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井
上
光
貞
氏
の
「
邪
馬
台
国
の
政
治
構
造
」
に
対
す
る
批
判牧

健

一

　
右
の
題
名
の
井
上
博
士
の
論
文
は
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬
台
圏
』
の
巻
頭

論
文
で
あ
る
が
、
労
協
に
私
の
名
を
か
か
げ
、
末
尾
に
「
牧
学
説
と
の
対
決

を
こ
の
論
文
で
体
系
的
に
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
い
わ
ば
私

に
対
し
て
果
状
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
格
好
に
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。
だ
か
・
一
9

私
と
し
て
も
、
こ
れ
に
応
答
す
べ
き
田
津
を
感
じ
、
次
に
博
士
の
論
文
に
対

す
る
所
見
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。

　
一
、
井
上
氏
は
、
こ
の
論
文
で
も
女
王
濁
と
邪
罵
台
国
と
を
同
観
さ
れ
て

い
る
が
、
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
伊
都
国
以
後
を
榎
説
に
従
っ
て
放
射
的
列
挙

的
に
よ
み
、
連
続
的
読
み
方
を
す
て
ら
れ
た
点
に
存
す
る
。
ま
た
先
に
榎
説

を
と
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
窃
昌
女
王
国
一
以
北
、
其
戸

数
道
里
可
昌
葉
色
こ
と
い
う
原
文
と
の
関
係
上
、
女
王
圏
は
邪
馬
台
國
と
同

一
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
榎
氏
の
如
．
く
投
馬
圏
を
日
向
の
妻
に
求
め
る
と

す
る
と
、
筑
後
の
山
門
郡
に
あ
っ
た
は
ず
の
女
王
国
よ
り
も
明
か
に
南
…
方
に

あ
る
投
馬
國
が
、
女
王
国
よ
り
も
北
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
矛
盾
す
る
か

ら
よ
く
な
い
と
説
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
右
の
論
文
で
は
榎
説
を
全
顧
的

に
採
用
さ
れ
る
と
同
時
に
、
原
文
の
読
み
方
を
変
更
し
、
上
記
の
引
用
文
と

伊
都
園
以
下
暴
馬
国
ま
で
の
四
望
の
戸
数
道
里
の
記
載
と
の
間
は
一
応
文
が

切
れ
て
い
て
、
こ
の
文
は
そ
れ
に
つ
づ
く
「
其
余
響
国
扁
の
国
名
を
書
き
お

こ
す
文
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
か
ら
、
投
馬
国
以
前
は
紫
邪
馬
台
國
よ
り

北
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
読
む
の
は
捉
わ
れ
た
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
い
い
、

投
馬
属
を
日
向
に
お
く
説
に
螢
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
私
は
「
自
二
女
王
隔
以
北
、
其
戸
数
遠
里
可
轟
略
二
一
」
と
い
う
文
に

つ
い
て
新
解
釈
を
行
な
い
、
且
つ
邪
馬
台
国
を
女
王
属
と
岡
嘉
す
る
説
を
否

認
し
て
い
る
。
管
見
で
は
開
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬
台
照
』
に
書
い
た
と
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

倭
人
伝
の
行
路
記
事
は
す
べ
て
前
漢
書
の
書
例
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、

「
戸
数
道
里
の
略
載
」
は
同
書
西
域
伝
の
総
説
の
終
に
諮
か
れ
て
い
る
「
戸

数
道
里
帰
近
年
玉
突
」
に
対
応
す
る
文
句
だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
西
域
伝
中

の
各
国
の
戸
数
道
璽
の
記
載
が
十
位
又
は
一
位
の
気
宇
に
ま
で
下
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
倭
人
伝
に
お
け
る
里
数
と
戸
数
の
記
載
は
百
位
以
下
に
下
る
も

の
な
く
、
且
つ
里
数
を
示
し
戸
数
毘
数
に
つ
い
て
「
有
」
の
字
を
用
い
て
正

確
な
数
字
で
あ
る
こ
と
が
断
言
さ
れ
て
い
る
の
は
、
対
馬
国
か
ら
不
弥
国
ま

で
の
六
国
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
戸
数
道
塁
が
略
載
さ
れ
て
い

る
女
王
国
よ
り
以
北
は
不
弥
国
ま
で
で
あ
る
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
反
し
投
馬
と
邪
難
論
の
二
国
は
里
数
を
示
さ
ず
し
て
日
数
で
あ
り
、
戸
数
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は
「
可
」
の
字
を
使
っ
て
推
定
に
止
め
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
芦
数
二
二
の

略
載
と
は
い
え
ぬ
。
ま
た
水
行
一
　
十
臼
だ
の
水
行
十
日
陸
行
一
月
だ
の
と
い

う
遠
距
離
に
つ
い
て
は
、
「
道
」
に
属
す
る
方
角
も
確
か
だ
と
は
限
ら
ぬ
。

倭
人
の
言
に
従
う
て
書
く
が
こ
の
こ
国
に
つ
い
て
は
保
証
で
き
ぬ
と
い
う
の

で
あ
っ
て
、
繋
馬
・
邪
馬
台
の
二
郎
は
「
其
余
勢
国
遠
絶
、
不
レ
可
　
得
詳
こ

の
中
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
龍
漢
書
の
書
例
と
い
う
ル
ー
ル
を
守
っ
て
原
文

を
よ
む
な
ら
ば
こ
の
読
み
方
が
正
し
い
と
僑
ず
る
。
そ
う
し
て
こ
の
読
み

方
に
従
う
て
よ
む
な
ら
ば
、
投
銀
・
邪
馬
台
の
二
濁
の
中
の
投
馬
国
だ
け
が

「
肖
　
女
王
國
一
以
北
」
の
中
に
属
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
二
国
と
も
戸
数

進
里
が
略
載
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
投
馬
上
が
邪
馬
台
国
の
北
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
両
国
と
も
傍
都
国
の
南
方

に
あ
っ
て
、
南
馬
込
は
伊
都
国
か
ら
水
行
二
十
日
の
位
置
に
あ
り
、
邪
霊
台

園
は
伊
都
国
か
ら
水
行
な
ら
ば
十
日
・
陸
行
な
ら
ば
一
月
の
位
置
に
あ
っ
た

と
よ
む
の
が
平
入
伝
の
正
し
い
読
み
方
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

の
よ
う
に
読
む
な
ら
ば
、
投
馬
国
の
所
在
地
を
日
向
に
求
め
る
た
め
に
井
上

氏
の
よ
う
な
明
に
不
自
然
な
読
み
方
を
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
二
、
井
上
琉
は
邪
馬
台
国
を
女
王
国
と
同
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
む
し

ろ
従
来
の
通
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
私
は
両
者
を
同
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
通
説
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
重
視
せ
ざ
る
を

え
な
い
が
、
倭
国
の
範
臨
を
ど
こ
ま
で
と
見
る
か
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
し
弁
上
氏
は
「
邪
馬
台
国
は
一
二
十
に
近
い
政
治
的
団
体
の
上

に
聡
嫁
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
宗
主
国
と
も
い
う
べ
き
邪
馬
台
国
と
区
期

し
て
、
こ
の
従
属
国
を
含
む
政
治
集
団
の
全
体
を
何
と
よ
ぶ
べ
き
か
は
一
つ

の
難
問
で
あ
る
。
倭
人
伝
に
は
邪
馬
台
国
と
い
う
名
の
ほ
か
に
女
王
国
・
倭

国
な
ど
の
名
も
み
え
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
倭
国
と
い
う
名
を
そ
れ
に
当
て

る
こ
と
も
一
つ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
お
問
題
が
あ
る
し
、
況

ん
や
学
説
史
的
に
未
熟
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
総
体
を
連
合
と
称
す
る
こ
と

も
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
合
と
い
う
語
は
概
念
規
定
上
問
題
も

残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
．
と
で
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
こ
の
用

語
を
使
っ
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
邪
馬
台
国
の
支
配
の
及
ん
だ
限
り
の
、

こ
の
邪
馬
台
連
合
の
全
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
」
と
い
っ
て
、

そ
れ
か
ら
伊
都
圏
に
お
か
れ
た
一
大
率
の
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
こ
の
引
用
文
で
わ
か
る
と
お
り
井
上
氏
の
説
で
は
邪
馬
台
国
は
三
十
に
近

い
政
治
団
体
の
上
に
君
臨
し
た
宗
主
瞬
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
政
治
集
団
を
倭
照
と
称
ぶ
こ
と
も
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
が
疑
闇
が
の
こ

る
と
い
い
、
結
局
邪
馬
台
国
連
合
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
が
私
は
邪
馬
台
国
と
女
王
国
と
を
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
邪
馬
台
圏
を
三
十
国
に
近
い
国
々
を
含
む
政
治
団
体
の
上
に
慰
解
し
た
宗

主
罵
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
か
ら
ま
た
こ
の
政
治
団
体

を
倭
国
と
よ
ん
だ
り
邪
馬
台
国
連
合
と
よ
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

ヘ
　
　
ヘ
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ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
井
上
氏
と
全
く
見
解
を
異
に
す
る
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
邪

馬
台
国
を
女
王
團
と
同
視
す
る
通
説
の
主
要
な
る
根
拠
は
、
邪
馬
台
国
は

「
女
王
蜂
所
レ
都
」
と
あ
る
上
に
、
「
自
レ
郡
至
漏
女
王
国
一
万
二
千
余
盤
」
と

あ
る
文
の
女
王
国
が
恰
も
邪
馬
台
国
に
相
当
す
る
距
離
の
位
置
に
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ

う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
漢
文
の
護
例
を
無
視
し
た
よ
み
方

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
前
漢
書
の
西
域
俵
は
前
述
の
如
く
倭
人
伝
に
対
し
て
戸
数
道
書
の

記
載
の
轡
例
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
圏
と
園
と
の
闇
又
は
郡
と

国
と
の
闇
の
距
離
は
、
両
方
の
治
駈
の
聞
の
距
離
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
の
杜

佑
の
園
主
の
州
郡
志
に
お
い
て
も
岡
じ
で
あ
る
。
ま
た
「
女
王
聖
歌
レ
都
」

と
い
う
の
は
読
ん
で
字
の
如
く
、
女
王
国
の
女
王
の
都
の
所
在
地
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
自
レ
郡
至
昌
女
王
国
一
万
二
千
余
色
」
と
い
う
の
は
、

撃
方
郡
の
治
所
か
ら
女
王
国
の
治
所
即
ち
女
王
の
都
す
る
所
で
あ
る
邪
馬
台

国
ま
で
が
一
万
二
千
豊
里
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

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

　
こ
ん
な
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
ど
う
し
て
誤
解
さ
れ
て
き
た

ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
、
実
に
ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
倭
人
俵
の
倭
の
字
を
倭
国
と

ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
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へ

問
視
す
る
と
い
う
誤
解
に
由
来
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
弁
上
氏
が

同
じ
読
み
方
で
あ
る
こ
と
は
狗
邪
韓
国
を
倭
国
の
北
岸
と
よ
ん
で
い
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
分
か
る
。
　
「
其
北
岸
狗
邪
韓
国
」
の
其
の
字
は
文
脈
上
倭
の
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へ
　
　
　
ゐ
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ヘ
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ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

字
に
嶺
た
る
が
、
倭
人
伝
に
出
る
倭
の
字
に
は
倭
人
又
は
倭
地
と
い
う
意
味

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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エ
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
あ
る
が
、
倭
国
と
い
う
意
味
は
な
い
の
に
、
そ
れ
を
卓
出
と
誤
解
し
た
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
実
に
後
漢
書
の
倭
伝
に
由
来
す
る
。
後
漢
書
が
倭
の
三
十
許
国
を
倭
国
の

構
成
国
と
し
て
い
る
の
が
そ
も
そ
も
倭
人
伝
誤
読
の
原
因
を
な
し
て
い
る
。

倭
人
伝
が
倭
の
三
十
國
と
即
い
て
い
る
の
は
倭
人
又
は
倭
地
の
三
十
国
の
こ

と
で
倭
国
の
三
十
國
で
は
な
い
が
、
後
漢
書
は
萢
嘩
が
後
漢
書
を
書
い
た
劉

宋
の
賭
代
の
倭
皿
倭
国
の
観
念
に
従
う
て
魏
志
の
倭
人
伝
を
よ
ん
だ
の
で
、

誤
っ
て
墨
書
倭
国
の
三
十
許
国
に
三
王
が
あ
る
と
書
い
た
。
こ
れ
が
後
世
を

誤
っ
て
い
る
。
そ
し
て
井
上
氏
は
対
馬
国
以
下
の
三
十
許
園
を
邪
馬
台
割
を

宗
主
国
と
す
る
政
治
団
体
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
上
記
の
引
用
文
で
知
ら

れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
政
治
団
体
を
何
と
名
づ
け
る
か
に
つ
い

て
迷
う
て
い
ら
れ
る
。
結
局
三
十
許
国
の
政
治
団
体
を
邪
馬
台
国
連
騰
と
よ

ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
漢
書
の
よ
み
方
を
蒸
礎
に
し
て
、
そ
の
大
王
的

國
家
譜
を
連
合
体
に
改
め
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

　
幸
に
後
漢
書
と
異
な
っ
て
こ
の
政
治
団
体
を
女
王
圏
と
名
づ
け
て
は
い
ら

れ
な
い
。
倭
入
園
が
三
十
三
国
を
女
王
國
と
よ
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
も
し
対
馬
国
以
下
の
三
十
許
国
が
女
王
国
の
中
に
は

い
る
な
ら
、
「
二
日
女
王
国
一
以
北
」
と
よ
ば
れ
た
地
方
は
、
三
韓
の
地
方
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
歪
っ
て
こ
っ
け
い
な
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

然
る
に
井
上
氏
は
こ
の
政
治
団
体
に
倭
圓
と
い
う
名
を
当
て
る
こ
と
も
「
な

お
問
題
が
あ
る
し
、
況
ん
や
学
説
史
的
に
未
熟
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
狗

邪
韓
幽
を
倭
国
の
北
岸
だ
と
い
わ
れ
る
井
上
氏
は
当
然
こ
れ
を
倭
国
と
よ
ば

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
の
に
そ
う
は
い
わ
れ
な
い
。
ふ
し
ぎ
で
あ
る
。

そ
う
し
て
結
局
邪
馬
台
国
連
合
と
い
う
特
色
あ
る
名
称
で
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
井
上
氏
の
前
記
の
引
用
文
の
部
分
は
矛
盾
に
み
ち
て
い
て
全
く
不

可
解
で
あ
る
。
井
上
氏
自
身
が
そ
の
矛
盾
の
た
め
に
ま
よ
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
前
記
の
引
用
文
を
よ
む
人
が
必
ず
気
の
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
三
、
倭
国
に
関
す
る
井
上
氏
の
上
記
の
如
き
不
可
解
な
混
乱
は
、
井
上
氏

が
邪
馬
台
国
連
合
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
邪
馬
台
国
を
宗
主
国
と
す
る
三

十
許
国
か
ら
成
る
政
治
団
体
を
、
井
上
氏
が
い
か
な
る
者
と
見
ら
れ
て
い
る

か
に
関
連
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
記
の
引
用
文
に
よ
っ
て
毛
玉

い
え
る
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
井
上
氏
の
瀦
馬
継
国
連
合
に
関
す
る

所
説
を
伺
う
こ
と
に
し
よ
う
。
氏
は
「
こ
の
統
合
体
に
は
、
部
族
連
合
と
み

て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
よ
う
な
面
と
、
既
に
そ
の
域
を
超
え
て
原
始
国
家
と

い
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
な
面
が
混
在
し
て
い
る
」
こ
と
を
説
か
れ
る
。
　
「
卑

弥
呼
共
立
の
主
体
は
倭
人
の
国
々
で
あ
っ
た
」
が
、
　
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
、

石
器
時
代
を
脱
し
た
ば
か
り
の
政
治
集
団
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
部
族
と
見

る
の
も
不
当
で
は
な
く
、
」
卑
弥
呼
の
共
立
は
こ
の
点
に
お
い
て
「
邪
脚
台

連
舎
の
部
族
連
合
的
側
面
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
」
然

る
に
邪
馬
台
国
の
支
配
層
が
中
央
政
府
を
構
成
し
、
諸
国
は
そ
の
地
方
組
織

の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
　
「
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
統
合
体

は
、
む
し
ろ
原
始
約
国
家
と
か
王
国
と
か
い
っ
た
も
の
を
連
想
さ
せ
る
。
」
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井上光真乗の「邪馬台園の政治構造」に対する批判（牧）

「
邪
馬
台
国
を
宗
主
と
す
る
政
治
的
統
合
体
の
全
体
は
、
こ
の
よ
う
に
一
面

に
お
い
て
は
部
族
連
含
的
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
て
原
始
王
国
で
あ
る
が
、

倭
人
伝
に
み
え
る
こ
の
二
元
性
は
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。
」
と
い
っ

　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
へ

て
、
こ
の
二
元
性
を
解
消
す
る
た
め
に
「
邪
馬
台
国
を
宗
主
と
す
る
政
治
的

統
合
体
は
二
世
紀
の
六
〇
年
代
前
後
の
大
乱
の
な
か
か
ら
う
ま
れ
た
そ
の
当

座
に
お
い
て
は
ま
さ
に
部
族
連
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、

三
世
紀
の
三
、
四
十
年
代
、
魏
の
朝
廷
が
、
自
己
の
使
者
や
倭
人
の
使
者
を

通
じ
て
ナ
マ
ナ
マ
し
く
観
察
し
た
時
に
は
、
こ
の
統
合
体
は
、
既
に
一
つ
の

原
始
国
家
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
井
上
氏
の
こ
の
邪
馬
台
燭
を
宗
主
と
す
る
政
治
的
統
合
体
に
関
す
る
論
説

を
よ
む
と
、
そ
の
二
元
性
善
は
矛
盾
が
ど
う
し
た
ら
解
消
し
う
る
か
に
つ
い

て
、
井
上
氏
が
よ
ほ
ど
な
や
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
て
そ
の

解
決
は
右
の
紹
介
の
最
後
に
憎
て
い
る
と
お
り
に
、
二
世
紀
の
六
十
年
代
前

後
の
大
乱
後
の
卑
弥
呼
共
立
の
仁
座
は
部
族
連
合
的
で
あ
っ
た
が
、
三
世
紀

の
三
、
四
十
年
代
に
な
る
と
原
始
瞬
象
に
な
り
か
わ
っ
て
い
た
と
い
う
、
・
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
統
合
体
の
本
質
的
変
化
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
併

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

し
な
が
ら
二
世
紀
の
六
十
年
代
前
後
の
大
乱
か
ら
三
尊
紀
の
三
、
四
十
年
代

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

ま
で
の
た
か
だ
か
七
、
八
十
年
の
間
に
そ
の
よ
う
な
大
変
化
が
あ
っ
た
と
推

へ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

航
す
る
こ
と
が
果
し
て
許
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
倭
人
伝
以
下
の
史
料
に

は
こ
の
推
定
を
助
け
る
材
料
は
何
ら
存
在
し
な
い
。
ま
た
新
た
に
で
き
た
原

始
国
家
が
女
王
台
与
の
後
は
解
体
す
る
ほ
ど
弱
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
ふ
し
ぎ
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
推
定
を

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
む
り
な
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
無
用
な
こ
と
で

あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
井
上
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
な
部
族
連
合
と
原
始

国
管
と
の
二
軍
性
と
か
矛
盾
と
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
存
在
し
な
い
こ
と

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
女
王
国
の
領
域
と
前
述
の
私
の
薪
説
で
あ
る
「
自
服
女
王
国
｝
以
北
」

の
対
馬
か
ら
不
弥
ま
で
の
六
国
の
地
方
と
を
厳
に
区
別
し
、
女
王
国
は
筑
後

が
中
心
部
で
あ
り
豊
前
の
南
半
・
豊
後
・
肥
前
の
東
部
と
陸
墨
・
肥
後
の
球

磨
郡
以
北
の
部
分
を
含
む
地
域
を
予
土
と
し
た
連
合
国
家
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
女
王
国
よ
り
以
北
の
穴
国
は
こ
の
女
王
国
が
領
有
す
る
属
領
で
あ
っ
た
こ

と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
魏
志
は
倭
国
が
大
乱
の
後
倭
国
を
構
成
し
た

諸
国
の
王
が
共
同
し
て
女
王
卑
弥
呼
を
立
て
た
の
だ
か
ら
、
倭
国
の
こ
と
を

女
王
国
と
傷
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
女
王
国
は
そ
れ
故
に
単
一
の
王
国
で
は

な
く
、
多
数
の
王
国
が
構
成
し
た
連
合
事
象
で
あ
っ
た
。
井
上
氏
が
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
卑
弥
呼
か
ら
始
ま
盗
連
合
体
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

王
を
立
て
た
時
代
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
自
門
女
王
国
一
以

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

北
」
の
六
国
は
女
王
国
の
属
領
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
地
域
は
厳

重
に
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
従
来
の
諸
説
は
こ
の
区
別
を
立

て
ず
、
北
部
の
六
国
も
所
在
地
不
詳
の
二
十
一
国
も
早
馬
国
も
す
べ
て
邪
馬

台
国
に
統
属
し
た
政
治
団
体
と
し
て
一
体
を
成
す
も
の
と
考
え
て
き
た
か
ら
、

一
方
で
は
女
王
国
の
女
王
は
諸
国
王
の
共
に
立
つ
る
所
で
あ
る
と
い
う
点
を

捉
え
て
、
二
十
九
国
を
全
部
連
合
国
家
の
中
に
入
れ
る
説
が
あ
る
か
と
思
え

ば
、
他
方
で
は
対
馬
か
ら
投
罵
国
ま
で
の
七
国
は
伊
都
を
除
け
ば
皆
官
名
が

あ
る
の
で
、
・
二
十
九
国
か
ら
邪
馬
台
蟹
を
除
い
た
二
十
八
国
処
蔀
を
邪
馬
鐸

園
の
宗
主
権
に
服
従
し
た
諸
国
と
考
え
た
り
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
井
上
氏
は
邪
馬
台
国
を
宗
主
國
と
す
る
望
鼻
許
国
か
ら
成
る
政
治
団
体
が

あ
っ
た
と
考
え
、
こ
れ
を
邪
馬
台
国
連
合
と
よ
び
、
そ
れ
が
連
合
体
で
あ
る

と
共
に
原
始
的
な
王
国
で
あ
る
と
い
う
二
元
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
矛
盾

を
お
び
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
矛
盾
を
と
く
た
め
に
、

（971）151



先
に
述
べ
た
よ
う
に
部
族
連
合
か
ら
原
始
王
国
へ
の
発
展
が
あ
ウ
た
と
考
え

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
管
見
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
女
王
国
は
邪
馬
台

圏
を
盟
主
と
す
る
連
含
園
察
で
あ
っ
た
が
、
女
王
国
よ
り
以
北
は
女
王
国
に

隷
属
し
た
地
方
で
あ
っ
た
と
い
う
区
励
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
区
別
さ
れ
な

か
っ
た
か
ら
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
と
思
う
。
女
正
国
よ
り
以
北
の
六
国
は
女

王
圏
か
ら
伊
都
國
に
お
か
れ
た
～
大
児
の
検
察
下
に
立
ち
そ
れ
を
畏
印
し
て

い
た
。
ま
た
伊
都
国
に
は
国
王
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
代
々
女
王
国
を
宗
主

圏
と
し
て
そ
の
下
に
統
属
し
た
。
こ
ん
な
国
王
に
は
女
王
圏
董
の
共
立
に
参

加
し
う
る
連
邦
の
構
成
員
と
し
て
の
権
利
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
日

向
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
投
馬
国
も
女
王
国
の
宜
が
お
か
れ
た
国
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

た
か
ら
、
こ
れ
を
女
王
困
や
倭
国
の
中
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
倭
の

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

三
十
圓
か
ら
狗
奴
国
を
除
い
た
二
十
九
国
を
一
個
の
政
治
団
体
に
属
す
る
と

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

儒
じ
て
き
た
の
は
、
従
来
の
倭
人
伝
解
釈
に
共
通
し
た
誤
解
で
あ
る
。

　
匹
、
井
上
氏
は
私
が
邪
馬
台
国
を
女
王
国
と
同
視
さ
れ
る
井
上
氏
の
説
を

重
大
な
誤
だ
と
批
判
し
た
の
に
対
し
て
、
倭
人
伝
の
中
に
女
王
国
と
い
う
名

が
醐
箇
所
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
邪
傘
台
園
と
よ
ん
で
も
さ
し
っ
か
え
が
な
い
。

女
斑
国
を
黒
煙
体
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
と
主
張
し
て
、
そ
れ

ら
四
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
ら
れ
る
。
そ
れ
で
次
に
は
そ
れ
を
吟
味
し
て
み

よ
う
。

　
ω
　
又
掌
篇
国
）
愚
見
千
余
戸
嚇
世
有
レ
王
、
智
将
漏
斗
女
王
国
こ

　
こ
の
文
に
つ
い
て
魏
略
に
は
「
（
冊
レ
都
函
）
戸
外
余
、
其
醒
王
事
属
昌
女
王
一

也
」
と
あ
る
。
　
「
女
王
と
あ
っ
て
女
王
騒
と
は
な
い
」
か
ら
、
牧
の
解
釈
は

無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
云
わ
れ
る
。
だ
が
倭
人
俵
で
は
女
王
国
で
あ
る

が
魏
略
で
は
女
王
だ
か
ら
、
私
の
鯨
釈
が
な
ぜ
無
理
な
の
か
。
私
に
は
そ
の

理
由
が
分
か
ら
な
い
。
女
王
圏
の
主
権
潜
は
女
王
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、

倭
人
俵
で
女
王
風
と
な
っ
て
い
て
、
魏
略
で
は
女
王
と
な
っ
て
い
て
も
、
な

ん
ら
不
可
は
な
い
。
問
題
は
伊
都
圏
が
女
王
圏
の
下
に
統
属
し
た
（
井
上
氏

は
女
王
国
が
伊
都
国
を
統
属
す
る
と
よ
ま
れ
て
い
る
）
と
い
う
関
係
が
、
連

合
国
象
で
あ
る
女
王
国
に
統
属
し
た
の
か
、
邪
馬
台
国
で
あ
る
女
王
國
に
統

属
し
た
の
か
、
ど
ち
ら
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
存
す
る
。
私
は
連
合
国
象
だ

と
い
い
、
井
上
氏
は
邪
馬
台
糖
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
両
説
の
ど
ち
ら
が
正
し

い
か
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
こ
の
文
を
読
む
ま
で
に
、
女
王
圏
を
連
合
国
家

と
よ
む
の
が
正
し
い
か
、
邪
馬
台
麟
と
よ
む
の
が
正
し
い
か
で
き
ま
る
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
文
の
読
み
方
で
き
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

　
㈹
　
「
自
二
女
王
瞬
一
以
北
、
其
戸
数
道
璽
営
団
略
載
↓
其
先
脂
漏
遠
雷
不
レ

可
二
得
詳
こ

　
井
上
矯
は
門
こ
の
文
の
前
に
は
対
馬
以
下
伊
都
麟
ま
で
の
沿
道
諸
国
、

及
び
不
弥
・
投
馬
・
邪
馬
台
三
力
国
に
つ
い
て
戸
…
数
、
道
立
及
び
宮
名
な
ど

を
一
々
記
し
、
こ
の
一
節
の
次
に
は
亀
岡
た
る
一
二
国
の
名
を
列
挙
し
て
あ

る
。
」
「
私
は
こ
の
記
事
の
女
正
圏
は
邪
馬
台
圏
で
あ
る
と
し
、
慮
病
女
王
国
一

以
北
と
は
前
に
列
挙
し
た
諸
團
、
即
ち
戸
数
、
道
黒
及
び
宮
名
を
略
議
し
た

國
々
を
さ
す
と
す
る
」
と
説
か
れ
る
。
　
こ
れ
は
井
上
氏
が
伊
都
國
以
後
を
新

に
放
附
的
列
挙
的
に
読
ま
れ
る
と
共
に
、
投
馬
国
と
邪
馬
台
国
を
も
「
其
戸

数
道
羅
可
昌
略
載
一
」
と
い
う
条
件
に
か
な
っ
た
国
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
井
上
灰
は
奴
国
を
脱
し
て
い
ら
れ
る
が
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
冤
っ
て
初
め
て
、
井
上
氏
の
邪
馬
台
国
雪
女
王
国
説
と
牧
の
女
王

国
捏
連
合
国
尿
説
と
の
差
を
生
じ
た
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
私

は
「
麹
［
女
王
国
巽
北
偏
の
中
に
井
上
氏
の
如
く
投
馬
と
邪
尊
台
麟
と
の
二

国
を
含
め
ず
、
不
弥
国
ま
で
だ
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
門
戸
数
道
墨
の
略

載
」
と
い
う
条
件
を
前
漢
書
の
書
例
に
従
っ
て
厳
格
に
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
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井上光爽氏の「邪馬台眼の政軽≧構遊」に鮒する批判（牧）

っ
て
、
こ
の
論
文
の
初
に
お
い
て
説
明
し
た
と
お
り
、
対
馬
国
か
ら
不
勝
函

ま
で
が
、
こ
の
条
件
に
か
な
っ
た
戸
数
道
里
の
略
載
が
な
さ
れ
て
い
る
「
自
二

女
王
国
一
以
北
」
で
あ
る
。
神
馬
・
邪
馬
台
の
二
国
は
略
載
の
条
件
を
備
え

て
い
な
い
か
ら
、
「
婁
女
王
二
一
以
北
」
に
は
属
し
な
い
。
な
お
井
上
氏
は

私
が
投
㎡
馬
國
だ
け
は
略
戦
闘
悶
か
ら
重
い
る
く
べ
き
だ
と
述
べ
て
よ
・
り
な
こ
と

を
警
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
失
礼
な
が
ら
井
上
氏
の
ミ
ス
の
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。

　
「
自
昌
女
王
騒
一
以
北
」
と
い
う
表
現
の
中
に
女
王
図
が
含
ま
れ
て
い
る
か

い
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
間
の
争
点
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

れ
を
正
し
く
読
む
こ
と
を
要
す
る
。
私
が
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬
台
国
」
で

立
証
し
た
と
お
り
、
魏
志
倭
人
伝
の
戸
数
道
里
の
記
載
は
前
漢
書
の
書
例
を

お
う
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
自
昌
女
王
国
｝
以
北
」
と
い
う
表
現
も
ま

た
騰
様
で
、
そ
の
譲
例
は
酉
南
夷
伝
に
あ
る
と
同
書
頁
五
三
に
書
い
て
お
い

た
。
そ
こ
に
は
西
南
夷
伝
の
書
例
を
引
い
て
お
か
な
か
っ
た
が
、
既
に
そ
れ

を
轡
い
た
拙
論
が
あ
る
（
史
林
一
九
六
二
年
第
五
号
頁
一
〇
二
）
。
西
南
夷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

俵
の
習
頭
か
ら
必
要
の
部
分
を
引
く
と
、
「
慮
融
以
策
北
、
齎
畏
以
・
＋
数
、

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む

徒
・
搾
都
最
大
、
自
レ
搾
以
東
北
、
君
長
以
γ
丁
数
、
再
・
馳
最
大
、
（
中
略
）

む
　
　
む
　
む
　
ゆ
　
む

自
レ
醗
以
東
北
、
君
長
以
レ
工
数
、
白
馬
最
大
」
と
あ
る
の
が
そ
の
門
々
で
あ

る
。
こ
の
中
に
は
「
自
二
女
王
函
一
以
北
」
と
同
じ
形
式
の
表
現
が
三
二
く
り

か
え
さ
れ
て
い
る
。
「
自
レ
縄
以
東
北
」
の
分
は
引
用
が
長
く
な
る
か
ら
省
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

す
る
が
、
後
の
二
つ
の
文
の
中
の
「
自
」
搾
油
東
北
」
の
中
に
搾
を
入
れ
、

　
　
　
り

「
宙
レ
駝
以
東
北
」
の
中
に
馳
を
入
れ
る
と
、
搾
と
馳
と
は
箭
地
と
後
地
と
で

二
回
嵐
る
こ
と
に
な
る
か
ら
よ
く
な
い
。
正
し
く
読
む
た
め
に
は
搾
も
馳
も

後
地
の
中
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
慮
＝
女
王
騒
一
以
北
」
も
そ
れ
と
岡
じ

蓑
現
法
で
あ
っ
て
、
女
薫
賑
を
「
禽
鳳
華
魁
機
一
以
北
」
の
中
に
入
れ
て
読
ん

で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ら
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
へ
　
リ
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
し
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
で
　
へ
　
な
　
へ
　
し
　
マ

　
こ
の
「
慮
扁
女
王
国
一
以
北
」
の
解
釈
の
差
が
井
上
氏
と
牧
と
の
問
の
女
王

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ろ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

国
観
に
作
用
す
る
こ
と
は
轟
然
で
あ
っ
て
、
井
上
氏
が
通
説
ど
お
り
邪
馬
台

敷
恥
で
睾
跡
題
ぎ
か
な
奮
い
・
筆
墨
塾
隠
「
邸
二
塾
野

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

以
北
」
と
よ
ば
れ
た
対
馬
か
ら
三
園
ま
で
の
六
魍
の
地
方
よ
り
も
南
に
あ
っ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
筑
後
を
中
心
と
す
る
既
述
の
地
域
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
う
。
そ
う
し

て
こ
の
女
王
国
が
前
記
の
と
お
り
女
王
国
即
ち
倭
国
で
あ
り
、
倭
国
は
女
王

卑
弥
呼
を
共
に
立
て
た
諸
国
か
ら
成
る
連
合
国
家
で
あ
る
と
断
定
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
邪
馬
電
撃
は
文
字
ど
お
り
「
女
王
之
駈
レ

都
」
で
あ
る
。
女
王
圏
の
國
都
の
所
在
地
で
あ
る
。
こ
れ
を
女
王
国
だ
と
見

た
り
す
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。

　
ま
た
こ
の
解
釈
に
す
る
な
ら
ば
、
弁
上
議
が
な
や
ま
れ
た
よ
う
な
投
馬
国

を
日
向
の
妻
に
求
め
る
た
め
の
障
害
は
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
伊
都
国
以
後

の
四
国
の
中
で
奴
・
不
調
の
二
国
は
女
王
国
よ
り
以
北
に
属
す
る
が
、
投
馬
，

邪
馬
台
の
二
国
は
女
王
国
よ
り
以
北
に
属
せ
ず
、
ま
た
邪
馬
台
国
は
女
王
国

だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
く
な
る
か
ら
、
投
潟
國
が
邪
馬
台
国
の
北
に
あ

ろ
う
と
南
に
あ
ろ
う
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
聞
題
で
は
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
井
上
民
は
「
自
門
女
王
国
一
以
北
」
以
下
の
文
と
そ
れ
以
前
の
文
と
の

か
か
り
具
合
を
改
め
て
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
の
二
面
か
」
き
り
ぬ
け
よ
う

と
さ
れ
て
い
る
が
、
邪
馬
台
国
を
女
王
国
と
同
視
す
る
以
上
、
た
と
い
読
み

か
え
た
に
し
て
も
依
然
難
関
は
難
関
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
　
「
使
（
夫
ヵ
）
大
倭
監
レ
之
、
自
軍
女
王
国
一
以
北
、
鞍
置
昌
一
大
子
↓

検
5
察
諸
圏
二

　
井
上
氏
は
こ
の
文
を
以
て
、
北
九
州
沿
岸
諸
圏
の
連
含
を
、
対
外
交
渉
権

の
独
占
と
軍
第
酌
必
要
か
ら
、
検
察
す
る
た
め
に
一
大
率
を
お
い
た
と
さ
れ

153 （973）



る
の
で
あ
る
が
、
私
は
「
応
晶
女
王
国
一
以
北
」
は
女
王
園
連
邦
の
属
領
地
で
、

あ
っ
た
か
ら
、
一
大
率
を
お
い
た
の
は
女
王
国
に
統
属
す
る
諸
国
の
警
戒
「
を

厳
に
す
る
た
め
に
、
被
統
属
国
を
取
締
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
前
記
の
伊
都

国
と
い
え
ど
も
、
女
王
隔
に
統
属
し
て
い
る
点
で
は
他
の
五
国
と
同
一
で
あ

る
。
伊
都
圏
王
は
名
は
国
王
で
あ
っ
て
も
、
女
王
濁
珪
倭
国
を
構
成
し
た
諸

国
の
王
の
如
く
、
倭
国
王
を
共
に
立
て
る
権
利
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他

の
五
国
で
は
元
の
国
王
が
女
王
国
に
服
従
し
て
そ
の
地
方
官
に
な
軌
変
わ
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
六
国
は
、
お
ら
く
曾
て
海
洋
同
盟
を
結
ん
で
い
た
だ
ろ

う
。
そ
う
し
て
そ
の
盟
主
は
奴
国
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ
が
女
王
国

の
前
身
で
あ
る
母
方
の
諸
国
の
連
合
体
に
よ
っ
て
奴
国
が
亡
ぼ
さ
れ
る
と
同

時
に
こ
の
海
洋
同
盟
は
解
体
し
、
そ
れ
に
属
し
て
い
た
「
自
昌
女
王
国
一
以
北
」

の
諸
国
は
征
服
者
で
あ
る
女
王
国
が
伊
都
国
に
お
い
た
一
大
率
の
支
配
下
に

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
前
記
の
如
く
井
上

琉
は
投
馬
・
邪
島
台
の
こ
編
を
も
含
め
て
対
馬
国
以
下
の
八
圏
を
「
自
昌
女
王

国
｝
以
北
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
向
灘
沿
岸
の
投
馬
国
と
、

有
明
湾
沿
岸
の
邪
馬
台
国
も
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
沿
岸
諸
国
」
の
中
に
は
い

る
わ
け
だ
が
、
井
上
氏
は
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
一
大
率
の

検
察
下
に
あ
っ
た
「
倉
昌
女
王
国
㎜
以
北
」
を
不
製
塩
ま
で
の
六
国
の
地
方
に

限
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
井
上
氏
は
表
記
の
引
用
文
の
初
を
「
使
（
夫
ヵ
）
大
倭
監
レ
之
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
植
村
清
二
馬
が
「
国
圏
有
レ
市
、
交
片
削
有

無
↓
使
昌
大
倭
監
賢
之
」
と
い
う
文
の
中
の
「
使
」
の
字
を
術
字
な
り
と
し
て

文
体
を
変
更
さ
れ
、
後
こ
れ
に
賛
同
さ
れ
た
菓
原
恕
罪
氏
は
使
の
字
は
も
と

は
「
便
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
云
わ
れ
た
説
の
あ
と
を
う
け
て
、
使
は
「
夫
」

だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
井
上
氏
の
説
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
　
「
属
圏

有
レ
市
、
交
易
晶
有
無
嚇
使
二
大
倭
監
ず
之
」
と
い
う
文
の
「
大
倭
監
之
」
を
、

「
使
」
の
字
の
変
更
に
よ
っ
て
上
の
「
交
二
易
有
無
こ
に
つ
け
ず
、
下
の

「
自
品
女
王
図
一
以
北
、
云
々
」
の
文
に
つ
け
る
読
み
方
を
採
ら
れ
た
も
の
と

思
う
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
井
上
氏
も
植
村
氏
の
如
く
大
倭
を
大
和
国
家
と

思
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
井
上
氏
の

女
王
国
や
「
自
畠
女
王
国
一
以
北
」
は
益
々
不
可
解
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

併
し
私
は
植
村
氏
の
新
説
は
陸
行
一
月
を
一
撃
に
改
め
る
よ
う
な
過
失
を
犯

す
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
京
都
教
育
大
学
の
『
桃
山
歴
史
地

理
』
第
六
号
（
昭
四
一
年
三
月
）
に
「
魏
軽
量
人
伝
の
大
倭
を
大
和
国
家
と

見
る
説
に
つ
い
て
鳳
に
お
い
て
論
じ
て
お
い
た
か
ら
、
そ
れ
に
ゆ
ず
る
。

　
ω
　
　
「
女
王
国
東
渡
レ
海
千
余
墨
、
復
有
レ
国
、
竪
樋
種
」

　
井
上
氏
は
こ
の
文
に
つ
い
て
次
の
如
く
云
わ
れ
る
。
東
の
海
と
は
豊
後
水

道
あ
た
り
を
さ
し
、
そ
の
向
こ
う
の
倭
心
と
は
四
国
、
中
国
及
び
更
に
以
東

の
日
本
人
だ
と
す
る
牧
の
説
に
賛
成
で
あ
る
が
、
　
「
し
か
し
、
東
は
方
角
を

さ
し
た
も
の
で
、
必
ず
連
接
の
意
味
を
含
む
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
女
王
国

は
邪
馬
台
国
で
あ
っ
て
、
そ
の
東
に
諸
勢
圏
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
伝
の

筆
者
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
邪
馬
台
国
即
ち
女
王
国
を
起
点
と
し
て
倭
種

の
居
地
は
そ
の
東
方
に
あ
る
と
記
述
し
た
の
で
あ
る
」
と
。
だ
が
倭
人
伝
の

記
載
法
を
冤
る
と
、
狗
邪
韓
国
か
ら
対
馬
圏
に
向
っ
て
「
豊
野
二
海
一
千
余

里
至
鳳
対
馬
国
一
」
と
い
い
、
対
馬
国
か
ら
一
対
国
に
向
っ
て
、
「
繰
下
渡
昌

一
海
年
余
里
、
名
工
遡
蟹
至
㎝
二
大
（
支
）
國
一
」
と
い
い
、
更
に
一
支
国

か
ら
末
慮
国
に
向
っ
て
、
「
又
渡
二
一
海
一
千
余
里
、
至
二
末
様
単
一
」
と
い
う

三
つ
の
用
字
例
が
あ
る
か
ら
そ
れ
ら
を
参
考
す
る
と
、
封
入
伝
が
「
東
渡
レ

海
」
と
い
う
と
き
は
、
直
に
海
を
渡
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
海
ま
で
に
広
い
土

地
が
あ
り
国
々
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
か
ま
わ
ず
、
東
方
の
海
を
渡
る
と
い
う
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井上光貞乗の「邪罵台圏の敷治構造」に対する批判（牧）

よ
う
な
云
い
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
国
の
東
境
が
国
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
は
、
　
「
東
早
臥
何
国
一
」
と
書
く
の
が
魏
志
東
夷
伝
の
書
例
で
あ
る
。
邪
馬

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
マ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ

台
国
が
古
の
山
門
県
の
地
で
、
今
日
の
福
飼
県
山
門
郡
を
そ
の
ゆ
か
り
の
土

リ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヤ
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

地
で
あ
る
と
見
る
点
で
は
、
井
上
氏
と
私
と
は
所
見
を
一
に
す
る
の
で
あ
る

ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
、
そ
の
邪
馬
台
国
を
女
王
国
と
同
視
さ
れ
る
井
上
氏
の
見
解
に
は
、
私
は

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

前
記
の
如
く
全
く
反
対
で
あ
る
。
井
上
氏
と
私
と
は
女
王
国
に
関
す
る
国
津

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

観
に
お
い
て
全
く
異
な
っ
て
お
る
が
、
そ
の
基
礎
を
成
す
も
の
は
女
王
国
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

逸
す
る
地
理
観
に
お
け
る
相
違
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
自
晶
女
王
国
一
以

北
扁
と
女
王
国
と
の
聞
の
地
理
約
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
と
共
に
、
邪
馬

台
国
と
女
王
国
と
の
間
の
地
理
酌
関
係
に
お
い
て
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
帯
方
郡
か
ら
一
万
二
千
余
里
の
位
澱
に
あ
っ
た
女
王
国
と
い
う
の
は
、
側

方
郡
の
治
所
か
ら
一
万
二
千
余
里
の
位
置
に
あ
っ
た
女
王
国
の
都
の
所
在
地

に
栢
験
す
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
女
王
之
所
レ
都
」
即
ち
女
王
国

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

の
国
都
の
駈
在
地
で
あ
っ
た
邪
馬
台
国
を
、
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
の
距

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

離
表
現
の
方
式
に
よ
り
女
王
国
と
表
示
し
て
い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
邪

馬
台
国
は
既
に
説
明
し
た
女
王
国
連
邦
中
の
一
国
で
あ
る
。
そ
し
て
上
掲
の

「
女
王
蟹
爽
渡
海
・
千
里
云
ε
と
い
う
迎
合
は
、
邪
馬
台
国
が
ま
さ
に
女

王
国
籍
の
一
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
絶
好
の
史
料
で
あ
る
。
こ
の
女
王

国
は
帯
方
郡
と
女
王
国
と
の
間
の
距
離
を
は
か
る
場
合
の
女
王
聖
な
る
表
現

が
、
女
王
国
の
酋
都
の
所
在
地
ま
で
の
距
離
は
女
扇
国
を
は
か
る
場
金
の
女

王
国
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
蓑
現
方
法
と
し
て
の
名
義
上

の
豊
玉
羅
で
は
な
く
、
　
「
自
昌
女
王
瞭
一
以
北
」
に
対
す
る
地
理
上
の
女
王
圏

で
あ
り
、
女
王
国
連
邦
を
指
す
実
質
上
の
女
王
国
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
お

び
た
本
来
の
女
王
国
は
倭
国
で
あ
っ
て
、
こ
の
女
王
国
は
有
明
海
沿
岸
に
あ

っ
た
邪
馬
台
国
を
鷲
都
の
所
在
地
と
し
て
そ
の
策
薦
南
北
に
広
が
る
地
方
を

占
め
て
い
た
が
、
女
里
国
の
棄
限
の
地
は
東
九
州
の
海
岸
で
あ
っ
た
。
上
掲

の
原
文
は
こ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
井
上
氏
の
論
文
に
対
す
る
管
見
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
い
つ
果
て

る
と
，
も
豫
測
で
き
ぬ
邪
馬
台
国
論
議
は
、
管
見
で
は
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬

台
国
」
中
の
拙
論
「
前
漢
書
の
書
例
に
拠
っ
て
専
管
さ
れ
た
邪
馬
台
国
・
女

王
国
．
倭
．
倭
麟
」
の
結
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
根
本
的
に
は
後
漢
書
の
撰

者
萢
曄
が
主
と
し
て
魏
志
の
倭
人
縁
を
利
用
し
て
忍
駒
を
書
く
に
あ
た
り
、

彼
の
劉
宋
の
時
代
の
倭
一
－
倭
国
と
い
う
観
念
の
下
に
原
文
を
読
み
、
原
文
を

誤
読
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
後
世
の
学
者
は
中
国
で
も
日
本
で
も
こ
の

後
漢
書
の
倭
1
1
倭
国
観
の
誤
謬
を
継
承
し
た
た
め
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
り

ら
、
そ
の
点
を
改
め
な
い
か
ぎ
り
解
決
し
な
い
と
思
う
。
実
に
倭
人
伝
中
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
へ

倭
の
字
は
倭
人
又
は
倭
地
を
意
味
し
た
が
倭
国
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
だ
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
後
漢
書
は
倭
を
倭
国
と
同
視
し
、
対
馬
国
以
下
の
三
十
国
か
ら
狗
飛
騨
を

ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
カ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
へ
　
　
ゐ
　
ヘ
　
　
ミ
　
ヤ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
ゐ
　
へ

引
い
た
二
十
九
国
を
倭
圏
の
中
に
入
れ
て
お
る
が
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
誤
で

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
リ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ
　
で
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
。
井
上
氏
も
基
本
的
に
は
こ
の
読
み
方
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
中
に
述
べ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
と
お
り
で
あ
る
。
倭
人
伝
の
倭
は
倭
国
で
は
な
く
素
地
な
る
こ
と
を
知
り

且
つ
前
漢
書
の
書
例
に
従
っ
て
読
む
と
、
従
来
難
解
視
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

が
む
り
な
く
読
め
る
こ
と
は
、
　
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬
台
国
」
の
前
記
の
拙

論
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
と
思
う
。
こ
と
に
そ
れ
に
よ
っ
て
「
農
昌
女
王
国
一

以
北
」
は
不
弥
岡
ま
で
の
亡
国
の
地
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
か
ら
、

女
王
國
が
そ
の
南
に
あ
っ
だ
こ
と
も
定
ま
り
、
そ
の
国
が
女
王
卑
弥
呼
を
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
立
て
た
諸
国
か
ら
成
る
倭
国
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
定
す
る
。
も
し
倭
を
倭

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

国
と
見
る
な
ら
ば
、
　
「
自
昌
女
王
国
｝
以
北
」
の
認
識
を
誤
り
、
従
っ
て
女
王

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

国
及
び
倭
国
の
誤
識
を
誤
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
邪
馬
台
醒
駈
女
王
国

マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
は
そ
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
な
お
後
漢
書
の
倭
国
観
の
誤
に
つ
い
て
は
、
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既
に
麟
々
論
じ
た
が
、
　
榊
、
龍
社
史
糎
臨
特
励
馨
門
小
笠
原
嘗
崎
両
博
士
華
甲

記
念
史
学
論
集
」
の
ψ
に
、
　
「
倭
の
字
の
戸
々
の
変
縫
と
魏
志
倭
人
俵
の
解

釈
と
の
関
係
」
と
題
す
る
小
論
を
発
煙
し
た
、

　
〔
附
記
〕
　
こ
の
稿
の
校
正
中
葉
は
榎
一
雄
教
擾
か
ら
氏
の
嗣
薯
最
．
邪
馬
台

　
騒
輪
の
増
補
版
を
い
た
だ
い
た
。
伊
都
懸
以
．
後
の
放
射
的
読
法
は
氏
の
創

　
見
に
か
か
り
、
私
は
最
も
早
く
そ
の
卓
見
に
服
し
た
心
　
呵
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
邪
馬
台
閣
』
に
の
せ
た
前
記
の
論
文
で
も
前
漢
雷
蒲
域
伝
の
潜
例
に
照
し

　
て
微
力
な
が
ら
そ
れ
を
補
強
し
た
。
併
し
私
が
氏
の
邪
罵
台
照
と
女
王
国

　
と
の
岡
視
葉
に
賛
同
し
難
い
こ
と
は
井
上
氏
の
場
合
と
同
断
で
あ
る
。
然

　
る
に
今
回
の
増
補
版
で
私
が
異
様
に
感
じ
た
こ
と
は
、
榎
氏
が
「
自
漏
女

　
薫
鷹
一
以
北
扁
の
中
に
女
王
国
H
邪
馬
台
閣
を
入
れ
て
、
女
王
国
が
任
命

　
し
た
一
大
率
が
女
王
瞬
舞
耕
馬
台
国
を
検
察
し
た
と
し
て
も
差
し
つ
か
え

　
が
な
い
と
論
じ
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
黒
氏
は
「
邪
釜
台
闘
の
羅
い

　
た
一
大
廊
が
邪
馬
帯
芯
を
験
察
す
る
と
い
う
の
は
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か

　
も
知
れ
な
い
が
、
邪
馬
台
国
も
広
義
の
女
王
国
の
中
の
一
国
で
あ
る
こ
と

　
を
考
え
る
と
、
邪
馬
台
圏
を
も
含
む
八
国
全
体
の
検
察
機
関
が
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
て
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
が
、
氏
は
私
が
前
漢
書
西

　
騨
伽
ひ
簿
働
b
郷
学
い
で
養
魚
い
だ
端
数
』
邸
副
い
伽
益
騎
、
存
伽
争
』

　
、
　
、
　
、
　
、
　
V
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
・
、

　
可
の
字
と
の
区
別
を
無
視
せ
ら
れ
、
戸
数
里
数
の
数
字
が
百
位
で
計
算
さ

　
む
い
い
む
ッ
い
至
衝
で
甜
算
か
か
で
い
む
㍗
ひ
・
か
櫛
い
加
い
b
、
恥
魏

　
b
か
魯
』
飾
糧
ひ
か
譜
事
か
沁
か
か
掛
「
戸
勤
遜
恥
伽
略
魯
略
み
か
』

　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
エ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
つ
　
　
エ

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
井
上
氏
と
同
断
で
あ
る
。
だ
が
た
と
い
邪
馬
台
圏
が

　
広
義
の
女
王
国
譲
の
一
国
で
あ
る
と
し
て
も
、
広
義
の
女
王
国
王
・
ヤ
b
ま
た

　
狭
義
の
女
王
国
王
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
女
王
国
王
即
ち
邪
馬
台

　
国
王
が
任
命
し
た
一
大
率
が
逆
に
主
長
た
る
珊
馬
台
国
王
の
上
に
立
つ
イ
、

こ
れ
を
検
察
し
、
邪
馬
台
盤
王
を
畏
塾
せ
し
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

「
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
」
と
い
え
る
な
ら
ば
、
凡
そ
園
象
機
関
の
問

に
お
け
る
命
令
系
統
な
る
も
の
が
成
立
す
る
根
拠
は
全
く
存
在
し
な
い
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
榎
氏
の
創
唱
に
か
か
る
伊
都
濁
以
後
の
列
挙
的
読

法
を
真
に
意
義
あ
ら
し
め
る
が
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
戸
数
隠
里
の

略
載
」
と
い
う
「
自
晶
女
王
園
一
塁
北
」
の
諸
国
の
所
在
地
を
決
定
す
る
条

件
に
関
す
る
正
し
い
読
み
方
を
見
田
し
て
、
こ
の
よ
う
な
明
白
な
矛
臆
に

陥
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
榎
氏
は
対
馬
繭
以

下
の
二
十
九
濁
を
広
義
の
女
王
圏
の
中
に
入
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
上
籠
の

旨
き
矛
庸
し
た
読
み
方
を
可
能
視
さ
れ
る
理
由
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

な
ら
広
義
と
狭
義
の
二
つ
の
女
王
騒
と
邪
馬
台
圏
と
の
闘
係
ん
」
ど
う
し
て

判
然
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
邪
馬
台
国
王
が
女
王
国
王
で
あ
る

と
い
う
基
本
的
関
係
が
動
か
な
い
以
上
は
上
記
の
矛
盾
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
榎
氏
の
読
み
方
に
従
う
な
ら
ば
、
広
義

の
女
王
濁
に
つ
い
て
は
「
自
二
女
王
園
［
以
北
」
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ

と
い
う
奇
怪
な
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
「
自
昌
女
王

国
一
以
北
」
の
中
に
女
王
園
を
念
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
こ
の
拙
稿
の

第
六
頁
期
ち
本
誌
頁
一
五
三
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
繰
返

し
て
い
う
が
、
私
が
前
記
の
論
文
の
結
論
で
述
べ
た
と
お
り
、
倭
人
伝
の

初
の
「
従
レ
郡
至
γ
倭
漏
の
倭
が
北
町
で
は
な
く
三
十
隔
か
ら
成
る
湿
地
で

あ
る
こ
と
を
知
り
、
倭
入
伝
の
戸
数
粛
白
は
前
漢
書
の
害
例
に
従
う
て
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
　
「
宙
＝
女
王
麟
一
以
北
」
は
不
弥
濁
ま
で
六

国
の
地
方
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
一
大
率
の
検
察
が
む
り
な
く
わ
か
る

と
思
う
。
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