検
察
の
下
に

お
か
れ
て
、
そ
れ
を
畏
議
す
る
よ
う
な
諸
国
の
あ
っ
た
地
方
と
い
う

条
件
に
か
な
う
か
ど
う
か
、
と
い
う
二
つ
の
条
件
に
合
格
す
る
地
方

が
「
自
二
女
王
国
一
以
北
」
の
地
方
だ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
う
ち
第
一
の
条
件
た
る
一
戸
立
道
里
の
「
略
載
」
は
、
倭
人
伝
の

書
式
が
前
漢
書
に
従
う
て
い
る
の
で
、
前
漢
書
の
瀕
域
伝
に
お
け
る

諸
賜
の
戸
数
鶴
里
の
記
載
の
「
詳
実
」
な
る
標
準
に
照
し
て
考
定
さ

る
べ
き
」
も
の
で
あ
っ
て
、
晶
朋
文
に
ゑ
詳
述
し
た
よ
・
り
に
そ
繭
ル
は
不
弥
困
［

ま
で
の
諸
国
で
あ
る
。
ま
た
第
二
の
一
大
率
の
検
察
に
服
し
た
地
方

と
い
う
条
件
は
、
倭
国
即
ち
女
王
国
は
最
初
か
ら
諸
園
が
共
に
倭
㎝
園

王
を
立
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
存
続
し
た

連
含
国
家
即
ち
連
邦
で
あ
る
か
ら
、
之
を
構
成
し
た
各
国
は
国
内
に

お
い
て
自
主
の
権
を
有
し
た
国
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
で
、

女
王
国
の
官
が
麗
か
れ
た
り
女
王
国
に
「
統
属
」
し
て
畠
主
の
権
な

き
王
を
有
し
た
の
に
止
ま
る
不
弥
圏
ま
で
の
九
州
北
岸
地
方
の
六
国

の
如
き
は
女
王
国
に
属
せ
ず
、
女
王
国
が
特
に
お
い
た
一
大
率
の
検

察
に
服
す
る
と
い
う
条
件
を
充
た
す
地
方
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
「
麟
二
女
王
国
一
以
北
」
た
る
に
必
要
な
二
つ
の
条

件
を
充
た
す
諸
国
は
、
不
弥
国
ま
で
の
六
二
の
地
方
で
あ
っ
た
と
断

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
対
罵
国
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
行
程
記
事
の
う
ち
、
伊
都
国
以
後

を
列
挙
的
に
読
む
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
擾
教
授
に
よ
っ
て

主
張
さ
れ
間
題
に
な
っ
た
と
と
で
あ
る
が
、
　
「
自
二
女
王
国
“
以
北
」

の
解
釈
は
従
来
全
く
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
倭
鞍
で
あ
る

「
女
王
国
」
と
「
自
層
｝
女
王
国
”
以
北
」
と
の
区
別
を
正
し
く
す
る
こ

と
は
、
倭
国
本
土
の
範
囲
を
た
だ
し
、
倭
国
と
そ
の
属
領
と
の
関
係
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も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ね
　
　
　
も
　
　
　
や
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

を
知
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
、
従
来
の
諸
説
が
不
弥
爾
を
界
、

カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も

に
し
て
こ
の
区
別
を
立
て
ず
、
且
つ
両
者
の
区
制
上
の
差
違
を
明
ら

し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も

か
な
わ
し
め
ず
、
対
馬
国
以
下
二
　
十
九
国
を
凡
て
倭
国
の
中
に
収
め

さ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ロ
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ね
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

た
こ
と
は
、
例
え
ば
衣
服
の
上
衣
と
下
衣
と
を
縫
い
つ
け
て
一
つ
に

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

し
た
よ
う
な
過
誤
で
あ
っ
て
到
底
衣
服
と
し
て
の
用
を
な
さ
な
い
。

倭
人
伝
が
不
可
解
で
あ
っ
た
宅
要
な
原
因
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
。
内

従
来
こ
の
点
が
不
間
に
附
せ
ら
れ
た
の
は
、
三
つ
の
誤
っ
た
読
み
方

の
結
合
の
た
め
に
こ
の
鍛
も
重
要
な
区
別
の
存
在
が
、
裏
面
に
逐
い

や
ら
れ
て
表
面
化
し
な
か
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
殊
に
後
漢
書
流
に

三
十
許
国
の
全
部
を
倭
国
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
収
め
る
読
み
方
を
踏

襲
す
る
な
ら
ば
、
　
「
自
判
女
王
限
圃
以
北
」
は
永
久
に
倭
国
即
ち
女
王

国
か
ら
離
れ
た
地
方
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
没
却
し
去
ら
れ
、
倭
絵

の
真
の
構
成
は
不
明
の
ま
ま
で
忘
却
し
去
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。
倭
国
な
る
も
の
は
自
主
の
権
を
有
し
た
諸
編
王
が
連
合
し
て

共
同
の
国
王
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
連
合
国
家
即
ち
連

邦
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
中
に
倭
国
王
即
ち
女
王
國
王
が
任
命
し

た
長
官
が
そ
の
国
を
支
配
し
た
諸
園
や
、
又
は
倭
国
王
を
上
長
と
し

て
世
友
之
に
「
統
属
」
し
隷
属
し
て
名
義
に
止
ま
る
国
王
を
有
し
た

よ
う
な
国
を
包
含
し
て
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
況
ん
や
大
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
む
　
　
も
　
　
も
　
　
も

法
家
又
は
重
代
専
制
圏
家
の
た
ぐ
い
で
は
な
か
っ
た
。
女
王
国
と
女

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヨ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
で
　
　
　
る

王
国
よ
り
以
北
と
の
区
別
を
正
し
く
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
り
倭
国
に

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

関
す
る
政
治
地
理
上
の
問
題
で
あ
る
に
止
ま
・
り
ず
、
倭
圏
の
構
造
と

も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ゐ
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
さ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も

本
質
と
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
に
も
必
要
不
釘
欠
で
あ
る
と
云

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
⑳

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
魏
志
倭
人
伝
の
正
し
い
解
釈
の
た
め
に
は
、
そ
の
中
に
書
か
れ
た

戸
数
道
里
な
ど
の
記
載
は
、
前
漢
君
の
地
理
志
・
漁
期
伝
・
西
南
夷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

伝
の
先
例
に
従
う
て
い
る
か
ら
、
そ
の
湿
式
に
従
う
て
倭
人
伝
の
原

父
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
と
に
伊
都
國
以
後
の
行
路
記
事

の
理
解
は
前
漢
書
西
域
伝
に
お
け
る
各
園
の
地
誌
の
記
載
法
を
離
れ

て
は
、
満
足
に
行
な
わ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
倭
人
伝
に
書
か

れ
た
倭
国
即
ち
女
王
国
の
圏
制
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
こ
の
国
が
諸

国
王
が
連
合
し
て
倭
国
王
を
共
に
立
て
た
国
家
（
連
祁
）
で
あ
る
こ
と

　
む
　
　

の
法
狸
を
た
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
魏
志
の
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝
に
見
ら
れ
る
類
例
を
参
考
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
方
法
に
よ
る
倭
国
の
本
質
の
理

解
に
よ
っ
て
初
め
て
、
　
「
女
王
国
よ
り
以
北
扁
と
よ
ば
れ
た
地
方
に

つ
い
て
の
認
識
を
正
し
く
す
る
こ
と
が
で
き
、
併
せ
て
投
事
済
が
倭

園
の
本
土
に
属
し
な
い
理
由
も
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
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論
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
、
こ
れ
ま
で
魏
志
倭
人
伝
が
難
解

、で

?
っ
た
理
由
は
、
芦
数
道
里
等
に
闘
す
る
書
式
と
倭
国
に
関
す
る

法
理
と
に
つ
い
て
の
認
識
の
不
足
に
在
夢
、
広
い
意
味
の
一
三
的
取

扱
が
行
な
わ
れ
ず
、
各
人
の
着
想
が
幅
を
き
か
せ
す
ぎ
た
所
に
存
す

る
。
ま
た
後
漢
書
倭
伝
の
倭
国
観
が
魏
志
倭
人
伝
に
対
す
る
一
個
の

解
釈
た
る
に
止
ま
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
恰
も
根
本
史
料
で
あ

る
か
の
如
く
に
取
扱
い
、
倭
国
の
地
理
及
び
構
成
に
つ
い
て
の
認
識

を
誤
っ
て
来
た
こ
と
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

①
倭
人
伝
の
解
釈
と
い
う
点
で
は
、
後
漢
辞
の
撰
考
と
我
々
と
の
聞
に
差

　
尉
嫉
な
い
。
後
漢
占
倭
賦
が
倭
の
奴
国
及
び
倭
無
闇
帥
升
寒
の
来
畝
の
紀

　
事
以
外
で
、
倭
に
隅
四
し
魏
志
の
倭
人
伝
と
内
容
を
異
、
に
し
た
史
料
を
有
ず

　
る
と
す
れ
ば
、
勿
諭
後
環
象
に
長
膀
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
両
伝
を

　
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん
ら
そ
の
形
跡
は
な
い
。
　
「
使
駅
通
於
漢
春
三
十

　
許
騒
」
が
倭
人
伝
の
「
国
使
訳
所
通
三
＋
剛
」
に
由
来
す
る
は
も
と
よ
り
、

　
「
多
寿
考
、
至
業
余
歳
歳
黒
熊
」
、
「
圃
多
女
子
」
、
　
「
桓
・
霊
問
、
倭
國
大

　
乱
」
、
「
自
女
董
悶
東
、
渡
海
繋
累
無
、
至
剛
奴
圏
、
云
々
篇
な
ど
、
み
な

　
貸
入
伝
と
同
一
内
容
の
史
料
を
塞
に
し
て
、
或
は
誇
張
し
或
は
作
為
し
た

　
も
の
で
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
｝
倭
人
伝
の
解
釈
と
い
う
点
で
は
、

　
我
々
は
財
経
漢
凝
屑
よ
り
も
厳
正
に
ゆ
へ
料
　
批
判
を
白
い
、
ま
た
比
較
史
的
論
万
法

　
や
考
下
学
の
知
識
を
利
用
し
て
、
倭
人
の
社
会
及
び
図
家
を
後
漢
書
よ
り

　
も
正
確
｝
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
う
。

②
後
漢
書
磁
鋼
本
に
は
倭
瞳
王
帥
升
を
璽
閥
上
図
王
師
升
と
し
、
北
搬
版

　
灘
典
に
は
倭
面
土
岡
王
師
升
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
倭
顯
土
瞬
の
方
が
原

　
形
だ
ろ
う
と
云
わ
れ
れ
て
い
る
。
倭
国
の
建
設
は
恐
ら
く
こ
の
直
荊
で
あ

　
り
、
倭
園
二
二
升
の
倭
国
王
と
い
う
表
現
は
誤
っ
て
い
る
が
、
流
布
本
に

　
そ
う
し
た
表
現
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
は
鞭
…
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。

③
王
子
盛
「
後
漢
書
集
解
篇
・
「
七
略
筆
漢
漕
」
・
「
暁
通
」
・
内
藤
湖
南

　
『
支
邦
史
学
史
』
参
照
。

④
　
大
王
並
家
的
倭
濁
観
は
大
和
説
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
後
漢
瀞
の
「
悶

　
紫
王
を
称
す
」
は
原
鋼
を
云
っ
た
の
で
例
外
も
認
め
る
表
覗
な
の
か
も
知

　
れ
ぬ
。
注
意
す
べ
き
は
、
伊
鄭
圏
王
を
女
王
圏
王
（
倭
国
王
）
の
共
立
に

　
参
茄
し
た
懸
王
と
見
て
い
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
本
玉
に
述
べ
て
い
る
よ
う

　
に
明
か
に
伊
都
国
に
つ
い
て
の
認
識
を
誤
っ
て
い
る
。

⑤
　
伊
部
瞬
王
は
「
潤
皆
蓋
と
称
す
」
の
中
に
属
し
た
に
観
違
な
い
が
、
翫

　
世
の
王
が
替
女
王
国
に
「
統
属
k
し
た
の
は
上
官
に
対
す
一
4
0
下
官
の
如
く

　
に
隷
属
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
自
主
権
あ
る
連
邦
の
一
〔
ハ
と
し
て
の
園
王

　
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
後
漢
書
が
こ
の
嗣
を
倭
園
の
構
成
員
に
し
て

　
い
を
の
も
張
た
，
倭
醐
な
人
止
困
菰
祝
し
℃
い
に
薩
蝿
℃
め
0
、

⑥
　
後
漢
需
の
撰
潜
遊
嘩
は
朱
書
夷
蛮
伝
の
倭
の
五
王
遷
代
の
初
期
に
後
漢

　
澄
口
を
撰
ん
だ
か
も
知
れ
ぬ
。
宋
の
武
士
黙
黙
二
年
（
四
二
一
）
に
倭
国
王

　
讃
が
初
め
て
宋
朝
に
修
貢
し
た
時
は
、
彼
の
殻
年
（
四
四
五
）
よ
り
も
二

　
四
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
魏
志
の
再
調
の
位
置
に
つ
い
て

　
魏
恋
所
伝
の
位
縫
よ
り
も
東
の
方
に
当
た
る
と
思
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
狗

　
邪
韓
園
の
譲
国
に
つ
い
て
、
魏
志
は
「
其
（
倭
）
の
北
岸
」
と
し
て
い
る

　
が
、
後
漢
湛
ほ
「
其
（
倭
）
の
西
北
界
偏
と
し
て
い
る
。
狗
鎌
止
を
女
王

　
姻
の
東
方
母
上
千
余
墨
に
あ
る
と
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
東
方
豹
感
覚
が

39 （39）



　
作
用
し
て
い
る
か
も
鮒
れ
ぬ
“
後
礫
欝
ば
倭
照
と
女
王
瞬
と
を
西
下
に
隠

　
視
し
て
い
た
が
、
光
武
帝
に
朝
賀
し
た
強
国
を
帯
鋸
の
灘
南
界
即
ち
一
　
幸
　
．

　
一
国
の
最
後
の
奴
國
に
嘉
て
て
い
た
か
ら
、
光
武
帝
か
ら
悶
斑
の
印
綬
を

　
賜
わ
っ
た
大
岡
が
極
爾
界
に
あ
っ
て
、
吏
に
そ
の
南
に
権
幕
岡
が
あ
る
と
恥

　
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
た
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
で
こ
の

　
狗
奴
国
を
女
王
圏
の
東
方
海
上
の
倭
人
の
悶
だ
ろ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ

　
ぬ
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
狗
奴
園
の
扱
い
方
の
う
ち
に
陰
地
に
つ
い
て
魏
志

　
よ
り
も
東
方
に
あ
る
倭
地
と
い
う
感
覚
が
作
朋
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
だ
が
後
漢
君
は
魏
志
と
岡
様
に
那
馬
台
国
を
会
稽
の
東
霞
の
東
方
に
当
た

　
る
と
し
て
い
る
◎

⑦
拙
稿
「
界
弥
呼
等
倭
の
女
王
国
王
の
典
立
」
『
龍
谷
大
学
経
済
学
論
集
篇

　
一
九
六
一
年
コ
一
月
号
。

⑧
　
普
霊
帝
紀
に
は
西
門
の
武
膏
の
泰
始
二
年
（
二
六
六
）
の
倭
人
の
来
献

　
を
伝
え
、
獄
本
君
紀
神
功
皇
屠
六
十
六
年
条
註
所
引
の
蕾
起
居
注
に
は
、

　
こ
の
こ
と
を
「
’
倭
女
王
」
が
貢
献
し
た
こ
と
に
し
て
い
る
。
・
女
王
は
台
与

　
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
後
は
絶
え
て
倭
人
の
こ
と
が
見
え
ぬ
。
晋
轡
に
東

　
夷
の
十
七
羅
と
か
二
十
囲
と
か
三
十
諸
賢
と
か
い
う
多
数
の
来
献
を
伝
え

　
て
い
る
中
に
は
、
連
邦
と
し
て
の
倭
国
が
解
体
し
た
後
の
倭
人
の
小
園
を

　
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑨
統
属
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
倭
の
女
王
姻
の
騒
家
鼠
本
質
」

　
『
大
倉
出
論
集
』
八
（
昭
、
三
五
年
七
月
）
頁
八
穴
に
呉
志
の
胴
例
に
よ

　
っ
て
説
い
た
よ
う
に
下
官
が
上
省
に
服
属
す
る
が
如
く
上
長
の
指
揮
・
支

　
配
の
下
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
伊
都
圏
は
対
馬
・
一
支
な
ど
と
同

　
様
に
女
王
国
王
の
支
配
下
に
隷
属
し
た
国
で
あ
っ
て
、
女
王
国
王
（
倭
睡

　
王
）
の
共
立
に
参
加
し
た
麟
で
は
な
か
ウ
た
。

⑩
摘
稿
「
倭
の
女
王
園
と
翻
族
国
家
と
の
関
係
」
瀧
、
二
世
紀
初
頭
に
お

　
け
る
倭
爾
の
凝
立
渦
一
程
一
法
制
ゆ
人
研
究
臨
　
｝
一
二
　
（
一
九
六
二
）
　
胃
只
一
轟
ハ
ニ
。

⑪
山
田
孝
雄
「
狗
奴
照
考
」
鼎
．
考
古
学
雑
誌
し
一
二
…
九
。

⑩
　
棚
え
ば
斯
馬
渕
は
伊
都
国
の
北
の
志
摩
郡
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
呼

　
鼠
図
は
日
向
下
妻
郡
の
地
の
子
湯
県
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る

　
と
こ
の
二
圏
に
は
官
の
み
あ
っ
て
王
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
之
に
類
す
る

　
例
が
ほ
か
に
も
幾
つ
か
あ
っ
た
も
の
と
田
心
づ
。

⑨
　
和
辻
哲
郎
氏
の
『
田
本
古
代
交
化
』
は
、
大
正
九
年
ま
で
は
界
弥
呼
の

　
「
共
立
」
を
記
述
し
た
が
、
昭
和
一
陽
年
の
改
版
本
に
な
る
と
そ
れ
を
軽

　
視
し
て
欝
及
せ
ず
、
女
王
図
を
統
一
の
軍
政
㍊
織
あ
る
こ
と
大
和
王
圏
の

　
如
き
も
の
な
り
と
し
、
一
大
率
を
大
宰
府
に
似
た
り
と
し
て
い
る
。

⑭
　
拙
稿
「
卑
弥
呼
等
倭
の
女
王
幽
王
の
共
立
」
前
掲
註
⑦
。

⑭
　
拙
稿
「
女
王
卑
弥
睡
の
倭
国
統
治
」
　
戦
、
龍
谷
大
学
経
済
論
集
」
二
巻
一

　
口
跡
、
　
一
上
九
山
ハ
西
風
七
雌
刀
。

⑯
　
　
「
以
北
」
　
の
早
し
い
読
み
方
は
前
漢
書
の
西
南
夷
伝
の
初
に
　
「
晦
扁
女

　
王
園
一
以
北
」
と
洞
一
の
書
例
が
あ
り
、
「
以
北
」
の
申
に
女
王
国
を
含
め

　
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
の
導
入
伝
の
読
み
方
も
之
に
従
う
て
い
る
。
抽
稿
、

　
「
魏
志
倭
人
償
に
お
け
る
前
漢
欝
の
道
里
等
書
式
の
踏
襲
」
　
『
史
林
』
一

　
九
｛
ハ
ニ
年
筑
甲
五
皿
’
7
、
　
可
貝
一
〇
二
。
　
殊
に
後
榊
濃
戸
口
の
場
へ
箱
、
　
思
懸
醤
ゐ
久
王
囲
門

　
を
「
以
北
」
の
中
に
入
れ
た
ら
あ
と
に
は
何
も
の
こ
ら
ぬ
。

⑰
　
後
漢
欝
が
「
殉
昌
女
王
国
一
以
北
」
に
つ
い
て
何
も
書
か
な
か
っ
た
理
由

　
と
し
て
、
伊
都
国
が
倭
と
の
往
来
上
重
要
地
点
で
あ
っ
た
の
は
魏
の
時
代

　
に
な
っ
て
か
ら
の
G
と
で
あ
る
か
ら
、
伊
都
圏
に
お
か
れ
た
｝
大
率
の
検
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1墓文に忠実な魏憲倭入伝の解読（牧）

　
両
祭
を
う
け
た
「
白
ご
女
王
圏
一
，
以
北
」
の
存
在
は
、
後
漢
時
代
の
記
凄
と
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑲
　
こ
の
点
を
つ
つ
く
と
後
漢
護
は
魏
略
と
魏
志
の
倭
に
つ
い
て
お
そ
ま
つ

　
な
読
み
方
を
し
た
か
、
ず
る
い
逃
げ
方
を
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

⑲
　
註
⑳
拙
、
稿
、
「
魏
志
田
人
伝
に
お
け
る
前
漢
需
の
道
風
等
害
式
の
踏
襲
扁
、

　
肥
、
史
林
』
　
一
九
六
二
ん
干
第
五
門
万
。
　
｝
貝
　
○
O
i
一
〇
一
。

⑳
　
桜
雲
と
軽
骨
と
は
困
境
に
お
い
て
根
接
し
た
が
、
弼
考
の
闘
は
千
余
里

　
だ
と
あ
る
の
は
、
弼
圏
の
治
所
の
聞
の
距
離
を
さ
す
の
で
あ
る
。
拙
稿

　
中
篇
馬
台
臨
問
題
の
解
…
決
の
た
め
に
の
鋪
説
」
　
『
史
林
』
一
九
六
〇
年
第

　
二
口
万
、
　
｝
貝
一
二
六
。

⑳
　
之
は
一
大
率
を
大
宰
府
の
帥
に
当
て
る
説
を
琵
焦
す
る
の
で
は
な
い
。

　
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
は
女
王
国
の
属
樋
で
あ
っ
た
。
九
州
の
北
部
と
中

　
綿
に
ま
た
が
っ
た
都
族
群
ハ
が
作
っ
た
国
（
♂
倭
国
麗
女
王
國
）
に
糠
…
脹
さ
れ

　
た
北
部
海
岸
地
帯
の
諸
部
族
の
諸
園
家
が
あ
っ
た
地
方
だ
か
ら
、
一
大
率

　
は
戦
前
の
朝
鮮
総
督
や
台
湾
総
督
に
似
た
女
王
国
の
宕
で
あ
っ
た
。

⑱
榎
一
雄
、
一
、
邪
馬
漕
気
層
買
五
〇
1
五
一
。

⑳
　
井
上
光
貞
、
　
「
臼
太
・
國
家
の
起
源
』
貰
六
七
。

⑳
　
　
註
⑲
清
酒
請
輌
9
　
｝
貝
九
一
、
　
九
…
一
、
　
九
山
ハ
、
　
九
九
、
　
一
〔
∪
二
、
　
一
が
》
五
。

⑳
拙
稿
、
「
郷
馬
台
国
問
題
の
解
決
の
た
め
に
」
門
、
岡
史
論
集
」
（
一
九

　
五
九
）
所
収
。
「
魏
志
倭
人
伝
行
秘
記
亭
の
解
読
」
　
門
日
本
古
代
史
論
集
』

　
（
一
九
六
〇
）
　
所
収
。

⑳
　
本
屠
宣
長
は
駅
臨
御
露
で
伊
都
困
以
後
の
聚
を
距
離
で
よ
ん
で
い
る
が
、

　
全
体
と
し
て
は
達
旧
す
る
記
事
と
し
て
い
る
。

⑳
　
　
註
⑲
拙
秘
、
貞
九
六
。

⑳
　
　
延
蹴
出
式
、
　
主
計
上
、
　
○
備
…
後
国
、
　
一
宵
側
機
上
八
臼
下
竪
日
、
　
海
路
九
日
一
。

　
○
安
芸
園
、
行
程
上
十
四
日
下
七
目
、
海
銘
十
八
日
。

⑳
　
指
向
の
妻
を
出
馬
に
当
て
る
説
は
本
膳
翁
に
始
ま
る
。
泓
は
『
史
学
雑

　
誌
」
六
二
二
九
号
に
初
め
て
「
魏
志
の
倭
の
女
薫
岡
の
気
書
地
理
」
を
発

　
表
し
た
時
か
ら
、
こ
の
説
に
よ
っ
て
い
る
。
但
、
読
み
方
は
本
居
翁
と
全

　
く
異
な
る
。

⑳
　
註
⑳
の
備
後
及
び
安
芸
か
ら
京
都
に
赴
く
海
銘
の
臼
数
が
参
考
に
な
る

　
で
あ
ろ
う
。
長
門
か
ら
だ
と
二
・
十
三
獄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
或
は
長
く

　
し
或
は
短
か
く
し
た
整
数
を
想
定
す
る
と
、
こ
の
場
含
に
あ
て
は
ま
る
で

　
あ
ろ
う
。

⑳
師
古
の
註
「
翔
与
詳
記
、
仮
借
翔
耳
」
と
見
え
る
。

⑫
　
　
例
轟
ん
ば
、
　
○
且
末
国
、
　
蒸
払
帽
且
末
城
。
　
去
長
安
押
紙
千
八
｝
臼
二
十
黒
、
　
…
四

　
二
百
鷲
十
、
口
千
六
善
一
十
、
勝
兵
黛
百
二
十
人
（
下
略
）
。
な
お
本
文
中

　
先
に
あ
げ
た
大
諸
国
の
例
を
参
照
。

⑳
　
岩
波
交
庫
本
で
は
、
こ
の
場
合
の
可
を
「
可
り
」
と
読
ん
で
い
る
が
、

　
推
定
で
な
く
略
載
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
譲
り
」
と
い
う

　
意
味
の
表
現
は
、
↓
大
（
支
）
岡
に
つ
い
て
「
有
三
千
許
家
」
と
し
て
い

　
る
よ
う
に
、
許
の
宇
を
摺
い
且
つ
「
有
」
と
し
て
い
る
。
「
胃
」
は
「
有
」

　
に
紺
照
さ
る
べ
ぎ
推
定
の
茨
現
で
あ
る
。

⑳
「
其
余
勢
擬
遠
絶
、
不
可
得
詳
」
は
、
投
馬
・
邪
馬
台
の
こ
園
を
も

　
「
其
の
余
の
勢
園
」
の
中
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
国
は
本
交

　
中
に
記
載
し
た
と
お
り
、
　
「
略
載
」
の
条
件
に
協
わ
な
い
上
に
、
邪
食
台

　
国
に
つ
い
て
は
倭
入
伝
所
述
の
水
行
十
日
と
陸
行
一
月
と
が
ア
ン
バ
ラ
ン

　
ス
で
あ
る
。
ま
た
口
向
の
妻
に
あ
ハ
、
た
投
馬
国
は
伊
都
か
ら
初
は
東
進
し
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た
凸
較
九
想
の
東
海
帯
に
出
て
遠
く
南
下
す
る
水
行
二
十
貸
に
あ
た
る
行
路

　
は
廻
り
路
で
あ
り
、
他
方
嘱
馬
添
図
の
位
置
が
伊
都
か
ら
九
州
の
北
海
岸

　
を
酒
に
廻
り
西
海
塁
を
更
に
有
明
湾
に
入
っ
て
北
進
し
た
所
に
あ
る
と
い

　
う
の
と
共
に
、
観
入
の
説
明
を
聞
い
た
だ
け
で
は
甚
だ
分
か
り
に
く
い
。

　
魏
志
は
水
行
の
方
は
倭
人
か
ら
闘
い
た
数
字
を
掲
げ
る
方
針
で
あ
っ
た
と

　
ほ
い
え
、
こ
の
よ
う
な
こ
み
い
っ
た
行
路
だ
と
い
う
こ
と
も
「
不
調
得
詳
」

　
と
凍
｝
べ
た
こ
と
の
理
由
で
あ
ろ
う
Q

⑳
　
こ
の
境
界
は
黒
馬
国
以
下
熱
帯
不
明
の
二
十
一
の
圏
名
を
ど
こ
に
求
め

　
る
か
で
動
く
で
あ
ろ
う
。
筑
前
で
不
弥
掴
よ
り
も
南
に
あ
っ
た
顧
が
な
い

　
と
は
今
の
と
こ
ろ
断
】
拝
で
き
ぬ
。
酒
壷
国
を
大
野
郡
と
す
る
と
豊
後
に
求

　
む
べ
ぎ
だ
が
、
筑
前
O
大
野
郷
は
天
智
四
年
及
び
交
武
二
年
の
大
野
城
の

　
故
地
で
あ
る
が
、
初
名
抄
の
御
笠
部
に
属
し
、
不
二
画
よ
り
も
南
で
筑
晶
闇

　
に
属
し
た
。

⑳
、
註
⑫
⑳
〉
参
照
。

⑰
　
拙
、
鏑
、
　
「
倭
の
女
王
魍
の
政
治
地
理
」
　
『
史
学
雑
誌
』
六
二
編
九
号
。

⑳
　
拙
稿
、
　
「
日
本
原
始
の
部
族
及
び
部
族
郡
と
そ
れ
ら
の
悶
家
形
成
篇
、

　
コ
紺
四
谷
猟
天
仁
経
済
雌
か
臨
綱
留
沢
∴
一
、
…
…
工
　
、
　
…
九
｛
ハ
∵
ハ
臼

⑲
　
拙
稿
、
　
「
倭
の
女
艦
齢
の
園
家
繭
…
本
質
扁
　
，
、
大
倉
出
論
集
』
八
、
　
一
九

　
六
〇
。
及
び
註
⑦
「
共
立
」
論
文
参
照
。

⑳
拙
稿
、
「
第
二
～
三
世
紀
に
お
け
る
倭
人
の
社
会
」
『
史
林
』
一
九
六

　
二
、
第
二
号
。
な
お
翻
，
法
制
史
碍
究
野
馬
二
一
号
、
一
九
六
二
・
瀧
所
収

　
の
h
倭
の
女
王
國
と
部
族
國
家
と
の
関
係
」
に
は
、
東
胡
及
び
東
夷
に
お

　
け
る
部
族
圏
家
の
形
成
渦
籍
糧
及
び
三
韓
の
部
族
田
家
群
…
と
そ
の
連
ム
ロ
体
の

　
形
成
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
、
倭
の
部
族
国
家
群
と
そ
の

　
成
、
長
段
階
を
考
え
、
二
世
紀
初
頭
に
お
げ
る
倭
麟
の
成
立
過
程
を
識
じ
、

　
部
族
国
家
と
し
て
の
第
三
細
説
の
倭
の
女
王
国
に
つ
い
て
述
べ
た
。
ま
た

　
倭
入
縁
に
見
え
る
九
州
の
倭
人
の
都
族
及
び
部
旋
群
の
国
家
形
成
を
、
タ

　
キ
ッ
ス
の
ゲ
ル
マ
ニ
ア
誌
の
そ
れ
に
比
較
し
た
試
作
は
、
拙
稿
、
　
「
購
本

　
．
原
始
の
部
族
及
び
都
族
郡
と
そ
れ
ら
の
園
家
形
成
」
　
「
龍
谷
大
学
論
集
』

　
鷲
一
の
二
、
　
一
九
山
ハ
一
瓢
…
一
戸
∪
参
昭
…
を
乞
・
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
灘
谷
大
学
教
授
）
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Explaぬation　of　the　Wei－chih－wo－1’e”n－ch’uan魏志．倭人伝

　　　　　　　　　　　　　Faithful　to　the　Original

　　　　by

Kenji　Maki

　　The　object　of　this　article　is　to　prove　the　close　relation　of　the

erroneotls　view　on　Japan（倭）ill　Hou－han－s肱一wo－ch’uan後漢賜倭伝

to　the　difficulty　of　reading　correctly　the　original　sentences　and

phrases　of　Wei－chih－wo一］’2n－ch’uan魏志倭人伝，　notwithstanding　the

former　book　has　been　emphasized　as　a　cardinal　resource　for　the

study　of　ancient　Japan（倭）beside　PVei－Z吻魏略and　VVei－chih魏

志，and　to　explaiR　the　traditional　interpretations　are　wroRg　ill　the

fundamental　points，　and　then　to　offer　the　new　interpretation

faithful　to　the　originai　sentelユces　and　phrases　of　the　顕。－je“n－ch’asan

倭人伝．The士nost　important　part　of　our　opinions　is　the　new

reading　of　the　words「Lft女王国以北」，“northern　district　outside　of

the　Queen　State．”　The　weak　point　of　the　former　study　is　lack

of　normal　recognition　about　what　form　was　used　by　the　Wo－ie“n－

ch’uan　of　writing　the　number　of　houses　ai？d　distaltces　ancl　what

legal　principle　was　taken　by　it　of　writing　the　Japan’s　formatioR．

This　anci（IXIt　Japan（倭）was　not　a　single．　kingdom，　but　a　fe4era－

tion．

A　Study　of　the　System　of　Buddhist　GoVernment

　　　　　　　　　　　　Priest　in　ancient　Japan

　　　　　by

Ency6　Tamura

　　Buddhisin　was　introduced　into　Japan　froin　Korea　in　538，　but

successive　einperors　hesitated　to　accept　the　exotic　religion　for

about　90　years．　The　Soga　family　took　the　initiative　in　Buddhist

ace’ivities　and　bu圭lt　the　H硫吻Oi　temple　that　was　the　finest　and

largest．　Buddhist　temple　at　that　time．
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