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は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
西
紀
二
三
九
年
、
倭
国
王
卑
弥
呼
は
曹
魏
に
遣
使
し
、
親
魏
倭
王
の
称
号
を
受
け
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
百

有
余
年
前
、
倭
国
王
帥
升
等
は
後
漢
に
遣
使
し
て
い
る（
一
〇
七
年
）。
こ
の
と
き
、
帥
升
等
が
後
漢
か
ら
倭
国
王
の
称
号
を
受
け
た

の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
筆
者
は
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と

１
え
る
。
と
す
れ
ば
、
親
魏
倭
王
の

賜
与
と
そ
の
拝
受
は
、
こ
の
後
に
成
立
す
る
日
本
の
母
胎
と
な
っ
た
倭
国
の
王
が
、
所
謂
冊
封
体
制
の
も
と
、
中
国
皇
帝
の
臣
下
と

な
っ
た
嚆
矢
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

２
ろ
う
。
以
後
こ
う
し
た
君
臣
関
係
を
卑
弥
呼
の
宗
女
豊
与
や
倭
の
五
王
の
場
合
に
見
る
よ
う

に
、
倭
国
の
王
は
中
国
と
の
間
で
取
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
れ
も
周
知
の
よ
う
に
六
〇
〇
年
、
倭
国
は
中
国
再
統
一
を
果
た
し
て
間
も
な
い
隋
に
遣
使
し
、
そ
の
七
年
後
に
は
小
野

妹
子
が
隋
の

帝
に
著
名
な
「
日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
」
に
始
ま
る
国
書
を
奉
呈
し
て

３
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
倭
国
が
卑
弥

呼
以
来
の
（
た
だ
し
二
六
六
年
か
ら
四
一
三
年
の
間
と
、
四
七
八
年
か
ら
六
〇
〇
年
に
到
る
二
つ
の
時
期
に
は
中
国
へ
の
遣
使
が
中

断
し
て

４
い
る
）
中
国
皇
帝
の
臣
下
と
い
う
立
場
を
乗
り
越
え
、
中
国
皇
帝
と
対
等
の
天
子
と
い
う
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
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を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
際
、
倭
国
が
対
等
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
隋
が
、
北
朝
の
一
王
朝
と
し
て
中
国
再
統
一
を
果
た
し
た
王
朝
で
あ
っ
た
と
い

う
点
は
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
倭
国
が
そ
れ
ま
で
称
臣
し
た
中
国
の
王
朝
は
三
国
の
魏
、

そ
れ
を
継
承
し
た
晋
、
さ
ら
に
そ
れ
を
継
承
し
て
江
南
に
建
国
さ
れ
た
南
朝
（
劉
宋
）
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
中

国
に
正
統
王
朝
が
並
立
し
た
南
北
朝
時
代
に
あ
っ
て
、
倭
国
は
百
済
を
通
じ
て
南
朝
の
文
物
を
数
多
く
導
入
し
て
い
る
が
、
そ
の
百

済
が
南
朝
の
文
物
を
導
入
で
き
た
の
は
、
百
済
が
、
南
北
朝
時
代
を
通
じ
一
貫
し
て
南
朝
の
冊
封
国
で
あ
り
続
け
た
こ
と
に
大
き
な

原
因
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
済
は
南
朝
を
東
ア
ジ
ア
の
正
統
王
朝
と
し
て
奉
戴
し
、
一
方
、
北
朝
（
北
魏
）
を
正
統
王
朝
と
は
見
な

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
史
書
は
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
大
局
的
に

え
た
と
き
、
北
朝
が
五
胡
、
即
ち
中
国
的
華
夷
思
想
に
基
づ
く
と
き
、
夷
狄
の
建
国
し
た
国
家
で
あ
る
だ
け
に
非
正
統
で
あ
る
と
す

る
認
識
が
、
自
己
矛
盾
的
で
は
あ
る
が
東
夷
た
る
百
済
に
あ
っ
た
た
め
と
し
て
も
大
筋
を
逸
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
東
晋
が

五
世
紀
の
初
頭（
四
一
〇
年
）、五
胡
の
一
た
る
鮮
卑
慕
容
部
の
建
国
し
た
南
燕
を
滅
ぼ
し
た
の
を
受
け
て
、換
言
す
れ
ば
五
胡
に
よ
っ

て
中
原
を
追
わ
れ
、
江
南
に
首
都
を
お
い
た
漢
族
亡
命
王
朝
（
東
晋
）
が
そ
の
末
期
に
山
東
に
建
国
し
て
い
た
南
燕
を
滅
ぼ
し
た
の

を
受
け
て
、
北
東
ア
ジ
ア
の
東
夷
諸
国
に
対
し
て
、
そ
の
勢
力
の
復
活
を
告
げ
る
威
を
示
し
た
と
き
、
高
句
麗
や
倭
国
が
長
年
の
沈

黙
を
破
っ
て
、
江
南
王
朝
へ
の
遣
使
を
再
開
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
要
因
が
働
い
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。
即
ち
中
国
に
お
け
る
正

統
王
朝
の
復
活
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
が
為
に
遣
使
を
再
開
し
た
と
点
が
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
の
で

５
あ
る
。

し
か
し
、
東
晋
を
受
け
た
南
朝
は
そ
の
ほ
ぼ
五
十
年
後
、
東
夷
諸
国
と
南
朝
と
を
結
び
つ
け
る
航
路
上
の
要
衝
で
あ
る
山
東
の
地

を
再
び
喪
失
し
、
替
わ
っ
て
北
朝
が
そ
の
地
を
掌
握
、
以
後
、
南
北
そ
れ
ぞ
れ
に
攻
防
は
あ
る
が
、
大
勢
と
し
て
降
代
す
る
に
従
い
、

徐
々
に
北
朝
優
位
の
状
勢
が
強
ま
り
、最
終
的
に
北
朝
最
後
の
王
朝
た
る
隋
に
よ
っ
て
中
国
は
再
統
一
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る（
五
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こ
の
間
、
強
大
な
高
句
麗
の
南
下
を
百
済
は
南
朝
の
国
際
的
庇
護
を
受
け
る
と
い
う
形
で
食
い
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
五
世

紀
の
中
頃
に
は
そ
の
攻
勢
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
遂
に
四
七
五
年
そ
の
国
都
で
あ
る
慰
礼
（
ソ
ウ
ル
）
が
高
句
麗
の
攻
撃

を
受
け
陥
落
、
一
時
的
に
亡
国
の
悲
哀
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
立
ち
至
る
直
前
の
四
七
二
年
に
は
、
百
済

は
昔
年
の
政
治
方
針
を
転
換
し
、
北
朝
の
北
魏
に
高
句
麗
討
伐
を
懇
願
す
る
使
節
を
派
遣
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
遣
使
は

結
局
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
百
済
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
正
統
の
所
在
と
自
国
の
存
立
と
の
間

で
、
苦
汁
の
外
交
を
展
開
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
今
日
に
至
る
も
『
魏
書
』
百
済
伝
な
ど
の
史
書
の
行
間
か
ら
充
分
に
察
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
国
際
戦
線
に
お
い
て
こ
の
百
済
と
連
繫
し
て
い
た
倭
国
は
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
南
朝
へ

の
遣
使
を
四
七
八
年
を
最
後
と
し
て
取
り
や
め
る
こ
と
と

６
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
百
済
は
劉
宋
の
何
承
天
の
編
纂
に
な
る
元
嘉
暦
を
採
用
し
た
。
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
中
国
の
周
辺
諸
国
が

如
何
な
る
暦
を
採
用
す
る
か
は
、
奉
朔
の
問
題
と
密
接
に
絡
ん
で
お
り
、
一
般
的
に
中
国
の
冊
封
国
は
中
国
暦
の
使
用
を
通
じ
て
そ

の
時
間
的
支
配
を
う
け
、
独
自
の
年
号
を
称
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
大
化
年
号
の
使
用
が
、
中
国
に
よ
る
時
の
支
配
か
ら

の
自
立
を
意
味
し
、
七
世
紀
の
新
羅
が
、
唐
の
庇
護
を
受
け
る
た
め
に
独
自
の
年
号
を
名
乗
る
こ
と
を
取
り
や
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
原
理
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
百
済
に
よ
る
元
嘉
暦
の
採
用
は
、
百
済
が
そ
の
暦
を
使
用
し
た
南
朝

の
正
朔
を
奉
じ
る
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
と
百
済
が
高
句
麗
に
よ
っ
て
亡
国
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
る

ま
で
北
魏
に
遣
使
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
と
は
、
北
魏
が
鮮
卑
の
建
国
し
た
国
家
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
深
い
と
こ
ろ

で
連
関
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
元
嘉
暦
を
の
ち
に
倭
国
も
百
済
を
通
じ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
劉
宋
以
降
の
南
朝
諸
朝
は
、
倭
国
が
四
七
八
年
以
降
南
朝
へ
の
使
節
の
派
遣
を
と
り
や
め
て
以
降
も
、
倭
国
に
都
督
号

や
将
軍
号
を
与
え
る
こ
と
を
継
続
し
て

７
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
倭
国
が
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
、
自
立
の
姿
勢
を
強
め
な
が
ら
も

南
朝
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ

８
よ
う
。

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序

九
一



そ
れ
故
、
そ
の
倭
国
が
六
〇
〇
年
に
北
朝
か
ら
興
っ
た
隋
に
遣
使
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
立
場
か
ら
の
大
き
な
転
換
を
意
味

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
三
〇
〇
年
ぶ
り
に
中
国
を
再
統
一
し
た
勢
威
を
背
景
と
し
て
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
の
再
構

築
を
図
る
隋
の
存
在
が
容
易
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
倭
国
に
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を
迫
っ
て
い
た
か
ら
と

え
ら
れ
る
。

と
は
い
え
一
方
で
、
倭
国
も
ま
た
、
治
天
下
大
王
の
称
号
に
見
え
る
よ

９
う
に
、
倭
国
王
が
中
国
皇
帝
に
対
し
て
卑
弥
呼
以
来
の
称

臣
を
な
す
形
で
、
外
交
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
こ
と
が
な
し
が
た
い
段
階
に
ま
で
、
そ
の
王
権
の
質
を
変
容
さ
せ
て
来
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
、
そ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
遣
隋
使
が

帝
に
対
し
日
出
処
天
子
と
い
う
形
で
天
子
号
を
称
す
る

と
い
っ
た
こ
と
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
上
で
述
べ
た
二
つ
の
流
れ
、
す
な
わ
ち
北
朝
隋
へ
と
展
開
し
て
き
た
国
際
秩
序
再

構
築
の
流
れ
、
倭
国
に
よ
る
天
子
号
公
称
へ
の
流
れ
は
、
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
大
局
的
に
は
後
に
白
村
江
に
お
け
る
日
中
の
軍
事

的
衝
突
を
生
む
に
至
る
一
つ
の
主
要
な
原
因
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
、
倭
国
が
参
加
し
た
魏
晋
お
よ
び
そ
の
後
継
で
あ
る
南
朝
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
と
、
北
朝
隋
唐
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
て
き
た
国
際
秩
序
と
は
相
違
す
る
点
が
あ
り
、
北
朝
隋
唐
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
国
際
秩
序
は
、
魏
晋
南
朝
的
国
際
秩

序
と
の
抗
争
を
経
て
創
成
さ
れ
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
漢
唐
間

に
お
け
る
「
新
」
中
華
意
識
｜
古
代
日
本
・
朝
鮮
と
中
国
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ

10
て
｜
」、「
隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ

て
｜
遣
隋
使
覚

11
書
｜
」、「
倭
国
に
お
け
る
対
外
交
渉
の
変
遷
に
つ
い
て
｜
中
華
意
識
の
形
成
と
大
宰
府
の
成
立
と
の
関
連
か
ら
見

12
た
｜
」
な
ど
、
若
干
の
小
論
を
発
表
し
て
き
た
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
小
論
で
述
べ
た
こ
と
が
ら
を
統
合
し
つ
つ
、
視
野
を
南
北
朝
よ

り
後
の
七
世
紀
に
ま
で
拡
げ
、
そ
の
よ
う
な
視
座
に
基
づ
い
て
、
上
で
述
べ
た
国
際
秩
序
の
交
替
が
如
何
な
る
歴
史
的
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、

え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

魏
晋
南
朝
の
世
界
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１

倭
国
「
自
立
化
」
の
過
程

紀
元
一
〇
〇
年
前
後
の
時
点
で
、
い
わ
ゆ
る
倭
国
が
誕
生
し
た
と

え
ら

13
れ
る
。
と
す
れ
ば
一
〇
七
年
に
お
け
る
倭
国
王
帥
升
等

に
よ
る
後
漢
王
朝
へ
の
遣
使
は
そ
の
こ
と
を
後
漢
へ
告
げ
る
た
め
の
遣
使
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ

14
よ
う
。

そ
の
後
、
二
三
九
年
卑
弥
呼
は
曹
魏
へ
使
節
を
派
遣
し
親
魏
倭
王
の
称
号
を
受
け
る
。
こ
の
と
き
倭
国
の
王
と
し
て
の
卑
弥
呼
は
曹

魏
の
遼
東
へ
の
拡
大
と
い
う
時
機
を
と
ら
え
て
遣
使
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
遼
東
の
公
孫
氏
政
権
が
曹
魏
に
よ
っ
て
滅
亡

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
の
国
際
政
治
上
で
持
つ
意
味
に
対
す
る
彼
女
の
冷
静
な
判
断
が
あ
っ
た
と

え
ら

15
れ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
女
が
親

魏
倭
王
の
称
号
を
受
け
た
こ
と
は
、
所
謂
冊
封
体
制
の
論
理
に
基
づ
け
ば
、
彼
女
が
当
時
の
魏
の
皇
帝
た
る
明
帝
の
臣
下
と
な
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。

魏
晋
の
時
代
に
お
け
る
倭
国
と
中
国
と
の
間
の
政
治
的
交
渉
を
今
日
に
伝
え
る
史
料
は
、
二
六
六
年
（『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
紀
六
六

年
条
に
引
く
『
晋
書
』
起
居
注
な
ど
）
よ
り
後
に
あ
っ
て
は
見
出
だ
せ
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
二
六
六
年
よ
り
後
の
い
わ
ゆ
る
倭
の
五
王
の

時
代
を
迎
え
る
ま
で
、
倭
国
・
中
国
の
外
交
交
渉
は
途
絶
え
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
二
六
六
年
よ
り
後
の
三
世
紀
後
半
ま
で
交
渉
が
継
続
し
た

可
能
性
は

16

あ
る

。
そ
れ
が
再
び
復
活
す
る
の
は
東
晋
末
の
四
一
三
年
以
降
の
こ
と
で

17
あ
る
。

東
晋
の
末
か
ら
中
国
へ
の
遣
使
を
再
開
し
た
倭
国
は
、
南
朝
の
宋
の
時
代
、
そ
の
皇
帝
か
ら
倭
国
王
の
称
号
を
賜
り
、
以
降
、
宋

極
末
の
四
七
八
年
ま
で
使
節
を
派
遣
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
宋
書
』
倭
国
伝
所
載
の
記
事
な
ど
か
ら
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
際
、
倭
国
王
は
、
例
え
ば
四
七
八
年
に
倭
の
五
王
の
最
後
の
王
で
あ
る
倭
王
武
か
ら
宋
の
順
帝
に
送
ら
れ
た
上
表
文
に
お
い
て
、

順
帝
に
対
し
て
「
臣
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
確
に
中
国
皇
帝
の
臣
下
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て

18
い
た
。

し
か
し
、
日
本
の
関
東
に
位
置
す
る
埼
玉
県
の
稲
荷
山
古
墳
、
お
よ
び
九
州
に
位
置
す
る
熊
本
県
の
船
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
、

そ
の
倭
王
武
（
獲
加
多
支
鹵
す
な
わ
ち
ワ
カ
タ
ケ
ル
）
の
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
五
世
紀
後
半
の
鉄
剣
、
鉄
刀
に
は
そ
れ
ぞ
れ
銘
文
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が
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
治
天
下
（
天
下
を
治
め
る
）」
と
い
う
記
述
が
見

19
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
五
世
紀
後
半
の
倭
国
の
王

が
「
天
下
」
を
治
め
る
王
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
さ
れ

20
よ
う
。
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
文
の
冒
頭
に
見
え
る
辛
亥
年

が
四
七
一
年
を
指
す
こ
と
は
、
現
在
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
宋
書
』
倭
国
伝
中
の
倭
王
武
の
上
表

文
が
順
帝
に
差
し
出
さ
れ
た
四
七
八
年
を
さ
か
の
ぼ
る
四
七
一
年
の
時
点
で
倭
王
武
は
「
治
天
下
大
王
」
と
称
し
「
天
下
」
を
治
め

て
い
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
天
下
と
は
四
海
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
世
界
を
意
味
し
、
そ
れ
は
あ
る
と
き
は
中
国
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
も

21
あ
る
。
宋
書
巻
九
七
倭
国
伝
に
、
四
七
八
年
に
お
け
る
倭
王
武
の
上
表
文
が
見
え
る
が
、
そ
こ
に
、

遣
使
上
表
曰
。
封
国
偏
遠
、
作
藩
于
外
。
自
昔
祖
禰
、
躬

甲
胄
、
抜
渉
山
川
、
不
遑
寧
処
。
東
征
毛
人
五
十
五
国
、
西
服
衆

夷
六
十
六
国
、
渡
平
海
北
九
十
五
国
。
王
道
融
泰
、
廓
土

畿
。

と
見
え
る
よ
う
に
倭
王
武
は
自
ら
が
治
め
る
倭
国
が
そ
の
天
下
の
域
内
に
属
す
る
も
の
と
捉
え
、
自
ら
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
「
毛
人
五
十

五
国
、
衆
夷
六
十
六
国
、
海
北
九
十
五
国
」
を
平
定
す
る
こ
と
が
、
宋
の
「
王
道
融
泰
、
廓
土

畿
」
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
し
て
い

る
。つ

ま
り
、
倭
王
武
は
上
述
の
上
表
文
に
お
い
て
倭
国
が
「
毛
人
五
十
五
国
、
衆
夷
六
十
六
国
、
海
北
九
十
五
国
」
を
平
定
し
た
こ

と
が
、「
畿
」（
宋
朝
皇
帝
の
支
配
領
域
）
を
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
宋
の
境
域
、
倭
国

の
境
域
、
倭
国
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
た
毛
人
国
な
ど
の
境
域
な
ど
を
も
含
め
、
そ
れ
ら
を
天
下
と
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
さ

れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
天
下
観
は
、
中
国
を
中
心
と
し
た
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
国
内
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
、
鉄
刀
の
銘
文
に
は
、「
治
天
下
」の
表
記
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

中
国
の
政
治
思
想
に
お
い
て
天
下
を
治
め
う
る
も
の
は
天
命
を
受
け
た
唯
一
人
た
る
天
子
｜
皇
帝
で
あ
る
。
乱
世
に
お
い
て
幾
人
か

の
天
子
が
乱
立
す
る
際
、
彼
ら
が
相
手
を
非
正
統
と
攻
撃
し
、
天
下
の
統
一
を
目
指
す
の
は
、
自
ら
の
み
が
天
命
を
受
け
た
正
統
な
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支
配
者
で
あ
る
こ
と
を
天
下
に
示
す
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
五
世
紀
段
階
の
倭
王
武
は
内
に
対
し
て
は

「
治
天
下
大
王
」と
称
し
、
中
国
皇
帝
に
対
し
て
は
称
臣
す
る
と
い
う
、
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
政
治
姿
勢
を
使
い
分
け
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な

22
ろ
う
。

２

四
〜
六
世
紀
朝
鮮
・
中
国
に
お
け
る
中
華
意
識
の
叢
生

前
節
で
見
た
古
代
日
本
に
お
け
る
天
下
意
識
は
や
が
て
日
本
を
中
華
と
す
る
意
識
へ
と
展
開
す
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の
動
き
は
、

す
な
わ
ち
中
国
か
ら
見
た
と
き
「
夷
狄
」
の
建
国
し
た
王
朝
が
中
華
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
る
動
き
は
、
同
時
代
の
朝
鮮
や
中
国
に

あ
っ
て
も
生
じ
て
い
た
。
今
こ
れ
を
朝
鮮
、
中
国
の
順
に
見
て
み
よ
う
。

三
国
時
代
の
魏
は
遼
東
に
拠
っ
た
公
孫
氏
の
勢
力
を
滅
亡
さ
せ
た
後
、
そ
の
新
領
土
を
確
保
す
る
た
め
、
二
四
四
年
、
将
軍

丘

倹
を
遼
東
に
派
遣
し
、
遼
東
の
背
後
に
あ
っ
た
高
句
麗
を
討
っ
た
。
こ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
北
部
に
あ
っ
て
国
力
を
発
展
さ
せ

て
い
た
高
句
麗
は
、
国
都
の
陥
落
、
国
王
の
亡
命
な
ど
手
痛
い
打
撃
を
蒙
っ
た
が
、
三
世
紀
後
半
か
ら
の
魏
晋
交
替
、
晋
の
国
力
の

衰
退
な
ど
に
と
も
な
っ
て
、
遼
東
方
面
で
の
中
国
の
勢
力
が
衰
え
た
の
に
乗
じ
て
、
再
び
そ
の
勢
力
を
伸
張
し
始
め
る
。
そ
し
て
三

一
三
年
に
は
前
漢
以
来
、中
国
王
朝
の
長
年
に
わ
た
る
半
島
支
配
の
根
拠
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
楽
浪
郡
を
陥
落
さ
せ
、

生
産
力
の
豊
か
な
西
北
朝
鮮
の
地
と
そ
こ
に
住
む
漢
人
を
傘
下
に
お
さ
め
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
勢
威
を
急
速
に
強
め
て
ゆ
く
。

そ
の
後
、
朝
鮮
の
南
方
に
あ
っ
て
勢
力
を
拡
張
し
て
き
て
い
た
百
済
と
の
間
で
熾
烈
な
抗
争
を
演
じ
、
史
上
著
名
な
好
太
王
の
称

号
に
も
見
え
る
よ
う
に
高
句
麗
王
は
「
太
王
」
の
号
を
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
永
楽
と
い
う
年
号
を
使
用
す
る
ま
で
に
至
る
。
こ
う

し
た
年
号
な
ど
の
採
用
は
、
高
句
麗
が
そ
の
国
家
形
成
に
あ
た
っ
て
中
国
の
政
治
制
度
を
一
つ
の
模
範
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に

示
し
て
い
る
。
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そ
の
好
太
王
が
死
去
し
、
後
を
継
い
だ
子
の
長
寿
王
は
四
一
四
年
に
、
そ
の
父
の
功
績
を
称
え
て
好
太
王
碑
を
建
立
し
て
い
る
。

そ
の
好
太
王
碑
の
第
一
面
に
は
、
高
句
麗
の
由
来
を
記
し
て
、

惟
昔
始
祖

牟
王
創
基
、
出
自
北
夫
余
天
帝
之
子
、
母
河
伯
女
郎
、
剖
卵
降
世
。
…
…
言
曰
、
我
是
皇
天
之
子
。

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
皇
天
（
大
い
な
る
天
）」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
見
え

る
「
天
」
は
「
中
国
を
中
心
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
天
」
で
は
な
く
、「
高
句
麗
を
中
心
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
天
」
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
好
太
王
碑
は
、
高
句
麗
の
始
祖
で
あ
る

牟
王
が
天
帝
と
河
伯
女
郎
と
の
間
の
子
と
し
て
卵
か
ら
生
ま
れ
た
な
ど
と
、

高
句
麗
が
高
句
麗
独
自
の
神
話
的
世
界
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
碑
文
に
み
え
る
「
天
」
の
内
容
は
、
そ

う
し
た
高
句
麗
の
神
話
と
直
接
関
係
の
な
い
中
国
の
場
合
に
お
け
る
「
天
」
の
内
容
と
は
ズ
レ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
そ
う
し
た
高
句
麗
の
神
話
的
世
界
が
、
中
国
に
由
来
す
る
「
天
帝
」、

皇
天
」
な
ど
の
用
語
を
以
て
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
高
句
麗
の
神
話
的
世
界
が
中
国
思
想
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
高
句
麗
自
体
が
中
国
文
化
を
受
容
し
、
中
国
の
用
語
を
用
い
て
自
ら
の
神
話
を
語

る
と
い
う
屈
折
し
た
側
面
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
好
太
王
碑
第
一
面
に
は
、

百
残
新
羅
旧
是
属
民
、
由
来
朝
貢
。

と
見
え
、
第
二
面
に
は
、

（
百
済
の
王
）
跪
王
自
誓
、
従
今
以
後
、
永
為
奴
客
。
太
王
恩
赦
。

と
あ
っ
て
、
高
句
麗
の
政
治
体
制
は
、
高
句
麗
王
を
中
心
と
し
た
「
朝
貢
・
跪
王
（
貢
を
献
じ
、
高
句
麗
王
に
跪
く
）」
体
制
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て

23
い
る
。

中
国
に
お
け
る
「
朝
貢
」
と
い
う
政
治
用
語
の
実
態
と
、
当
時
の
高
句
麗
に
お
け
る
「
朝
貢
」
の
実
態
と
は
、
高
句
麗
で
は
「
跪
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王
」、

奴
客
」
な
ど
の
独
特
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
は

え
ら
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
こ
こ
で
好
太
王
の
碑
を
建
立
し
た
当
時
の
高
句
麗
が
、
百
済
の
よ
う
な
服
属
勢
力
と
の
関
係
を
「
朝
貢
」
と
い
う
用
語
を
以

て
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
好
太
王
碑
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
用
語
の
使
用
が
当
然
の
こ

と
が
ら
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
不
思
議
な
こ
と
に
「
朝
貢
」
と
い
っ
た
中
国
起
源
の
政
治
用
語
が
、
中
国
で
は
な
い
朝
鮮
の
よ
う
な

地
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
自
体
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
用
語
の
使
用
は
、

少
な
く
と
も
当
時
の
高
句
麗
が
、「
跪
王
自
誓
」
な
ど
の
独
特
の
服
属
儀
礼
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
百
済
や
新
羅
な
ど

と
の
関
係
を
中
国
の
政
治
思
想
に
基
づ
い
て
「
朝
貢
」
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
好
太
王
の
子
の
長
寿
王
時
代
の
北
扶
余
の
地
方
官
で
あ
っ
た
牟
頭
婁
と
い
う
人
物
の
墓
に
誌
さ
れ
た
墓
誌
に
は
、「
天
下

四
方
」
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
中
国
の
政
治
思
想
に
基
づ
く
高
句
麗
国
家
、
高
句
麗
社
会
形
成
の
動
き
は
、
好

太
王
の
子
の
長
寿
王
の
代
に
も
受
け
継
が
れ
、「
天
下
」
と
い
う
概
念
の
受
容
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
「
天

下
」
と
い
う
概
念
の
受
容
は
こ
の
時
期
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
）。

ま
た
、
五
世
紀
末
に
建
て
ら
れ
た
朝
鮮
の
忠
清
北
道
中
原
郡
に
あ
る
高
句
麗
に
よ
る
新
羅
領
侵
入
の
記
念
碑
で
あ
る
中
原
碑
に

は
、「
東
夷
の
寐
錦
（
新
羅
王
を
当
時
の
現
地
音
に
基
づ
い
て
呼
ん
だ
称
号
）」「
寐
錦
に
衣
服
を
賜
う
」
な
ど
の
表
現
が
見
え
る
よ
う

に
な
る
。
新
羅
を
「
東
夷
」
と
呼
び
、
衣
服
を
賜
う
な
ど
の
行
為
は
、
高
句
麗
自
身
が
、
中
国
が
高
句
麗
を
東
夷
（
東
方
の
夷
狄
）

と
見
な
す
見
方
を
受
け
入
れ
、
同
じ
く
東
夷
で
あ
る
新
羅
に
、
そ
の
新
羅
が
高
句
麗
に
服
属
し
て
き
た
の
で
と
っ
た
対
応
で
あ
る
と

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
高
句
麗
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
年
号
や
天
下
の
用
語
な
ど
を
使
用
し
、
自
ら
を
夷
狄
の

朝
貢
を
受
け
る
存
在
、
す
な
わ
ち
「
中
華
」
と
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
の

高
句
麗
は
自
ら
を
「
中
華
」
と
位
置
づ
け
る
立
場
か
ら
、
新
羅
を
自
国
の
東
方
に
い
る
東
夷
（
東
方
の
夷
狄
）
と
見
な
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

魏
晋
南
朝
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つ
ま
り
、
中
国
の
政
治
思
想
に
発
す
る
年
号
の
採
用
、「
朝
貢
」
の
採
用
、「
天
下
」
の
認
識
な
ど
か
ら

え
て
、
高
句
麗
は
古
代

日
本
に
先
ん
じ
て
、
高
句
麗
を
中
心
と
す
る
「
中
華
」
意
識
を
形
成
し
始
め
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
中
華
」
意
識
形
成
の
動
き
は
、
紙
幅
の
関
係
で
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
省
く
が
、
倭
国
や
高
句
麗
に
の

み
生
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
代
朝
鮮
に
お
い
て
は
百
済
や
新
羅
に
お
い
て
も
生
じ
て

24
い
た
。
し
か
し
、
倭
国
を
も
含
め
た
こ

れ
ら
諸
国
に
お
け
る
中
華
意
識
の
形
成
を
比
較
し
て
み
る
と
、
好
太
王
碑
の
建
立
が
五
世
紀
初
で
あ
り
、
そ
こ
に
高
句
麗
独
自
の
年

号
が
見
え
る
こ
と
、
そ
の
他
の
諸
国
に
お
け
る
同
様
の
動
き
の
開
始
が
そ
れ
よ
り
時
期
的
に
遅
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ら

諸
国
の
中
で
最
も
早
く
中
華
意
識
形
成
へ
の
動
き
が
生
じ
た
の
は
、
高
句
麗
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
で
は
高
句
麗
の

そ
れ
は
そ
う
し
た
現
象
の
淵
源
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

高
句
麗
や
倭
国
に
中
華
意
識
が
成
長
し
て
き
た
時
代
は
、
い
わ
ゆ
る
五
胡
の
入
華
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
動
乱
の
時
代
と

重
な
る
。
こ
の
時
代
は
例
え
ば
騎
馬
の
文
化
の
伝
来
に
見
る
よ
う
に
、
朝
鮮
、
日
本
へ
も
そ
の
影
響
が
波
及
し
、
文
明
圏
規
模
で
の

大
量
な
人
口
流
動
が
生
じ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
う
し
た
動
乱
の
中
心
は
中
国
の
華
北
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
胡
族
と
漢
族
と
の
間

の
激
し
い
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

五
胡
十
六
国
時
代
の
開
始
期
に
、
漢
族
の
側
か
ら
「
古
え
よ
り
こ
の
か
た
、
戎
人
で
中
華
世
界
の
帝
王
と
な
り
得
た
も
の
な
ど
い

な
い
。
名
臣
や
功
業
を
建
て
る
も
の
な
ら
ば
い
る
が
…
…
」
と
す
る

え
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
胡
族
は
中
華
世
界
の
帝

王
た
り
え
ず
、
所
詮
は
漢
民
族
に
使
わ
れ
る
下
僕
と
し
て
の
「
名
臣
」
と
な
る
の
が
精
々
だ
と
す
る
差
別
的
言
辞
が
当
時
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
胡
族
は
そ
れ
に
対
抗
し
て
「
帝
王
と
な
る
も
の
に
ど
う
し
て
定
ま
っ
た
も
の
な
ど
あ
ろ
う
か
。
中
国
に
お

け
る
昔
の
聖
天
子
で
あ
る
禹
や
文
王
も
夷
狄
か
ら
生
ま
れ
た
で
は
な
い
か
。帝
王
と
な
れ
る
か
否
か
は
た
だ
志
と
能
力
に
よ
る
の
だ
」

と
し
て
、
胡
族
も
中
華
世
界
の
帝
王
た
り
う
る
と
主
張
し
て

25
い
た
。

そ
し
て
当
初
は
胡
族
君
主
の
中
に
皇
帝
の
称
号
を
名
乗
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
大
勢
は
皇
帝
の
称
号
を
採
用
す

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序

九
八



る
方
向
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
こ
う
し
た
皇
帝
の
称
号
の
採
用
等
の
動
き
の
存
在
が
、
彼
ら
が
中
国
的
な

政
治
理
念
を
受
容
し
、
自
ら
を
中
華
世
界
の
正
統
と
位
置
づ
け
る
意
識
を
懐
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う

点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
、
胡
族
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
を
中
原
の
正
統
、
中
華
そ
の
も
の
と
み
な
す
動
き
は
、
自
ら
の
軍
（
す
な
わ

ち
胡
族
の
軍
）
を
「
王
師
（
天
子
の
軍
）」
の
語
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
形
で
も
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
（『
晋
書
』
載
記
）。

五
世
紀
の
初
め
に
、
の
ち
に
南
朝
の
宋
を
建
国
す
る
こ
と
に
な
る
劉
裕
が
東
晋
の
将
軍
と
し
て
、
山
東
半
島
に
拠
っ
て
鮮
卑
慕
容
部

が
建
国
し
て
い
た
南
燕
を
攻
め
た
と
き
の
こ
と
を
伝
え
た
記
載
に
、
南
燕
の
皇
帝
で
あ
っ
た
慕
容
超
が
群
臣
を
引
見
し
て
東
晋
軍
を

ど
の
様
に
防
ぐ
か
に
つ
い
て
議
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
、

劉
裕
率
師
将
討
之
（
南
燕
）
。
超
（
慕
容
超
）
引
見
群
臣
於
東
陽
殿
、
議
拒
王
師
（
東
晋
軍
）
。
公
孫
五
楼
（
南
燕
の
官
僚
）
曰
、
呉
兵
（
東

晋
軍
）
軽
果
…
…
…
。
超
不
従
。
鎮
（
慕
容
鎮
）
出
謂
韓

（
南
燕
の
官
僚
）
曰
、
主
上
既
不
能

苗
守
嶮
。
…
…
…
今
年
国
滅
、
吾

必
死
之
。
卿
等
中
華
之
士
、
復
為
文
身
矣
。

と
あ
り（『
晋
書
』巻
一
二
八
慕
容
超
載
記
）、
こ
れ
は
当
時
、
夷
狄
で
あ
る
慕
容
鮮
卑
が
自
ら
を
中
華
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

こ
こ
に
見
え
る
「
文
身
」
は
、
南
方
の
野
蛮
人
（
南
蛮
）
の
風
習
た
る
「
被
髪
文
身

冠
を
つ
け
ず
髪
を
ふ
り
乱
し
、
入
れ
墨
を
し

た
様
）」を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
江
南
に
都
を
お
く
東
晋
を
そ
う
し
た
南
蛮
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
南
燕
の
支
配
下
か

ら
東
晋
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
、「
中
華
」
か
ら
「
文
身
」
の
境
遇
に
陥
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
表
現
の
存
在
は
、
鮮
卑
族
た
る
慕
容
鎮
が
、
さ
ら
に
は
そ
の
国
家
が
、
南
燕
を
胡
族
が
建
国
し
た
国
家
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
中
華
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
漢
族
王
朝
で
あ
る
東
晋
を
「
南
蛮
」
の
国
家
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

さ
れ
よ
う
。魏

晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序
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こ
の
動
き
は
、
五
胡
十
六
国
時
代
の
他
の
諸
国
に
あ
っ
て
も
み
ら
れ
、
後
の
時
代
に
な
る
と
、
そ
れ
は
い
っ
そ
う
成
長
し
た
形
で

示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

北
魏
の
時
代
の
洛
陽
の
有
様
を
記
し
た
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
三
、
龍
華
寺
の
条
に
は
、

伊
洛
之
間
、
夾
御
道
、
東
有
四
夷
館
。
一
曰
金
陵
、
二
曰
燕
然
、
三
曰
扶
桑
、
四
曰

、
道
西
有
四
夷
里
。
一
曰
帰
正
、
二

曰
帰
徳
、
三
曰
慕
化
、
四
曰
慕
義
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
鮮
卑
拓
跋
部
が
建
国
し
た
北
魏
が
、
遷
都
後
の
洛
陽
に
「
四
夷
館
」
や
「
四
夷
里
」
を
置
い
て
い
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
帰
正
（
正
し
き
に
帰
す
）、
帰
徳
（
徳
に
帰
す
）、
慕
化
（
王
の
化
を
慕
う
）、
慕
義
（
正
し
き
を
慕
う
）
の

用
語
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
周
辺
の
四
夷
は
北
魏
の
正
義
や
帝
徳
、
あ
る
い
は
王
化
を
慕
っ
て
、
そ
の
都
で
あ
る
洛
陽
に
至
る
も

の
と
す
る
観
念
の
も
と
、
そ
の
館
や
居
住
区
の
名
称
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
は
鮮
卑
と
い
う
漢
民
族
の
中

華
思
想
か
ら
み
た
と
き
、「
夷
狄
」
に
過
ぎ
な
い
種
族
が
建
国
し
た
北
魏
が
、
自
ら
を
中
華
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
北
魏
の
歴
史
を
記
し
た
『
魏
書
』
は
南
北
朝
時
代
に
相
対
峙
し
た
南
朝
の
建
国
者
を
そ
れ
ぞ
れ
「
島
夷
（
島
に
住
む
夷
狄
）

劉
裕
」、

島
夷
蕭
道
成
」、

島
夷
蕭
衍
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
が
、
長
江
以
南
を
一
つ
の
島
に
見
立
て
そ
こ
に
住
む
夷
狄
と
し
て
南

朝
諸
朝
の
建
国
者
を
呼
ぶ
現
象
も
ま
た
、
先
に
南
燕
が
東
晋
を
文
身
の
国
と
し
た
の
と
同
様
に
、
そ
う
し
た
中
華
意
識
の
現
れ
の
一

環
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
を
、
先
に
述
べ
た
こ
と
が
ら
、
す
な
わ
ち
古
代
の
日
本
に
お
い
て
自
ら
を
中
心
と
す
る
天
下
・
中
華
意
識
の

形
成
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
同
じ
様
な
動
き
が
高
句
麗
や
百
済
、
新
羅
に
あ
っ
て
も
生
じ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
動
き
の
先
駆
け

は
、
年
号
や
太
王
号
の
使
用
な
ど
か
ら
見
て
、
高
句
麗
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と

え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
と
比
較
し
た
と
き
、
五
胡
に

よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
華
北
の
諸
朝
に
お
け
る
中
華
意
識
の
形
成
は
、
古
代
朝
鮮
や
日
本
に
お
け
る
そ
う
し
た
意
識
の
形
成
時
と
重
な

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序
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る
部
分
も
あ
る
が
、
古
代
朝
鮮
や
日
本
に
お
け
る
動
き
よ
り
先
行
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
の
後
の
北
宋
の
時
代
に
な
っ
た
『
楽
府
詩
集
』
巻
二
一
横
吹
曲
辞
の
条
や
唐
の
時
代
の
こ
と
を
記
し
た
『
旧
唐
書
』

巻
二
九
音
楽
志
、
北
狄
楽
の
条
に
は
、
鮮
卑
歌
に
よ
っ
て
隋
以
後
の
横
吹
楽
が
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
隋
の
鼓
吹
部
三
二
曲
、
そ
の
系
譜
を
引
く
唐
の
鼓
吹
部
一
五
曲
が
、
隋
唐
に
お
い
て
は
鮮
卑
の
歌
で
あ
る「
簸
邏

歌
」・「
真

人
代
歌
」
に
由
来
す
る
鮮
卑
語
の
歌
辞
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
、
皇
帝
行
幸
の
際
の
鹵
簿
行
列
や
夜
警
曲
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
隋
唐
に
あ
っ
て
は
、
皇
帝
権
力
の
も
っ
と
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
五
胡
の
一
た
る
鮮
卑
の
音

楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
隋
唐
政
権
の
根
源
が
遠
く
鮮
卑
族
に
由
来
す
る
こ
と
を
官
人
・

民
衆
に
宣
布
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
渡
辺
信
一
郎
氏
は
近
年
の
高
論
で
、
こ
う
し
た
こ
と
は
隋
で
確
立
し
た
鮮
卑
系
鼓
吹
楽

が
、
憲
宗
の
元
和
初
年（
八
〇
六
）、
礼
儀
使
高

が
建
議
し
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
二
百
余
年
に
わ
た
っ
て
、
権
力
の
遙
か
な
根
源

と
正
統
性
の
あ
り
か
を
示
す
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
官
人
・
民
衆
に
対
し
歌
い
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
て

26
い
る
。
こ
の
点
は
先
に
述
べ
た
五
胡
諸
国
に
よ
る
天
下
・
中
華
意
識
の
形
成
の
事
実
と
相
俟
っ
て
、
隋

唐
帝
国
の
性
格
を

え
る
上
で
是
非
と
も
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
ら
と
い
え
よ
う
。

３

七
世
紀
冒
頭
・
遣
隋
使
段
階
に
お
け
る
倭
国
と
中
国
の
関
係

前
節
ま
で
の

察
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
古
代
日
本
、
朝
鮮
に
お
け
る
天
下
・
中
華
意
識
の
形
成
は
、
中
国
に
お
け
る
五
胡

諸
族
の
建
国
し
た
諸
国
に
お
け
る
天
下
・
中
華
意
識
の
形
成
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
動
き
は
「
夷
狄
」
を

出
発
点
に
し
た
と
い
う
点
で
は
同
質
の
、
五
胡
諸
国
・
北
朝
を
母
胎
と
し
た
隋
唐
帝
国
の
出
現
に
よ
っ
て
大
き
な
圧
力
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
本
節
で
は
そ
の
一
端
を
遣
隋
使
の
問
題
と
の
関
連
で
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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倭
国
か
ら
の
中
国
へ
の
使
節
は
倭
王
武
に
よ
る
四
七
八
年
の
遣
使
を
最
後
と
し
て
、
以
後
隋
の
開
皇
二
〇
年
（
六
〇
〇
）
ま
で
の

一
二
〇
年
余
の
間
途
絶
す
る
。『
隋
書
』
巻
八
一
倭
国
伝
に
は
、
そ
の
開
皇
二
〇
年
に
お
け
る
国
交
再
開
時
に
お
い
て
、
倭
国
使
と
隋

の
高
祖
・
文
帝
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
問
答
を
伝
え
、

開
皇
二
十
年
、
倭
王
姓
阿
毎
、
字
多
利
思
比
孤
、
號
阿
輩

彌
、
遣
使
詣
闕
。
上
令
所
司
訪
其
風
俗
。
使
者
言
、

倭
王
以
天
為

兄
、
以
日
為
弟
。
天
未
明
時
出

政
、

坐
。
日
出
便
停
理
務
、
云
委
我
弟
。

高
祖
曰
、

此
太
無
義
理
」。
於
是
訓
令
改
之
。

と
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
遣
隋
使
、
遣
唐
使
研
究
の
専
家
と
し
て
著
名
な
増
村
宏
氏
は
、
こ
の
と
き
の
倭
国
使
の
発
言
に
対
し
て
、

倭
国
使
は
文
帝
か
ら
風
俗
を
問
わ
れ
た
の
で
そ
の
ま
ま
答
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
業
三
年
（
六
〇
七
）
の
際
の

遣
隋
使
小
野
妹
子
が
も
た
ら
し
た
国
書
に
見
え
る
「
日
出
處
天
子
致
書
日
没
處
天
子
無
恙
云
々
」（『
隋
書
』
倭
国
伝
）
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
開
皇
二
〇
年
の
場
合
は
皇
帝
と
倭
国
使
と
の
間
の
問
答
で
あ
り
、
大
業
三
年
の
国
書
の
場
合
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と

27
す
る
。

確
か
に
何
ら
か
の
区
別
は
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
倭
の
五
王
に
よ
る
最
後
の
遣
使
（
四
七
八
年
）
以
来
、
一
二
〇
年
余

の
沈
黙
を
破
っ
て
派
遣
さ
れ
た
倭
国
か
ら
の
使
節
の
、
中
国
再
統
一
を
果
た
し
た
隋
の
皇
帝
た
る
文
帝
と
の
間
の
、
そ
れ
も
当
時
の

東
ア
ジ
ア
世
界
に
王
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
人
物
と
の
間
の
や
り
と
り
を
、
風
俗
を
問
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
単
な
る
回
答
と
見

な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
外
交
の
場
面
に
お
け
る
訪
問
国
の
リ
ー
ダ
ー
と
の
間
の
や
り
と
り
を
、
単
な
る
「
問
答
」

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

倭
王
武
に
よ
る
四
七
八
年
の
遣
使
以
来
一
二
二
年
ぶ
り
の
、
こ
の
倭
国
に
よ
る
遣
使
再
開
は
、
西
晋
崩
壊
後
の
、
三
〇
〇
年
に
な

ん
な
ん
と
す
る
混
乱
を
収
束
し
て
五
八
九
年
、
隋
が
中
国
を
統
一
し
た
こ
と
、
及
び
そ
の
統
一
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
半
島
に
ま
で
及
び
、

高
句
麗
と
隋
と
の
間
に
緊
迫
し
た
事
態
が
生
じ
た
状
況
下
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
下
に
お

け
る
外
交
の
現
場
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
倭
国
使
の
発
言
は
、
到
底
単
な
る
問
答
な
ど
で
は
な
い
と

え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
の
倭
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国
使
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
倭
王
は
「
天
の
弟
」（
当
時
の
大
王
は
推
古
で
あ
る
の
で
天
妹
と
す
べ
き
か
）、「
日
の
兄
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
周
知
の
よ
う
に
「
天
子
」
は
単
に
「
天
の
子
」
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
地
上
世
界
を
統
治
せ
よ
と
の
天
命
を
受
け
、

天
下
に
君
臨
す
る
皇
帝
そ
の
も
の
を
意
味
し
、「
日
」
は
中
国
で
は
皇
帝
そ
の
も
の
を
暗
喩
す
る
用
語
で

28
あ
る
。
ま
た
、
倭
王
が
「
天

の
弟
」
と
い
う
こ
と
を
、
中
国
的
家
族
制
度
に
基
づ
き
天
子
た
る
中
国
皇
帝
の
側
か
ら
か
ら
見
れ
ば
、
倭
王
は
中
国
皇
帝
の
叔
父
、

叔
母
の
位
置
に
属
す
る
尊
属
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
倭
王
が
「
日
の
兄
」
と
い
う
こ
と
を
「
日
」
と
暗
喩
さ
れ
る
中
国
皇
帝
の
立
場

か
ら
見
れ
ば
、
倭
王
は
中
国
皇
帝
の
兄
と
い
う
こ
と
に

29
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
が
文
帝
を
し
て
「
此
太
無
義
理
」
と
言
わ
し
め
た
原
因
と

え
ら
れ
、
た
め
に
前
掲
の
『
隋
書
』
倭
国
伝
の

記
載
の
末
尾
に
、「
於
是
訓
令
改
之
」
と
見
え
る
よ
う
な
対
応
が
文
帝
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
開
皇
二
〇
年
（
六
〇
〇
）
か
ら
七
年
後
の
大
業
三
年
の
際
の
小
野
妹
子
が

帝
に
も
た
ら
し

た
国
書
に
見
え
る
「
日
出
處
天
子
致
書
日
没
處
天
子
無
恙
云
々
」
の
記
事
に
つ
い
て

え
て
み
よ
う
。
従
来
の
研
究
で
は
こ
の
国
書

の
内
容
が
倭
国
側
の
対
等
外
交
を
求
め
た
姿
勢
が
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
理
解
が
大
勢
で
あ
る
が
、
上
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
ら

を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
歩
進
ん
で
こ
れ
は
一
面
で
は
大
業
三
年
の
遣
隋
使
に
お
い
て
倭
国
側
が
文
帝
の
訓
令
を
受
け
て
一
定
の
譲
歩
、

修
正
を
行
っ
て
き
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
何
故
な
ら
大
業
三
年
の
国
書
に
お
け
る
小
野
妹
子
の
も
た
ら
し
た
国
書
の

内
容
が
、

帝
か
ら
見
た
と
き
、
い
か
ほ
ど
不
遜
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、「
日
出
處
天
子
」「
日
没
處
天
子
」
と
い
う
形
で
い
ず
れ

も
が
「
天
の
子
」
で
あ
る
と
称
し
て
お
り
、
決
し
て
自
ら
を
「
天
の
弟
」「
日
の
兄
」
な
ど
と
は
称
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
開
皇
二
〇
年
の
と
き
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
叔
父
・
甥
や
兄
弟
と
い
う
家
族
的
秩
序
に
な
ぞ
ら
え
、
倭
王
を
皇
帝
よ
り
上
位
に
位

置
づ
け
ん
と
す
る
姿
勢
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。外
交
と
い
う
問
題
の
性
質
上
、大
業
三
年
に
遣
隋
使
と
し
て
中
国
に
至
っ

た
小
野
妹
子
が
、
そ
の
七
年
前
の
遣
使
の
際
、
文
帝
が
倭
国
使
に
対
し
「
此
太
無
義
理
」
と
述
べ
、
天
弟
・
日
兄
の
主
張
を
改
め
る

よ
う
「
訓
令
」
し
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
が
国
家
の
浮
沈
に
関
わ
る
外
交
案
件
で
あ
る
こ
と
に
思
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い
を
致
せ
ば
あ
り
得
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
野
妹
子
が
も
た
ら
し
た
国
書
に
見
え
る
「
日
出
處
天
子
致
書
日
没
處

天
子
無
恙
」
の
表
現
は
、
倭
国
側
が
文
帝
の
「
於
是
訓
令
改
之
」
と
い
う
下
命
を
踏
ま
え
た
上
で
作
成
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
に
見
た
よ
う
に
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
よ
れ
ば
、
小
野
妹
子
の
も
た
ら
し
た
国
書
を
見
た

帝
は
、

之
不
悦
、
謂
鴻

卿
曰
、

夷
書
有
無
禮
者
、
勿
復
以
聞
。

と
述
べ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
状
況
は
、
開
皇
二
〇
年
の
遣
隋
使
と
の
問
答
を
へ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
不
合
理
さ
を
指
摘
し
た

文
帝
の
場
合
と
似
通
っ
て
い
る
。
文
帝
の
場
合
は
そ
の
不
合
理
さ
を
改
め
る
よ
う
「
訓
令
」
し
て
い
る
。
文
帝
が
そ
の
「
訓
令
」
を

文
書
の
形
で
倭
国
使
に
手
交
し
た
の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
。

『
隋
書
』
倭
国
伝
に
、
小
野
妹
子
の
帰
国
の
際
、
同
行
し
て
倭
国
に
至
っ
た
裴
世
清
が
倭
国
王
と
会
見
し
た
こ
と
を
伝
え
た
記
載
が

見
え
、
そ
こ
に
は
、

其
王
與
清
相
見
、
大
悦
曰
、「
我
聞
海
西
有
大
隋
、
禮
義
之
國
、
故
遣
朝
貢
。
我
夷
人
、
僻
在
海
隅
、
不
聞
禮
義
。
是
以
稽
留
境

内
、
不
即
相
見
。
今
故
清
道
飾
館
、
以
待
大
使
。
冀
聞
大
国
惟
新
之
化
。」
清
答
曰
、「
皇
帝
徳
並
二
儀
、
澤
流
四
海
。
以
王
慕

化
、
故
遣
行
人
來
此
宣
諭
。

と
あ
る
。

一
方
、
裴
世
清
は
『
日
本
書
紀
』
推
古
紀
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
来
日
の
際
、

帝
の
国
書
を
持
参
し
た
と
伝
え

30
ら
れ
、
ま
た
そ
の

国
書
を
倭
国
王
に
伝
達
・
会
見
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
、『
隋
書
』
倭
国
伝
に
は
、

其
後
遣
人
謂
其
王
曰
、
朝
命
既
達
、
請
即
戒
塗
。

と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
裴
世
清
の
来
日
が
倭
国
に
対
す
る
宣
諭
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
現
行
の『
隋
書
』
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や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
史
書
に
よ
る
限
り
、
そ
こ
に
「
日
出
處
天
子
致
書
日
没
處
天
子
無
恙
」
と
あ
る
文
言
に
対
し
て
無
礼
で
あ

る
と
し
た

帝
の
意
向
を
伝
え
る
倭
国
王
に
示
さ
れ
た
「
訓
令
」
に
あ
た
る
文
言
は
見
あ
た
ら
な
い
。

『
隋
書
』
倭
国
伝
に
よ
れ
ば
、
文
帝
の
場
合
、
倭
国
使
の
回
答
に
対
し
て
「
此
太
無
義
理
」
と
述
べ
て
い
る
。

帝
は
「

之
不

悦
、
謂
鴻

卿
曰
、

夷
書
有
無
禮
者
、
勿
復
以
聞
」
と
あ
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
不
快
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
文
帝
と

帝

の
対
応
を
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
不
快
の
表
明
は

帝
の
方
が
強
く
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
こ
の

帝
の
「
不
快
の
念
」
は
ど
の
よ
う
に
倭
国
へ
と
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
野
妹
子
の
と
き
の
場
合
、
こ
と
が

倭
国
か
ら
送
ら
れ
た
国
書
に
対
す
る
「
不
快
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
伝
達
が
遣
隋
使
（
小
野
妹
子
）
に
対
し
て
の
み
に
と
ど
め

ら
れ
た
、
あ
る
い
は
倭
国
中
枢
へ
の
伝
達
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
た
と
い
っ
た
こ
と
は

え
難
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
従
来
の
研
究
は
こ
の
点
に
つ
い
て
全
く

究
す
る
こ
と
な
く
、

帝
が
「
不
快
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
裴
世
清

を
派
遣
し
た
の
は
、
当
時
の
隋
が
対
高
句
麗
の
関
係
で
、
そ
の
背
後
に
位
置
す
る
倭
国
の
存
在
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
十
分
な
解
答
た
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
、
倭
国
へ
の
不
快
の
度
合
い
が

帝
に
比
べ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
で

も
な
か
っ
た
と

え
ら
れ
る
文
帝
の
と
き
の
場
合
で
も
、
具
体
的
な
こ
と
が
ら
は
不
明
で
あ
る
が
、『
隋
書
』
巻
八
一
倭
国
伝
に
、

高
祖
（
文
帝
）
曰
、「
此
太
無
義
理
」。
於
是
訓
令
改
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
「
訓
令
」
と
い
う
形
で
そ
れ
が
示
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で

究
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

帝
か
ら
倭
国
へ
送

ら
れ
た
国
書
に
は
、
裴
世
清
が
持
参
し
た
も
の
の
他
に
、
も
う
一
つ
別
の
小
野
妹
子
に
託
さ
れ
た

帝
の
親
書
が
あ
り
、
そ
れ
が
小

野
妹
子
が
帰
国
の
際
、
百
済
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
た
と
す
る
奇
妙
な
記
述
が
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
推

古
天
皇
一
六
年
（
六
〇
八
）
六
月
、
裴
世
清
一
行
が
難
波
津
に
至
っ
た
と
き
、
彼
ら
を
と
も
な
っ
て
倭
国
に
帰
着
し
た
小
野
妹
子
が

上
奏
し
て
き
た
こ
と
を
伝
え
て
、『
日
本
書
紀
』
巻
二
二
推
古
紀
に
、
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爰
妹
子
臣
奏
之
曰
、「
臣
參
還
之
時
、
唐
帝
以
書
授
臣
。
然
經
過
百
濟
國
之
日
、
百
濟
人
探
以
掠
取
。
是
以
不
得
上
。」
於
是
、

群
臣
議
之
曰
、「
夫
使
人
雖
死
之
、
不
失
旨
。
是
使
矣
何
怠
之
、
失
大
國
之
書
哉
。」
則
坐
流
刑
。
時
天
皇
勅
之
曰
、
妹
子
雖
有

失
書
之
罪
、

不
可
罪
。
其
大
國
客
等
聞
之
、
亦
不
良
。」
乃
赦
之
不
坐
。

と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
載
か
ら
は
小
野
妹
子
が

帝
か
ら
託
さ
れ
た
と
す
る
親
書
の
具
体
的
内
容
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

し
か
し
、
具
体
的
論
証
は
こ
こ
で
は
省
略
す

31
る
が
、
そ
の
親
書
こ
そ
が
先
に
そ
の
存
在
を
想
定
し
た
、

帝
か
ら
の
訓
令
書
で
あ
っ

た
と

え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
小
野
妹
子
に
も
た
ら
さ
れ
た

帝
の
書
の
中
に
訓
令
の
こ
と
が
何
ら
記
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
何
故

帝
が
裴
世
清
と
小
野
妹
子
と
の
各
々
に
親
書
を
付
託
し
た
の
か
と
い
う
理
由
が
極
め
て
不

可
解
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
唯
一
、
親
書
の
紛
失
を
恐
れ
、
同
一
の
文
書
を
本
国
の
使
節
と
交
渉
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
節
と

の
両
名
の
も
の
に
預
け
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
中
国
の
外
交
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
事
例
を
筆
者
は

寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
よ
っ
て
こ
う
し
た
想
定
が
実
際
に
あ
り
え
た
と
は

え
が
た
い
。
つ
ま
り
、
裴
世
清
と
小
野
妹
子
の
も
た

ら
し
た
文
書
の
内
容
は
異
な
っ
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。
異
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
小
野
妹
子
の
授
け
ら
れ
た
書
は
「
訓
令
」
の
内

容
を
含
ん
で
い
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
そ
の
小
野
妹
子
の
書
が
百
済
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
と
い
う
。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

生
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
説
が
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
百
済
に
よ
っ
て
奪
わ
れ

た
と
い
う
説
も
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
小
野
妹
子
や
倭
国
の
中
枢
が
そ
の
書
を
破
棄
し
た
と
い
う
こ
と
も

え
ら
れ
る
で
あ

32
ろ
う
。
た
だ
し
、

帝
が
小
野
妹
子
に
授
け
た
書
に
い
か
な
る
内
容
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
小
野

妹
子
が
関
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
野
妹
子
が
そ
の
書
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
な
ら

ば
、
小
野
妹
子
は
使
節
の
使
命
と
し
て
当
然
そ
の
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
倭
国
中
枢
に
伝
達
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
倭
国
中
枢
も

ま
た
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
国
書
の
紛
失
の
存
否
に
関
わ
り
な
く
、
小
野
妹
子
の
持
参
し
た
国
書
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の
内
容
自
体
は
倭
国
中
枢
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
小
野
妹
子
失
書
に
対
し
て
一
旦
流
罪
と
決
し
た
群
臣
の
議
を
大
王
自
ら
勅
命
を
下
し
て
覆
し
、
小

野
妹
子
を
赦
免
す
る
と
い
う
こ
と
は

え
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
推
古
紀
に
は
、
裴
世
清
の
帰
国
時
の
こ
と
と
し

て
、

唐
客
裴
世
清
罷

。
則
復
以
小
野
妹
子
爲
大
使
。

と
あ
る
よ
う
に
、
不
可
解
な
こ
と
に
小
野
妹
子
は
、

帝
の
書
を
紛
失
す
る
と
い
う
外
交
上
の
大
失
態
を
演
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
罪
が
異
例
の
形
で
免
ぜ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
裴
世
清
が
隋
に
帰
国
す
る
際
、
再
び
「
遣
隋
大
使
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
中
国
へ
派

遣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
徳
太
子
な
ど
の
倭
国
中
枢
は
小
野
妹
子
が
失
っ
た
と
さ
れ
る

帝
か
ら
の
書
の
内
容
が
隋

か
ら
の
「
訓
令
」
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
必
ず
や
認
識
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

４

倭
国
と
唐
と
の
「
争
礼
」

先
掲
の
裴
世
清
帰
国
の
際
の
こ
と
を
記
し
た
『
日
本
書
紀
』
巻
二
二
推
古
紀
の
記
載
に
は
、

唐
客
裴
世
清
罷

。
則
復
以
小
野
妹
子
爲
大
使
。
吉
士
雄
成
小
使
。
福
利
爲
通
事
。
副
于
唐
客
、
而
遣
之
。
爰
聘
唐
帝
。
其
辭

曰
、
東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
。
使
人
鴻

寺
掌
客
裴
世
清
等
至
、
久
憶
方
解
。
季
秋
薄
冷
、
尊
如
何
。
想
清

。
此
即
如
常
。
今
遣

大
禮
蘇
因
高
、
大
禮
乎
那
利
等
。
謹
白
不
具
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
「
天
皇
」、

皇
帝
」、

謹
白
」
な
ど
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
国
書
で
倭
王
は
隋
の
皇
帝
を
先
輩

か
兄
に
見
立
て
、
倭
国
の
王
が
隋
の
皇
帝
と
対
等
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
そ
こ
に
史
上
初
め
て
日
本
に

お
け
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
「
天
皇
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
と
い
う
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呼
称
は
ま
ず
外
交
文
書
で
使
わ
れ
は
じ
め
、
従
来
の
大
王
あ
る
い
は
オ
オ
キ
ミ
と
併
用
さ
れ
な
が
ら
国
内
で
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
や
が
て
律
令
の
中
で
天
皇
号
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

え
ら
れ
る
の
で

33
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
倭
国
は
自
国
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
天
下
意
識
の
形
成
を
踏
ま
え
、
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
当
初
、「
天
弟
、
日
兄
」

の
立
場
を
と
っ
た
た
め
、
文
帝
の
訓
令
を
受
け
、「
天
子
」
と
い
う
表
現
を
和
ら
げ
た
隋
の
天
子
と
対
等
の
称
号
を
名
乗
っ
た
。
し
か

し
そ
の
後
再
び
今
度
は

帝
か
ら
「
訓
令
」
を
受
け
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
「
謹
白
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
、
隋
の
皇
帝
を
先
輩
か

兄
に
見
立
て
こ
の
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
過
程
で
「
天
皇
」
の
用
語
が
も
ち
い
ら
れ
る
段
階
に
至
っ
た
と

え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
南
北
朝
の
混
乱
を
終
息
せ
し
め
、
新
た
に
中
国
を
再
統
一
し
た
隋
に
対
し
、
倭
国
が
一
定
の
譲
歩
を
示
し
つ
つ
も
、

一
貫
し
て
強
い
自
己
主
張
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
自
己
主
張
の
貫
徹
は
朝
貢
国
に
対
し
、
臣
礼
を
と
る
こ
と
を
求
め

る
中
国
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
容
認
し
が
た
い
姿
勢
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た

帝
の
不
快
も
そ
れ
と
同
根
の

政
治
理
念
か
ら
生
じ
て
い
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
裴
世
清
の
帰
国
は
再
び
隋
側
の
反
撥
を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

『
隋
書
』を
は
じ
め
と
し
た
当
時
の
関
係
史
料
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
も
の
が
な
い
。
史
料
の
欠
落
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
隋
が
高
句
麗
遠
征
の
混
乱
の
中
で
滅
亡
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。

因
み
に
小
野
妹
子
が
隋
に
も
た
ら
し
た
国
書
に
見
え
る
「
日
出
」「
日
没
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
古
来
よ
り
、
倭
国
の
隋
に
対
す
る

優
位
性
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
す
る
理
解
が
あ
る
。
し
か
し
近
年
で
は
、
そ
の
よ
う
な
狙
い
は
な
か
っ
た
と
す
る
理
解
が
強
ま
っ
て

い
る
と

え
ら

34
れ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
『
日
本
書
紀
』
推
古
紀
に
見
え
る
「
東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
」
に
改
竄
な
ど
が
加
え
ら
れ
て

い
な
い
と
す
れ
ば
、「
日
出
」「
日
没
」
の
表
現
の
表
現
を
「
東
・
西
」
に
改
め
た
の
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と

え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
前
節
で
引
用
し
た
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
開
皇
二
〇
年
の
こ
と
と
し
て
見
え
る
倭
国
使
の
言
に
「
日
出
便
停
理
務
」
と
見
え
、
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同
伝
に
見
え
る
大
業
三
年
の
国
書
に
「
日
出
処
天
子
」
と
あ
る
よ
う
に
倭
国
は
、「
日
」、「
日
出
」
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
持

た
せ
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
卑
弥
呼
（
日
の
御
子
）」
の
用
語
に
も
見
え
る
よ
う
に
単
に
こ
の
と
き
の
倭
国
の
み
の
姿
勢

と
い
う
よ
り
、
い
わ
ば
倭
国
の
建
国
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
中
国
の
政
治
思
想
に
拠
れ
ば
、
天
下
の
外

側
に
は
四
海
が
広
が
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
夷
狄
は
そ
の
地
に
居
住
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
四
海
と
は
、
日
の
照
ら
す
こ

と
の
な
い
暗
闇
の
世
界
で
あ
り
、
鬼
畜
の
住
処
と
も
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
正
式
名
称
が
『
三
国
志
』
魏
書

東
夷
伝
倭
人
条
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
倭
国
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
中
国
側
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
の
倭
国
が
「
日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
」
と
す
る
国
書
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
倭
国
は
「
日
の
照
ら
す
」
世
界
の

一
員
で
あ
り
、
夷
狄
で
は
な
い
と
主
張
し
た
に
等
し
い
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
主
張
が
端
的
に
は
見
ら
れ
な
い
「
東
天
皇
」
と
い
う
形
の
表
現
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

主
張
を
上
回
る
別
の
力
が
働
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
隋
側
は
「
日
出
・
日
没
」
と
い
う
表
現
に
も
こ
だ

わ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
隋
と
倭
国
と
の
交
渉
は
、
隋
に
よ
る
高
句
麗
遠
征
、
隋
末
の
反
乱
・
隋
の
滅
亡
に
よ
っ
て
終
止

符
を
打
た
れ
る
が
、
唐
が
建
国
さ
れ
て
も
、
し
ば
ら
く
両
国
間
の
政
治
交
渉
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
再
開
さ
れ
た
の
は
、
唐

が
建
国
さ
れ
て
十
年
以
上
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

『
旧
唐
書
』
倭
国
伝
に
は
、
貞
観
五
年
（
六
三
一
）
の
こ
と
と
し
て
、

（
太
宗
）
遣
新
州
刺
史
高
表
仁
、
持
節
往
撫
之
（
倭
国
の
こ
と
）。
表
仁
無
綏
遠
之
才
、
与
王
子
（
他
の
関
係
史
料
は
王
子
を
全

て
王
と
す
る
）
争
礼
、
不
宣
朝
命
而
還
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
礼
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
が
、『
大
唐
開
元
礼
』
巻
一
二
九
嘉
礼
・
皇
帝

遣
使
詣
蕃
宣
労
の
条
に
、
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執
事
者
引
蕃
主
迎
使
者
於
門
外
之
南
、
北
面
再
拝
。
使
者
不
答
拝
。
…
…
使
者
称
有
詔
。
蕃
主
再
拝
。
使
者
宣
詔
訖
、
蕃
主
又

再
拝
。
執
事
者
引
蕃
主
、
進
使
者
前
、
北
面
受
詔
書
。
…
…

と
あ
り
、
開
元
礼
に
お
い
て
は
蕃
国
を
皇
帝
の
使
者
が
訪
う
た
と
き
、
使
者
は
蕃
国
側
の
再
拝
に
答
え
ず
、
皇
帝
の
詔
書
を
宣
し
、

蕃
国
側
は
北
面
し
て
詔
書
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
六
三
一
年
の
段
階
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た

で
あ

35
ろ
う
。『
隋
書
』
倭
国
伝
に
拠
れ
ば
、
六
〇
八
年
に
来
日
し
た
隋
使
・
裴
世
清
は
大
礼
の
哥
多

の
率
い
る
二
百
余
騎
の
迎
え
を

受
け
て
飛
鳥
の
都
に
入
り
、
そ
の
後
、

其
王
與
清
相
見
、
大
悦
曰
、「
我
聞
海
西
有
大
隋
、
禮
義
之
國
、
故
遣
朝
貢
。
我
夷
人
、
僻
在
海
隅
、
不
聞
禮
義
。
是
以
稽
留
境

内
、
不
即
相
見
。
今
故
清
道
飾
館
、
以
待
大
使
。
冀
聞
大
国
惟
新
之
化
。

清
答
曰
、「
皇
帝
徳
並
二
儀
、
澤
流
四
海
。
以
王
慕
化
、

故
遣
行
人
來
此
宣
諭
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
倭
王
と
会
し
、
そ
の
際
倭
王
は
夷
人
と
称
し
、
さ
ら
に
裴
世
清
は
そ
れ
に
答
え
て
宣
諭
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た

同
じ
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
は
、
裴
世
清
が
こ
の
倭
王
と
の
会
見
の
後
の
こ
と
と
し
て
、

其
後
遣
人
謂
其
王
曰
、
朝
命
既
達
、
請
即
戒
塗
。

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裴
世
清
は
、
朝
命
、
則
ち

帝
の
命
令
は
既
に
伝
え
た
の
で
帰
国
し
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
と
す
れ
ば
裴
世
清
は
こ
の
時
点
で
、
使
者
と
し
て
「
朝
命
」
を
伝
達
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
倭
王
に
対
す
る
「
宣
諭
」
の
役
割

は
遂
行
さ
れ
た
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
『
旧
唐
書
』
に
見
え
る
高
表
仁
の
場
合
は
、
後
に

は
「
綏
遠
の
才
が
無
か
っ
た
」
と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、「
争
礼
」
前
の
時
点
で
そ
う
し
た
評
価
が
存
在
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
ま
た
、
高
表
仁
自
身
は
こ
の
「
争
礼
」
の
時
点
で
未
だ
「
朝
命
」
を
伝
達
し
て
い
な
い
と

え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
彼
が
「
争
礼
」
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
高
表
仁
に
は
「
朝
命
」
伝
達
の
前
段
に
お
い
て
、
倭
国
側
に
何
ら
か

の
「
非
礼
」
に
わ
た
る
対
応
が
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
際
、
そ
の
「
非
礼
」
と
は
、
彼
が
唐
使
と
し
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て
倭
国
に
来
朝
し
て
い
る
こ
と
を

え
れ
ば
、
単
な
る
使
節
個
人
に
対
す
る
待
遇
の
如
何
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
は

え
が
た
い
。
そ
こ
に
は
唐
の
体
面
に
関
わ
る
問
題
が
存
在
し
て
い
た
と

え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
倭
国
側
と
紛
糾

が
生
じ
、「
朝
命
」
を
達
す
る
こ
と
な
く
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、『
旧
唐
書
』
は
そ
れ
を
と
ら
え
て
「
綏
遠
の
才
が
無
か
っ
た
」

と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、『
旧
唐
書
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
を
持
っ
て
汲
み
取
れ
ば
、『
旧
唐
書
』
に
は
「
高

表
仁
は
唐
の
体
面
に
関
わ
る
「
礼
」
に
こ
だ
わ
っ
て
争
い
を
引
き
起
こ
し
、
結
果
、「
朝
命
」
を
達
せ
ず
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
高
表
仁
に
夷
狄
を
綏
撫
す
る
才
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
夷
狄
に
対
す
る
綏
撫
に
は
深
慮
が
必
要
で
あ
る
。」と
い
う
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
所
謂
遣
唐
使
は
六
三
〇
〜
八
九
四
年
の
二
六
〇
年
間
に
一
八
回
が
計
画
さ
れ
、
う
ち
一
五
回
が
実
行
に
移
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
の
一
五
回
の
遣
唐
使
の
帰
国
に
と
も
な
っ
て
唐
帝
の
意
を
帯
し
て
勅
使
が
来
日
し
た
の
は
、
六
三
二
年
の
高
表
仁
、
七
七

八
年
の
趙
宝
英
の
場
合
の
計
二
回
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
唐
使
趙
宝
英
の
来
日
は
（
た
だ
し
、
趙
宝
英
は
遭
難
し
、
実
際
に
来
日

し
た
の
は
そ
の
部
下
の
孫
興
進
）、
高
表
仁
以
来
、
実
に
一
世
紀
半
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
そ
の
唐
使
を
ど
の
よ
う
な

形
で
迎
え
る
べ
き
か
議
論
が
興
り
、
唐
使
と
と
も
に
帰
国
し
た
遣
唐
使
判
官
小
野
滋
野
は
諸
蕃
国
（
新
羅
や
渤
海
な
ど
）
の
礼
と
同

じ
く
接
遇
す
べ
き
を
主
張
し
、
中
納
言
石
上
宅
嗣
は
蕃
主
が
皇
帝
の
使
者
を
迎
え
る
礼
を
迎
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
『
日
本
書
紀
』
と
『
隋
書
』
に
見
え
る
遣
隋
使
関
係
の
記
載
に
は
相
互
に
矛
盾
す
る
点
が
多
く
、
果
た
し
て
実
態
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
不
明
な
点
が

36
多
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
お
よ
び
上
述
の
唐
の
時
代
の
唐
使
趙
宝
英
の
来
日
の

際
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
高
表
仁
来
日
の
際
の
争
礼
と
は
、
開
元
令
の
い
う
嘉
礼
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
両
者
の
体
面

の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
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５

唐
・
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
の
動
向
と
白
村
江
の
戦
い

北
魏
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
の
頃
、
明
確
な
形
で
そ
の
方
向
性
が
示
さ
れ
始
め
た
北
朝
に
よ
る
中
国
再
統
一
へ
の
動
き
は
、
北
魏
末

の
動
乱
に
よ
っ
て
一
頓
挫
す
る
が
、
北
周
が
北
斉
を
滅
ぼ
し
て
華
北
を
統
一
す
る
と
、
再
び
そ
の
動
き
を
強
め
、
北
朝
最
後
の
王
朝

隋
に
よ
る
統
一
に

37
至
る
。

中
国
再
統
一
の
直
前
、
隋
が
北
周
に
か
わ
っ
て
建
国
（
五
八
一
年
）
す
る
と
、
そ
の
強
大
化
を
恐
れ
た
高
句
麗
や
百
済
は
、
南
朝

の
陳
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た
。
当
時
、
隋
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
圧
倒
的
な
国
威
を
保
持
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
高
句
麗
・

百
済
が
そ
の
よ
う
な
動
き
に
出
た
の
は
、
強
大
な
隋
に
脅
威
を
い
だ
い
た
か
ら
と

え
ら
れ
る
。

五
八
九
年
、
隋
が
陳
を
平
定
す
る
と
、
百
済
・
新
羅
は
隋
に
遣
使
し
、
隋
と
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、

高
句
麗
は
こ
れ
に
反
し
て
隋
に
よ
る
中
国
再
統
一
に
脅
威
を
い
だ
き
、
軍
備
を
増
強
し
て
国
防
に
努
め
る
よ
う
に
な
る
。

漢
の
武
帝
に
よ
る
朝
鮮
四
郡
の
設
置
以
降
に
お
け
る
中
国
の
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
支
配
は
、
三
一
三
年
に
そ
れ
ま
で
の
朝
鮮
支
配

の
拠
点
で
あ
っ
た
楽
浪
郡
が
高
句
麗
に
滅
ぼ
さ
れ
て
以
降
、
途
絶
し
て
い
た
。
し
か
し
、
隋
で
は
当
時
、
三
〇
〇
年
の
混
乱
を
経
て

実
現
し
た
中
国
再
統
一
の
機
運
を
受
け
て
、
蕃
国
で
あ
り
な
が
ら
定
め
ら
れ
た
歳
貢
を
実
行
し
な
い
高
句
麗
に
対
す
る
膺
懲
の
議
論

が
活
発
に
な
っ
て
き
て

38
い
た
。
一
方
、
五
九
八
年
、
高
句
麗
は

万
余
騎
を
率
い
て
遼
西
に
侵
入
し
、
六
〇
七
年
に
は
隋
の
北
方

に
あ
っ
て
隋
を
牽
制
す
る
突

と
高
句
麗
と
の
連
繫
工
作
が
隋
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
隋
と
高
句
麗
と
の
関
係
は
悪

化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。

ま
た
、
朝
鮮
半
島
の
状
況
も
、
百
済
・
新
羅
を
軍
事
的
に
圧
倒
し
た
五
世
紀
ま
で
の
高
句
麗
優
勢
の
状
況
か
ら
、
高
句
麗
、
百
済
、

新
羅
の
三
国
が
鼎
立
す
る
、
と
め
ど
も
な
い
抗
争
の
段
階
へ
と
推
移
し
て
い
た
。
当
初
、
三
韓
の
一
で
あ
る
馬
韓
の
中
か
ら
興
っ
た

百
済
は
、
そ
の
王
で
あ
る
近
肖
古
の
と
き
（
三
七
一
年
）
高
句
麗
領
と
な
っ
て
い
た
平
壌
を
陥
落
さ
せ
る
ほ
ど
の
勢
威
を
示
す
が
、
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阿
華
王
の
代
と
な
る
と
逆
に
高
句
麗
に
敗
れ
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
「
奴
客
」
と
し
て
高
句
麗
太
王
に
跪
く
こ
と
に
な
っ
た
（
三
九

六
年
）。
さ
ら
に
、
四
七
五
年
に
は
高
句
麗
の
攻
撃
を
う
け
亡
国
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
態
勢
を
立
て
直
し
、
四
九
五

年
に
百
済
王
は
南
朝
の
斉
に
遣
使
し
、
高
句
麗
や
倭
国
の
よ
う
に
自
己
の
配
下
に
対
し
、
中
国
王
朝
の
将
軍
号
や
王
爵
な
ど
の
官
爵

を
賜
る
よ
う
求
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
勢
い
を
盛
り
返
す
の
で
あ
る
。

ま
た
、
か
つ
て
高
句
麗
の
属
民
で
あ
っ
た
新
羅
は（
好
太
王
碑
一
面
）、
六
世
紀
初
め
に
な
る
と
五
〇
三
年
に
建
立
さ
れ
た
迎
日
冷

水
新
羅
碑
の
記
載
で
至
都
盧
葛
文
王
が
智
証
王
と
称
し
、
五
二
四
年
に
建
立
さ
れ
た
蔚
珍
鳳
坪
新
羅
碑
の
記
載
で
は
牟
即
智
寐
錦
王

が
法
興
王
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
的
か
つ
仏
教
的
王
号
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
法
興
王
の
二
三
年
（
五
三

六
）
に
は
、
始
め
て
新
羅
独
自
の
年
号
を
建
て
建
元
元
年
と
称
す
ま
で
に
至
り
、
高
句
麗
・
百
済
を
攻
め
、
朝
鮮
半
島
に
確
固
た
る

基
盤
を
築
き
、
益
々
そ
の
勢
威
を
拡
張
し
つ
つ
あ
っ
た
。

隋
が
建
国
し
た
頃
の
半
島
の
状
況
は
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
国
が
そ
れ
ぞ
れ
鎬
を
削
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
中
国
で
は

隋
唐
の
統
一
、
拡
大
が
一
方
で
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
中
朝
の
関
係
は
、
相
互
に
絡
み
合
い
な
が
ら
七
世
紀
の
隋
に
よ
る

高
句
麗
討
伐
、
隋
の
滅
亡
、
唐
の
建
国
、
唐
に
よ
る
高
句
麗
討
伐
、
百
済
の
滅
亡
、
白
村
江
の
戦
い
、
高
句
麗
の
滅
亡
、
新
羅
に
よ

る
半
島
の
統
一
へ
と
展
開
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

六
一
二
年
、
隋
の

帝
は
二
百
万
と
号
す
る
大
軍
を
派
遣
し
、
高
句
麗
を
討
っ
た
。
こ
れ
は
隋
か
ら
見
た
と
き
、
突

と
の
連
繫

を
企
図
す
る
高
句
麗
に
対
す
る
懲
罰
戦
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
ま
た
、
既
に
高
句
麗
と
の
関
係
の
険
悪
さ
が
進
行
し
て
い
た
新
羅
・

百
済
両
国
か
ら
の
高
句
麗
討
伐
に
対
す
る
要
請
に
も
こ
た
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
高
句
麗
は
遼
東
城
で
の
籠
城
や
乙
支

文
徳
率
い
る
醍
水
（
清
川
江
）
の
戦
い
な
ど
で
隋
軍
を
撃
退
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
の
後
も
高
句
麗
は
再
三
隋
軍
の
侵
入
を
退
け
、

遂
に
六
一
八
年
、
隋
は
国
内
の
反
乱
な
ど
で
滅
亡
し
、
唐
が
建
国
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
朝
鮮
三
国
間
の
抗
争
は
い
っ
そ
う
激
化
し
、
ま
た
、
唐
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
秩
序
の
構
築
の
た
め
に
半
島
へ
の
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関
与
を
強
め
た
の
で

高
句
麗
で
は
六
四
二
年
に
泉
蓋
蘇
文
が
高
句
麗
王
で
あ
っ
た
栄
留
王
を
弑
し
、
宝
蔵
王
を
擁
立
し
て
臨
戦
体

制
を
整
え
た
。
そ
の
結
果
、
六
四
五
年
以
後
、
高
句
麗
は
五
度
に
わ
た
り
唐
の
遼
東
攻
撃
を
退
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、

六
六
五
年
に
泉
蓋
蘇
文
が
死
去
す
る
と

彼
の
子
供
た
ち
の
間
に
対
立
が
生
じ
、
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
高
句
麗
の
戦
時
体
制
が
動

揺
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
局
、
こ
の
動
揺
に
乗
じ
て

唐
は
高
句
麗
を
攻
め
、
隋
以
来
六
十
有
余
年
に
亙
た
る
歳
月
に
及
ぶ
抗
争

を
経
て
、
六
六
八
年
、
高
句
麗
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

古
代
日
本
の
国
家
形
成
の
転
機
と
も
い
う
べ
き
白
村
江
の
戦
い
は
、
唐
に
よ
る
こ
の
対
高
句
麗
戦
の
南
方
戦
線
に
お
け
る
戦
い
と

い
う
様
相
を
示
し
て
い
る
。

唐
の
場
合
と
異
な
り
、
隋
に
よ
る
三
度
に
及
ぶ
高
句
麗
遠
征
は
、
百
済
へ
の
侵
攻
を
と
も
な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

唐
に
よ
る
高
句
麗
遠
征
は
、
高
句
麗
の
南
方
に
あ
る
百
済
を
衝
く
と
い
う
側
面
も
有
す
る
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
六
四
三
年
に
唐
の

太
宗
が
救
援
を
求
め
て
き
た
新
羅
の
使
者
に
、百
済
は
海
を
頼
み
と
し
て
い
る
が
朕
は
水
軍
数
万
を
も
っ
て
攻
め
る
こ
と
も
で
き
る
、

と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
示
さ
れ
始
め
る（『
新
唐
書
』巻
二
二
〇
高
麗
伝
）。
た
だ
し
、
太
宗
の
時
点
に
お
け
る
唐
の
主
敵
は
あ
く

ま
で
も
高
句
麗
で
あ
り
、
徐
々
に
新
羅
と
の
連
合
へ
傾
斜
し
つ
つ
も
、
い
ま
だ
百
済
を
敵
視
す
る
段
階
に
ま
で
は
至
っ
て
居
ら
ず
、

む
し
ろ
対
高
句
麗
戦
争
遂
行
の
上
で
、
百
済
に
唐
側
に
加
わ
る
よ
う
慫
慂
し
て
い
る
段
階
に
あ
り
、
こ
う
し
た
方
針
は
太
宗
の
治
世

が
終
わ
る
ま
で
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
新
羅
の
金
春
秋
が
唐
と
の
同
盟
関
係
を
成
し
遂
げ
、
唐
風
の
制
度
改
革
に
着
手
し
、
さ
ら
に
高
宗
の
段
階
に
な
っ
て
、

新
羅
が
高
宗
の
年
号
で
あ
る
永
徽
の
年
号
を
採
用
、
唐
の
制
度
を
導
入
す
る
段
階
に
到
る
と
、
様
相
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
こ
と

と
な
っ
た
。

先
に
見
た
よ
う
に
百
済
は
倭
国
と
同
様
、
南
北
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
南
朝
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
ち
、
北
朝
と
交
流
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
北
朝
の
継
承
国
家
と
し
て
の
隋
唐
と
の
間
に
十
全
な
意
味
で
の
親
し
い
関
係
を
確
立
で
き
な
い
歴
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史
的
状
況
下
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
隋
の
高
句
麗
遠
征
時
に
お
い
て
、
隋
を
支
持
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
本

心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
時
勢
を
観
望
す
る
対
応
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
隋
が
高
句
麗
を
討
っ
て
、
結

局
滅
亡
し
た
こ
と
も
、
唐
に
よ
る
高
句
麗
遠
征
に
際
し
て
の
百
済
の
対
応
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
百
済
は
、
唐
に
と
っ
て
も
高
句
麗
を
攻
略
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
、
と
す
れ
ば
そ
の
状
況
を
利
用
し
て
、
宿
敵
で
あ
る

新
羅
を
討
と
う
と
し
て
い
た
と

え
ら
れ
、
こ
の
時
期
、
百
済
が
唐
に
朝
貢
す
る
こ
と
を
取
り
や
め
て
い
た
背
景
に
も
、
そ
う
し
た

百
済
の
配
慮
が
働
い
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
唐
が
百
済
に
対
す
る
方
針
を
明
確
に
変
更
す
る
こ
と
を
告
げ
た
の
は
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
、『
旧
唐
書
』巻
一
九
九
上
百
済
伝
に
、
高
宗
が
百
済
王
に
与
え
た
璽
書
が
見
え
、
そ
の
一
節
に
、

王
（
百
済
王
）
若
不
従
進
止
、
朕
（
高
宗
）
已
依
法
敏
（
新
羅
使
金
法
敏
）
所
請
、
任
其
与
王
決
戦
。
亦
令
高
麗
約
束
、
不
許

遠
相
救
恤
。
高
麗
若
承
命
、
即
令
契
丹
諸
蕃
、
渡
遼
澤
入
抄
掠
。
王
、
可
深
思
朕
言
、
自
求
多
福
、
審
図
良
策
、
無

後
悔
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
こ
の
と
き
す
で
に
唐
は
百
済
が
高
句
麗
と
結
ん
で
い
る
こ
と
を
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
推
移
の
後
、
結
局
、
百
済
は
六
六
〇
年
、
唐
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
如
く
所
謂

白
村
江
の
戦
い
は
、
こ
の
と
き
、
百
済
を
滅
ぼ
し
百
済
の
故
地
に
あ
っ
た
唐
軍
と
そ
れ
を
後
援
し
た
新
羅
の
勢
力
が
、
百
済
復
興
を

企
て
た
余
豊
、
お
よ
び
そ
れ
に
与
し
た
倭
国
軍
と
の
間
で
交
え
た
戦
い
で
あ
り
、
倭
国
は
こ
の
戦
い
で
壊
滅
的
な
敗
戦
を
蒙
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
戦
い
に
お
い
て
百
済
・
倭
国
が
壊
滅
的
敗
戦
を
蒙
っ
た
の
は
、
倭
国
軍
が
寄
せ
集
め
的
な
軍
隊
で
あ
っ
た
た
め
、
充

分
な
統
制
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
い
や
統
率
さ
れ
た
軍
隊
で
あ
り
、
む
し
ろ
倭
国
が
百
済
救
援
よ
り
も
、
こ
の
機
に

乗
じ
て
新
羅
か
ら
領
土
を
奪
う
こ
と
に
執
着
し
た
か
ら
で
あ
る
な
ど
、
研
究
者
間
で
は
対
立
的
な
見
解
が
存
在
す

39
る
が
、
と
も
か
く

も
こ
の
敗
戦
が
、
倭
国
に
自
国
に
も
唐
の
鋭
鋒
が
及
ぶ
と
す
る
深
甚
な
脅
威
を
抱
か
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
動
か
し
が
た
い

事
実
で
あ
る
。
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唐
は
そ
の
後
、
六
六
八
年
、
高
句
麗
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
都
平
壌
に
安
東
都
護
府
を
お
い
た
が
、
高
句
麗
遺
民
の
復

興
運
動
や
朝
鮮
半
島
の
統
一
を
志
向
す
る
新
羅
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
六
七
六
年
に
安
東
都
護
府
を
遼
東
に
移
す
こ
と
と
な
る
。

翻
っ
て

え
る
に
、
唐
の
高
句
麗
遠
征
は
、
高
句
麗
に
対
す
る
昔
年
の
遺
恨
を
果
た
す
こ
と
、
中
国
旧
領
の
回
復
な
ど
に
そ
の
目

的
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
目
的
の
中
に
あ
っ
て
、
第
一
の
も
の
は
、
唐
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
秩
序
構

築
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
新
羅
や
百
済
、
さ
ら
に
は
倭
国
に
は
そ
も
そ
も
自
国
を
中
心
と
し
た
そ
う
し
た
国
際
秩
序
構
築
の
意
図
は

な
く
、
当
時
こ
れ
ら
の
諸
国
に
存
在
し
た
の
は
、
半
島
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
自
国
の
権
益
の
拡
大
、
保
持
に
そ
の
最
大
の
狙
い
が

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
最
終
的
に
、
七
世
紀
に
お
け
る
諸
国
間
の
抗
争
が
、
新
羅
に
よ
る
半
島
の
領
有
に
帰
結
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
唐
に
と
っ
て
新
羅
が
唐
の
国
際
秩
序
を
認
め
る
冊
封
国
で
あ
る
限
り
、
利
点
の
あ
る
終
息
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
新
羅
に
よ
る
半
島
の
統
一
と
と
も
に
、
唐
の
脅
威
が
薄
ら
い
で
い
っ
た
倭
国
で
は
、
臨
戦
態
勢
下
に
お
い
て
実
現
し
た
天

皇
を
中
心
と
し
た
律
令
体
制
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
新
た
な
国
号
「
日
本
」
を
制
定
す
る
に
到
る
。
日
本
は
こ
の
よ
う
な

過
程
を
へ
て
政
治
的
自
立
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
半
島
、
及
び
古
代
日
本
に
お
け
る
推
移
は
東
ア
ジ
ア
、
北
ア
ジ
ア
全
体
の
動
向
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
節
を
改
め
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て

え
、
小
論
の
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

６

世
界
秩
序
の
変
貌
｜
魏
晋
南
朝
と
北
朝
隋
唐
｜

所
謂
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
中
国
と
の
間
で
冊
封
関
係
（
朝
貢
関
係
）
を
結
ん
だ
周
辺
諸
国
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
漢
代
の
よ

う
な
王
号
な
ど
の
爵
位
の
み
な
ら
ず
官
職
を
も
受
け
て
中
国
王
朝
の
臣
下
と
な
る
と
い
う
現
象
が
広
範
に
見
ら
れ
た
。
倭
国
王
が
王

号
の
み
な
ら
ず
将
軍
号
や
都
督
号
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
そ
う
し
た
現
象
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
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時
代
に
お
け
る
中
国
の
王
朝
権
力
の
弱
体
化
と
、
中
国
王
朝
が
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
周
辺
諸
国
を
そ
の
体
制
へ
と
取
り
込

も
う
と
し
た
意
図
の
存
在
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
こ
れ
を
胡
族
を
は
じ
め
と
し
た
諸
民
族
の
側
か
ら
見
た
と
き
、
そ
れ
は
諸
民
族
の
自
立
へ
の
動
き
と
併
行
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
漢
後
期
に
は
既
に
そ
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
匈
奴
・
鮮
卑
な
ど
所
謂
五
胡
の
移
動
・
侵
入
は
そ
の

後
、
五
胡
十
六
国
の
成
立
、
北
朝
の
出
現
へ
と
展
開
し
、
北
朝
の
拡
大
を
懼
れ
た
南
朝
は
北
朝
を
封
じ
込
め
る
た
め
の
国
際
的
包
囲

網
の
形
成
を
企
図
す
る
。
四
五
〇
年
、
北
魏
の
世
祖
太
武
帝
は
五
〇
万
の
大
軍
を
発
し
て
南
朝
の
宋
を
攻
め
、
長
江
の
北
岸
に
ま
で

達
し
た
と
き
、
宋
の
太
祖
に
手
紙
を
送
り
、
そ
の
中
で
、

頃
、
関
中
蓋
呉
反
逆
、
扇
動

右

、
彼
復
使
人
就
而
誘
勧
之
。
…
…
彼
往
日
北
通

（
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
あ
っ
た
柔
然
の
こ
と
）
、

西
結
赫
連
（
十
六
国
の
一
・
夏
国
を
建
国
し
た
匈
奴
赫
連
氏
）
、
蒙
遜
（
河
西
地
帯
に
あ
っ
た
匈
奴
・
沮
渠
蒙
遜
の
こ
と
）
、
吐
谷
渾
（
中
国
の
西

部
・
青
海
省
の
地
に
あ
っ
た
鮮
卑
）
、
東
連

弘
（
十
六
国
の
一
・
北
燕
の
主
）
、
高
麗
（
高
句
麗
）
。
凡
此
数
国
、
我
皆
滅
之
。

と
述
べ
て
い
る
が（『
宋
書
』巻
九
五
索
虜
伝
）、
こ
れ
は
南
朝
の
宋
の
時
代
に
お
け
る
そ
う
し
た
動
き
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
包
囲
網
は
時
代
を
下
る
に
従
っ
て
徐
々
に
崩
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
上
で
述
べ
た
四
五
〇
年
に
お
け
る
北
魏

の
長
江
北
岸
に
ま
で
至
る
南
侵
も
そ
う
し
た
状
況
を
生
む
上
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

い
ま
そ
う
し
た
南
朝
を
中
心
と
し
た
体
制
の
衰
退
の
一
面
を
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
見
て
み
よ
う
。
所
謂
倭
の
五
王
の
時
代
の

山
東
半
島
は
倭
国
を
は
じ
め
と
し
て
東
夷
の
諸
国
の
南
朝
へ
の
使
節
派
遣
に
お
い
て
、
そ
の
中
継
地
点
と
し
て
極
め
て
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
四
一
三
年
か
ら
倭
国
の
南
朝
へ
の
使
節
の
派
遣
が
始
ま
る
の
も
、
東
晋
の
将
軍
で
あ
っ
た
劉
裕
が
そ

の
地
に
あ
っ
て
鮮
卑
慕
容
部
が
建
国
し
て
い
た
南
燕
を
滅
ぼ
し（
四
一
〇
）、
山
東
の
地
を
領
有
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
が
、
そ

の
山
東
半
島
の
地
は
、
四
六
九
年
正
月
以
降
、
今
度
は
北
魏
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と

40
な
る
。

そ
れ
ま
で
南
朝
領
で
あ
っ
た
山
東
半
島
を
手
中
に
し
た
北
魏
は
、
早
速
そ
の
経
営
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
翌
年
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（
北
魏
皇
興
四
年
）
に
は
そ
こ
に
新
た
に
光
州
と
い
う
州
を
設
置
し
、
そ
の
五
年
後
の
延
興
五
年
（
四
七
五
）
に
は
軍
鎮
を
置
き
、
そ

の
支
配
を
一
段
と
強
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
後
北
魏
は
こ
こ
を
基
地
と
し
て
南
朝
へ
朝
貢
す
る
東
夷
の
船
舶
を
厳
し
く
監
視
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、東
夷
の
諸
国
か
ら
南
朝
へ
送
ら
れ
た
使
節
や
南
朝
か
ら
の
答
礼
使
が
、山
東
の
沿
岸
で
遊
弋
す
る
北
魏
の
船
舶
に
よ
っ

て
拿
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
態
ま
で
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
皇
興
三
年
（
四
六
九
）
二
月
に
は
、
柔
然
、
高
句
麗
、
庫
莫

、
契

丹
等
の
北
ア
ジ
ア
、
東
北
ア
ジ
ア
の
諸
国
が
相
継
い
で
北
魏
に
朝
貢
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
遣
使
は
、
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
諸
国
が
南

朝
に
朝
貢
す
る
際
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
山
東
の
地
が
、
そ
の
前
月
に
陥
落
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
逆
に
見
れ
ば
山
東
半
島
が
魏
領
と
な
る
こ
と
が
東
夷
諸
国
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
重
大
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
句
麗
は
そ
の
二
年
後
に
皇
帝
の
位
に
つ
い
た
北
魏
孝
文
帝
の
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
貢
献
品
の

額
を
倍
増
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
山
東
の
陥
落
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
五
世
紀
の
後
半
の
時
点
で
、
南
朝
が
目
指
し
た
国
際
連
携
の
も
と
で
の
北
朝
の
封
じ
込
め
と
い
う
施
策
は
、
そ
の

東
部
戦
線
に
お
い
て
そ
の
連
環
が
断
ち
切
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
西
部
戦
線
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
、
西
部
の
吐
谷
渾
や
河
西
回
廊
の
勢
力
、
さ
ら
に
は

北
方
の
柔
然
の
勢
力
と
の
連
絡
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
長
江
上
流
の
四
川
の
地
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
地
も
長
い
南
北

抗
争
の
末
、
南
北
朝
の
後
半
に
は
北
朝
の
勢
力
の
傘
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
西
魏
廃
帝
二
年
（
五
五
三
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
江
南
は
北
方
か
ら
帰
順
し
た
胡
族
の
将
軍
で
あ
る
侯
景
の
起
こ
し
た
乱
に
よ
る
混
乱
の
中
に
あ
っ
た
。

当
時
征
西
大
将
軍
と
し
て
四
川
の
地
に
あ
っ
た
梁
の
武
帝
の
八
男
で
あ
る
武
陵
王
紀
は
五
五
二
年
八
月
、
軍
を
率
い
て
東
下
し
、
湖

南
の
地
を
図
ろ
う
と
し
た
。
当
時
湖
南
の
地
に
は
武
帝
の
七
男
で
あ
る
湘
東
王
繹
（
後
の
元
帝
）
が
い
た
が
、
彼
は
憂
慮
し
て
救
い

を
北
方
の
西
魏
に
求
め
、
四
川
の
地
を
背
後
か
ら
撃
つ
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
西
魏
で
は
将
軍
尉
遅

を
派
し
て
四
川
を
討
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つ
計
を
定
め
、
翌
年
三
月
、
軍
を
起
こ
す
。
武
陵
王
は
防
戦
に
努
め
た
が
、
結
局
八
月
成
都
は
陥
落
し
、
四
川
は
北
朝
の
西
魏
の
領

有
に
帰
し
、
南
朝
は
対
北
朝
の
国
際
戦
略
上
の
重
要
拠
点
で
あ
る
四
川
の
地
を
こ
う
し
て
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
、
南
北
朝
時
代
は
最
終
的
に
北
朝
最
後
の
王
朝
で
あ
る
隋
に
よ
る
中
国
再
統
一
へ
と
帰
結
し
て
行
く

（
突

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
紙
数
の
都
合
で
省
略
す
る
）。こ
の
こ
と
を
南
朝
の
側
か
ら
見
る
と
き
、そ
れ
は
南
朝
を
中
心
と
し
た
世

界
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
意
味
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

北
朝
の
拡
大
、
隋
唐
帝
国
の
出
現
は
南
朝
の
み
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
。
先
に
取
り
上
げ
た
北
魏
太
武
帝
が
宋
の
太
祖

に
送
っ
た
手
紙
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
南
朝
と
連
動
、
あ
る
い
は
そ
の
傘
下
に
あ
っ
た
柔
然
、
吐
谷
渾
、
雲
南

蛮（
雲
南

に
あ
っ
た
南
蛮
勢
力
）
、
高
句
麗
、
百
済
な
ど
の
諸
勢
力
は
唐
代
に
か
け
て
相
継
い
で
滅
亡
す
る
。
一
方
で
、
そ
れ
ら
諸
勢
力
の
背
後
に

あ
っ
て
勢
力
を
蓄
積
し
て
き
て
い
た
突

、
吐
蕃（
チ
ベ
ッ
ト
で
興
起
）、
南
詔（
雲
南
で
興
起
）、
渤
海
、
新
羅
、
日
本
な
ど
が
興
隆

し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
れ
ら
諸
勢
力
の
興
隆
は
、
先
に
述
べ
た
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
西
部
戦
線
、
東
部
戦
線
、
さ

ら
に
は
北
部
戦
線
の
展
開
の
延
長
に
お
い
て
生
じ
た
と

え
る
こ
と
が
出
来
る
。
隋
に
よ
る
華
北
統
一
以
後
、
そ
の
統
一
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
東
方
の
半
島
に
及
び
、
高
句
麗
遠
征
、
半
島
諸
国
の
興
亡
、
白
村
江
の
戦
い
な
ど
が
生
じ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
い
ま
西
部
戦
線
に
お
け
る
四
川
陥
落
後
の
歴
史
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
、
雲

南
の
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
し
て
見
て
み
よ
う
。

南
北
朝
時
代
の
雲
南
は
寧
州
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
実
質
的
に
は
所
謂
小

碑
や
大

碑
を
通
じ
て
史
上
に
そ
の
名
を
伝
え
る
昆

明
や
曲
靖
地
域
を
基
盤
と
す
る

氏
勢
力
と
、
大
理
地
域
を
基
盤
と
す
る
張
氏
勢
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
勢
力
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
七
八
、
隋
紀
二
、
開
皇
一
七
年
（
五
九
七
）
二
月
の
条
に
、
北
周
を
受
け
た
隋
が
中
国
統

一
後
、
雲
南
に
派
兵
し
た
こ
と
を
伝
え
て
、

癸
未
、
太
平
公
史
万
歳
、
撃
南
寧

平
之
。
初
梁
睿
之
克
王
謙
也
、
西
南
夷

莫
不
帰
附
。
唯
南
寧
州
酋
帥

震
恃
遠
不
服
。
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睿
上
疏
以
為
、
南
寧
州
、
漢
世

之
地
。
戸
口
殷
衆
、
金
宝
富
饒
。
梁
南
寧
州
刺
史
徐
文
盛
為
湘
東
王
徴
赴
荆
州
。
属
東
夏

尚
阻
、
未
遑
遠
略
。
土
民

遂

據
一
方
。
国
家
遙
授
刺
史
、
其
子
震
相
承
至
今
。
而
震
臣
礼
多

、
貢
賦
不
入
。
乞
因
平

蜀
之
衆
、
略
定
南
寧
。
其
後
南
寧
夷

翫
来
降
、
拝
昆
州
刺
史
。
既
而
復
叛
。
乃
以
左
領
軍
将
軍
史
万
歳
為
行
軍
総
管
、
帥
衆

撃
之
。
入
自
蜻
蛉
川
、
至
于
南
中
。
夷
人
前
後
屯
據
要
害
、
万
歳
皆
撃
破
之
、
過
諸
葛
亮
紀
功
碑
、
渡
西

河
、
入
渠
濫
川
。

行
千
余
里
、
破
其
三
十
余
部
。
虜
獲
男
女
二
万
余
口
。
諸
夷
大
懼
、
遣
使
請
降
。
献
明
珠
径
寸
。
於
是
勒
石
頌
美
隋
徳
。
詔
許

之
。

翫
陰
有
貳
心
、
不
欲
詣
闕
、
賂
万
歳
以
金
宝
。
万
歳
於
是
捨
翫
而
還
。

と
あ
る
よ
う
に
、
四
川
を
平
定
し
た
隋
が
、
そ
の
矛
先
を
雲
南
に
向
け
、

州
方
面
か
ら
会
同
路
を
へ
て
侵
攻
、
大
理
地
域
の
諸
部

を
平
定
し
、
つ
い
で
東
方
の
昆
明
盆
地
の

氏
勢
力
を
抑
え
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
き
な
打
撃
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
見
え
る

翫
は
そ
の
後
再
び
叛
く
が
、
結
局
翌
年
に
は
捕
殺
さ
れ
、
そ
の
子
ら
も
奴
隷
と
さ
れ
て
い
る
（『
新
唐
書
』
巻
二
二

二
下
、
南
蛮
伝
下
）。
西
南
中
国
民
族
史
研
究
の
専
家
で
あ
る
藤
沢
義
美
氏
は
、
そ
の
高
著
『
西
南
民
族
史
の
研
究
』
に
お
い
て
、
こ

の
史
万
歳
の
進
攻
に
よ
っ
て
、
南
北
朝
の
間
、
ほ
と
ん
ど
中
国
王
朝
の
勢
力
が
及
ば
ず
、「
太
平
の
夢
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
」
大
理
地

域
の
勢
力
は
大
打
撃
を
こ
う
む
り
、
そ
の
た
め
大
理
地
域
を
基
盤
と
す
る
張
氏
勢
力
は
以
後
衰
退
し
て
い
っ
た
と

え
ら
れ
、
同
じ

く
昆
明
地
域
の

氏
勢
力
に
も
大
き
な
打
撃
が
加
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て

41
い
る
。

そ
の
後
、
雲
南
は
唐
の
時
代
に
な
っ
て
、
太
宗
の
貞
観
末
に
梁
建
方
の
大
征
討
を
受
け
、
さ
ら
に
高
宗
の
永
徽
初
年
に
は
趙
孝
祖

の
大
征
討
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
唐
の
雲
南
経
営
の
推
進
に
よ
っ
て
、
雲
南
は
巨
大
な
力
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
た

め
に
大
理
地
域
の
張
氏
勢
力
は
没
落
の
一
途
を
辿
り
、
か
わ
っ
て
諸
勢
力
の
割
拠
対
立
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
南
詔
蒙
氏
の
台
頭
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
中
国
再
統
一
過
程
に
お
け
る
南
北
朝
時
代
の
四
川
地
域
に
お
け
る
西
部
戦
線
が
、
隋
の
統
一
に
よ
っ
て
、「
夷
狄
」
の
地
で

あ
る
雲
南
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
が
雲
南
に
お
け
る
旧
勢
力
の
滅
亡
と
新
興
勢
力
と
し
て
の
南
詔
の
興
起
へ
と
展
開
し
た
こ
と
を
述
べ
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た
が
、
そ
の
過
程
は
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
東
部
戦
線
が
、
隋
の
統
一
を
契
機
と
し
て
半
島
に
ま
で
及
び
、
高
句
麗
や
百
済
の
衰
退
、

滅
亡
、
後
発
勢
力
と
し
て
の
新
羅
に
よ
る
半
島
の
統
一
に
至
る
過
程
と
、
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
と
き
、
筆
者
は
倭
国
が
遣
隋
使
、
遣
唐
使
の
派
遣
を
通
じ
て
、
国
制
の
大
改
革
を
実
施
し
、
白
村
江

の
戦
い
に
よ
る
敗
戦
を
一
つ
の
主
要
な
契
機
と
し
て
古
代
律
令
制
国
家
を
完
成
さ
せ
、
国
号
を
日
本
と
称
し
た
動
き
も
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
東
ア
ジ
ア
を
含
む
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
体
の
動
き
の
な
か
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

え
る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て

え
る
に
、
夷
狄
で
あ
っ
た
五
胡
の
中
か
ら
出
現
し
た
鮮
卑
拓
跋
部
が
北
魏
を
建
国
し
、
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
南
朝
と

同
じ
く
正
統
王
朝
で
あ
る
こ
と
を
示
す
北
朝
の
呼
称
を
も
っ
て
中
国
の
士
大
夫
か
ら
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
北
朝
を
受

け
た
隋
唐
が
中
国
の
正
統
王
朝
と
な
る
と
い
う
逆
転
現
象
、
隋
唐
の
文
化
、
国
制
に
見
出
さ
れ
る
胡
俗
文
化
の
影
響
な
ど
に
注
目
す

る
と
き
、
秦
漢
か
ら
魏
晋
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
中
国
史
の
流
れ
は
こ
こ
に
い
た
っ
て
一
転
し
、
従
来
非
正
統
な
と
こ
ろ
に
生
じ

た
流
れ
が
正
統
と
な
る
と
い
う
、
極
め
て
興
味
深
い
展
開
を
こ
の
時
代
の
歴
史
は
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
古
代
日
本
に
お
け
る
歴
史
展
開
を
そ
の
中
華
意
識
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら

察
し
た
が
、
そ
の

軌
跡
を
五
胡
・
北
朝
・
隋
唐
に
至
る
中
国
史
の
展
開
と
比
較
す
る
と
き
、
秦
漢
魏
晋
的
秩
序
か
ら
見
る
と
、
同
じ
く
夷
狄
で
あ
っ
た

も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
中
華
」
と
な
る
と
い
う
点
で
（「
東
夷
と
し
て
の
倭
か
ら
中
華
と
し
て
の
日
本
へ
」
と
「
五
胡
か
ら
中
華
へ

の
変
身
」）、
両
者
は
相
似
た
軌
跡
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
軌
跡
の
類
似
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

決
し
て
偶
然
に
生
じ
た
類
似
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
胡
・
北
朝
・
隋
唐
と
古
代
日
本
は
、
秦
漢
帝
国
を
母

胎
と
し
て
、
そ
の
冊
封
を
受
け
る
と
い
う
形
で
魏
晋
南
朝
的
シ
ス
テ
ム
の
中
か
ら
成
長
し
、
そ
れ
を
突
き
崩
し
つ
つ
出
現
し
た
、
と

い
う
面
で
共
通
し
た
側
面
を
も
つ
国
家
群
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
七
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
は
、
マ
ク
ロ
な
視
座
か

ら
捉
え
た
と
き
そ
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
創
成
さ
れ
た
も
の
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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註１

こ
の
と
き
帥
升
等
は
、
一
六
〇
人
の
生
口
を
献
じ
て
い
る
。
こ
の
数
は
こ
の
と
き
か
ら
一
三
〇
年
後
の
卑
弥
呼
の
献
上
数
一
〇
人
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
帥
升
等
の
勢
力
は
か
な
り
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
倭
国
王
に
冊
封
さ
れ
た
こ
と
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
冊
封
の
事
実
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
記
録
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
想
定
し
に
く
い
。
な
お
、
拙
稿
「
倭
国
に
お
け
る
対
外
交
渉
の
変
遷
に
つ
い
て
｜
中
華
意
識
の
形
成
と
太
宰
府
の
成
立
と
の
関
連
か
ら

見
た
｜
」（『
史
淵
』
一
四
三
輯
、
二
〇
〇
六
年
）
を
も
合
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

２

五
七
年
に
奴
国
王
は
王
号
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
は
倭
国
の
王
に
冊
封
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
当
時
の
日
本
に

存
在
し
た
諸
国
の
内
、
奴
国
の
王
の
み
が
こ
の
と
き
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
奴
国
王
の
勢
威
が
他
の
諸
国
に
比
し
て
抜
き
ん
で
て
い

た
こ
と
を
想
定
せ
し
め
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
註
１
拙
稿
参
照
。

３

遣
隋
使
の
国
書
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
拙
稿
「
隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
｜
遣
隋
使
覚
書
｜
」（『
史
淵
』
一
四
一
輯
、

二
〇
〇
四
年
）
で
述
べ
た
。

４

二
六
六
年
以
降
の
二
八
〇
年
、
西
晋
は
呉
を
滅
ぼ
し
天
下
を
統
一
す
る
。
そ
の
後
、
四
世
紀
初
頭
の
八
王
の
乱
の
勃
発
ま
で
、
西
晋
は
中
央
に
お
い

て
混
乱
の
芽
が
生
じ
て
い
た
が
、
繁
栄
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
二
六
六
年
か
ら
三
〇
〇
年
ま
で
の
間
に
、
倭
国
使
が
朝
貢
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
拙
著

『
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
五
三
八
頁
参
照
。
原
載
「
倭
の
五
王
に
よ
る
劉
宋
遣
使
の
開
始
と
そ
の
終
焉
」（『
東

方
学
』
七
六
輯
、
一
九
八
八
年
）

５

前
掲
註
４
拙
稿
参
照
。

６

前
掲
註
４
拙
稿
参
照
。

７

『
梁
書
』巻
五
四
倭
伝
に「
斉
建
元
中
、
除
武
持
節
督
倭
新
羅
任
那
伽
羅
秦
韓
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
鎮
東
大
将
軍
。
高
祖
即
位
、
進
武
号
征
東
大
将
軍
」

な
ど
と
あ
る
。

８

李
成
市
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』
第
一
一
章
「
高
句
麗
と
日
隋
外
交
」（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

９

拙
著
『
中
華
の
崩
壊
と
拡
大
｜
魏
晋
南
北
朝
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
第
九
章
第
三
節
「
倭
の
五
王
の
時
代
」、
第
四
節
「
倭
国
と
天
下
」、
お
よ

び
拙
稿
「
漢
唐
間
に
お
け
る
「
新
」
中
華
意
識
｜
古
代
日
本
・
朝
鮮
と
中
国
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
〇
号
、
九
州

大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究
会
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序

一
二
二



10

前
掲
註
９
拙
稿
参
照
。

11

前
掲
註
３
拙
稿
参
照
。

12

前
掲
註
１
拙
稿
参
照
。

13

西
嶋
定
生
『
倭
国
の
誕
生
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

14

前
掲
註
１
拙
稿
参
照
。

15

大
庭
脩
『
親
魏
倭
王
』（
学
生
社
、
一
九
七
一
年
）、
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
第
二
編

第
一
部
第
三
章
「
親
魏
倭
王
冊
封
に
至
る
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
」
等
参
照
。

16

前
掲
註
４
参
照
。

17

こ
の
年
、
高
句
麗
も
東
晋
に
遣
使
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
高
句
麗
と
倭
国
が
交
戦
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
の
倭
国
使
を
高
句
麗
が
同
伴

し
た
倭
国
捕
虜
と
す
る
説
も
あ
る
。
坂
本
義
種
『
倭
の
五
王
｜
空
白
の
五
世
紀
』（
教
育
社
、
一
九
八
一
年
）
第
一
章
「
東
晋
交
渉
の
謎
」
参
照
。
こ
う

し
た

え
に
対
す
る
私
見
は
、
鈴
木
靖
民
他
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
み
た
古
代
日
本
』（『
新
版
古
代
の
日
本
』
二
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）「
倭
国
の
四

一
三
年
東
晋
遣
使
」
で
述
べ
た
。
な
お
、
池
田
温
『
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）「
義
煕
九
年
倭
国
献
方
物
を
め
ぐ
っ

て
」
を
も
参
照
。

18

『
宋
書
』
倭
国
伝
に
、「
順
帝
昇
明
二
年
、
遣
使
上
表
曰
。
封
国
偏
遠
、
作
藩
于
外
。
自
昔
祖
禰
、
躬

甲
胄
、
抜
渉
山
川
、
不
遑
寧
処
。
東
征
毛
人

五
十
五
国
、
西
服
衆
夷
六
十
六
国
、
渡
平
海
北
九
十
五
国
。
王
道
融
泰
、
廓
土

畿
。
累
葉
朝
宗
、
不

于
歳
。
臣
雖
下
愚
、
忝
胤
先
緒
、
駆
率
所
統
、

帰
崇
天
極
」
と
あ
る
。

19

辛
亥
年
、
七
月
中
記
。
乎
獲
居
臣
、
上
祖
名
意
富
比

、
其
児
多
加
利
足
尼
、
其
児

已
加
利
獲
居
、
其
児
多
加
披
次
獲
居
、
其
児
多
沙
鬼
獲
居
、

其
児
半

比
、
其
児
名
加
差
披
余
、
其
児
名
乎
獲
居
臣
。
世
々
為
杖
刀
人
首
、
奉
事
来
至
今
。
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
、
在
斯
鬼
宮
時
、
吾
左
治
天
下
、

令
作
此
百
練
利
刀
、
記
吾
奉
事
根
原
也
。（
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
文
）

治
天
下
獲
加
多
支
鹵
大
王
世
、
奉
事
典
曹
人
、
名

利

、
八
月
中
、
用
大
鋳
釜

四
尺
廷
刀
、
八
十
練
六
十

三
寸
上
好
□
刀
。
服
此
刀
者
長
壽
、

子
孫
注
々
得
三
恩
也
。
不
失
其
所
統
。
作
刀
者
名
伊
太
□
、
書
者
張
安
也
。（
船
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
文
）

20

西
嶋
定
生
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。

21

山
田
統
「
天
下
と
い
う
観
念
と
国
家
の
形
成
」（
初
出
一
九
四
九
年
、『
山
田
統
著
作
集
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
、
第
一
巻
所
収
）、
渡
辺
信
一

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序

一
二
三



郎
『
中
国
古
代
の
王
権
と
天
下
秩
序
｜
日
中
比
較
史
の
視
点
か
ら
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
等
参
照
。

22

こ
の
倭
王
の
天
下
は
こ
の
時
点
で
倭
国
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
た
領
域
の
み
を
指
し
て
い
た
わ
け
は
な
く
、
先
に
見
た
「
毛
人
五
十
五
国
、
衆
夷
六

十
六
国
、
海
北
九
十
五
国
」
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
川
本
芳
昭
「
漢
唐
間
に
お
け
る
「
新
」
中
華
意
識
の
形
成

｜
古
代
日
本
・
朝
鮮
と
中
国
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
〇
号
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

23

武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

24

例
え
ば
新
羅
に
は
、『
三
国
史
記
』
巻
三
四
雑
志
第
三
地
理
一
に
、「
後
与
大
唐
、
侵
滅
二
邦
、
平
其
土
地
、
遂
置
九
州
。
本
国
界
内
置
三
州
。
王
城

東
北
当
唐
恩
浦
路
曰
尚
州
。
王
城
南
曰
良
州
。
西
曰
康
州
。
於
故
百
済
国
界
置
三
州
。
百
済
故
城
北
熊
津
口
曰
熊
州
。
次
西
南
曰
全
州
。
次
南
曰
武
州
。

於
故
高
句
麗
南
界
置
三
州
。
従
西
第
一
曰
漢
州
。
次
東
曰
朔
州
。
又
次
東
曰
溟
州
。
九
州
所
管
郡
県
、
無
慮
四
百
五
十
。
新
羅
地
理
之
広
袤
、
斯
為
極

盛
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
城
や
九
州
の

え
が
あ
っ
た
。
な
お
、
拙
著
『
中
華
の
崩
壊
と
拡
大
｜
魏
晋
南
北
朝
｜
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
前
掲

拙
稿
「
漢
唐
間
に
お
け
る
「
新
」
中
華
意
識
の
形
成
｜
古
代
日
本
・
朝
鮮
と
中
国
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

25

拙
著
『
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
二
九
頁
以
下
参
照
。

26

渡
辺
信
一
郎
「
隋
文
帝
の
楽
制
改
革
｜
鼓
吹
楽
の
再
編
を
中
心
に
｜
」（『
唐
代
史
研
究
』
八
号
、
日
本
唐
代
史
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。
な

お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
稿
「
鮮
卑
の
文
字
に
つ
い
て
」（（
九
州
大
学
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
：
東
ア
ジ
ア
と
日
本
、
統
括
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
報
告
書
、
二
〇
〇
七
年
）
を
も
合
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

27

増
村
宏
『
遣
唐
使
の
研
究
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
八
年
）
一
三
〇
頁
参
照
。

28

例
え
ば
『
後
漢
書
』
李
固
伝
に
、
李
固
の
対
策
を
挙
げ
、
そ
こ
に
、「
中
常
侍
在
日
月
之
側
、
聲
勢
振
天
下
。」
と
あ
る
。

29

『
史
記
』
巻
一
一
〇
匈
奴
伝
に
、「
高
帝
乃
使
劉
敬
奉
宗
室
女
公
主
、
為
単
于

氏
、
歳
奉
匈
奴
絮

酒
米
植
物
各
有
数
、
約
為
昆
弟
以
和
親
。
冒
頓

乃
少
止
。」
と
あ
り
、『
二
十
二
史
剳
記
』
巻
二
五
、
宋
遼
金
夏
交
際
儀
に
は
、「
大
概
両
国
交
際
、
毎
重
儀
節
之
間
。

淵
之
盟
、
宋
為
兄
、
遼
為
弟
。」

と
あ
る
。

30

『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る

帝
の
国
書
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。
其
書
曰
「
皇
帝
問
倭
皇
。
使
人
長
吏
大
礼
蘇
因
高
、
至
具

。
朕
欽
承
寶
命
、
臨
仰

區
宇
。
思
弘
徳
化
、

被
含
靈
。
愛
育
之
情
、
無
隔

邇
。
知
皇
介
居
海
表
、
撫
寧
民
庶
、
境
内
安

、
風
俗
融
和
、
深
氣
至
誠
、
遠
脩
朝
貢
。
丹
款

之
美
、
朕
有
嘉
焉
。
稍

、
比
如
常
也
。
故
遣
鴻

寺
掌
客
裴
世
清
等
、
稍
宣
往
意
。

送
物
如
別
。」

31

川
本
芳
昭
「
隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
｜
遣
隋
使
覚
書
｜
」（『
史
淵
』
一
四
一
輯
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序

一
二
四



32

李
成
市
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
三
〇
五
頁
参
照
。
増
村
宏
氏
は
前
掲
書
一
九
五
頁
に
お
い
て
、「
国
書
紛

失
事
件
に
は
所
謂
握
り
潰
し
説
の
外
に
、
百
済
人
に
盗
ら
れ
た
と
す
る
説
（
直
木
孝
次
郎
『
古
代
国
家
の
成
立
』
中
央
公
論
社
日
本
歴
史
、
昭
和
四
十

年
、
一
〇
〇
頁
）
が
あ
る
。
こ
の
事
件
に
は
従
来
「
対
等
論
」
か
ら
う
が
っ
た
推
測
が
あ
り
、
私
は
逆
説
的
に
百
済
に
て
盗
ま
れ
た
と
す
る
説
に
む
し

ろ
賛
成
で
あ
る
と
し
た
が
（「
隋
書
と
書
紀
推
古
続
編
」）、
や
は
り
握
り
潰
し
説
を
よ
り
重
く
評
価
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
私
見
は
こ
の
増
村
氏
の

え
に
大
筋
で
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

33

古
代
日
本
に
お
け
る
「
天
皇
」
号
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
推
古
の
時
か
ら
と
す
る
も
の
と
、
天
武
の
時
か
ら
と
す
る
も
の
と
が
あ
り
、
現
在
は
後
者

の
説
を
支
持
す
る
研
究
者
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
、
後
者
の
立
場
を
中
心
と
し
て
、
本
文
に
引
用
し
た
史
料
に
は
、
後
世
の
改
竄
が
加
え
ら
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
。
本
稿
は
「
天
皇
」
と
い
う
用
語
の
最
初
の
使
用
を
外
交
の
場
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
し
て
、
前
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の

え
は
律
令
制
の
確
立
と
と
も
に
、
天
武
の
時
か
ら
正
式
に
天
皇
号
が
確
立
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
古
代
の
天
皇
制
に

つ
い
て
は
大
津
透
『
古
代
の
天
皇
制
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
ま
た
、
私
見
は
前
掲
註
３
に
掲
げ
た
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
堀
敏
一
氏
の

高
見
に
そ
う
も
の
で
あ
る
。

34

増
村
氏
前
掲
書
『
遣
唐
使
の
研
究
』
第
一
編
「
遣
隋
使
問
題
の
再
検
討
」、
東
野
浩
之
「
日
出
処
・
日
本
・
ワ
ー
ク
ワ
ー
ク
」（『
遣
唐
使
と
正
倉
院
』、

岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
等
参
照
。
な
お
、「
日
出
処
」、「
日
没
処
」
は
『
大
智
度
論
』
に
拠
る
表
記
と
す
る
理
解
も
有
力
で
あ
る
（
東
野
氏
前
掲
論

文
、
河
上
麻
由
子
「
遣
隋
使
と
仏
教
」（『
日
本
歴
史
』
七
一
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）
等
参
照
）。

35

こ
の
時
代
に
お
け
る
外
交
儀
礼
に
関
し
て
は
、
田
島
公
「
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
｜
外
交
儀
礼
か
ら
見
た
天
皇
と
太
政
官
｜
」（『
史
林
』
六

八
｜
三
、
一
九
八
五
年
）、
同
「
外
交
と
儀
礼
」（
岸
俊
男
編
『
日
本
の
古
代
』
七
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
）、
同
「
大
陸
・
半
島
と
の
往
来
」（
吉

村
武
彦
他
編
『
列
島
の
古
代
史
』
四
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
等
参
照
。

36

前
掲
拙
稿
「
隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
推
古
紀
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
｜
遣
隋
使
覚
書
｜
」
参
照
。

37

拙
著
『
中
華
の
崩
壊
と
拡
大
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
第
七
章
、
八
章
参
照
。

38

西
嶋
定
生
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
第
三
章
「
七
｜
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
と
日
本
」
参
照
。

39

八
木
充
「
百
済
の
役
と
民
衆
」（
小
葉
田
淳
教
授
退
官
祈
念
会
『
国
史
論
集
』、
一
九
七
〇
年
）、
鬼
頭
清
明
「
白
村
江
の
戦
い
と
律
令
制
の
形
成
」（
同

著
『
日
本
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
』
所
収
、
校
倉
書
房
、
一
九
七
六
年
）、
韓
昇
「
日
本
と
白
村
江
の
戦
い
｜
政
治
決
定
と
軍
事
行
動
」（
九
州
大
学
二

一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
：
東
ア
ジ
ア
と
日
本
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
：
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
交
流
と
変
容
、
二
〇
〇
四
年
）
等
参
照
。

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序

一
二
五



40

川
本
芳
昭
「
倭
の
五
王
に
よ
る
劉
宋
遣
使
の
開
始
と
そ
の
終
焉
」（『
東
方
学
』
七
六
輯
、
一
九
七
八
年

、
同
『
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
汲

古
書
院
、
一
九
九
八
年
所
収
）
参
照
。

41

藤
沢
義
美
『
西
南
民
族
史
の
研
究
｜
南
詔
国
の
史
的
研
究
』（
株
式
会
社
大
安
、
一
九
六
九
年
）
六
四
頁
参
照
。

魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序

一
二
六


