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契
丹
の
阿
保
機
侵
入
当
時
の
民
族
構
成

遼
史
に
拠
る
に
、
阿
保
機
が
遼
河
流
域
の
経
略
を
推
し
進
め
た
時
、
比
の
地
域
に
住
し
て
い
た
原
住
民
、
即
ち
小
高
句
麗
国
民
は
主
と
し
て

湖
海
人
・
女
直
（
女
真
）
人
・
漢
人
等
で
あ
っ
た
。
遼
史
に
い
う
湖
海
人
・
女
直
人
の
内
容
、
そ
の
相
互
の
種
族
関
係
等
に
就
い
て
は
充
分
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
が
、
そ
れ
は
便
宜
上
あ
と
迎
し
と
し
、
先
ず
此
の
三
種
族
の
居
住
そ
の
も
の
か
ら
実
証
し
て
行
く
。

ω
湖

海

人

阿
保
機
が
小
高
句
麗
国
の
地
に
設
置
し
た
州
と
し
て
確
認
せ
ら
れ
る
の
は
東
平
・
遼
・
鉄
利
・
銀
・
同
・
端
・
帰
・
巌
・
檀
の
九
州
で
あ

る
リ
尚
こ
の
外
に
阿
保
機
が
設
置
し
て
そ
の
所
伝
を
失
し
た
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え
子
此
れ
ら
九
州
の
州
民
を
検
討
す
る

鍵
悶

に
、
そ
の
大
部
分
、
即
ち
檀
州
を
除
く
他
の
八
州
に
は
何
れ
も
湖
海
人
が
居
を
占
め
て
お
り
、
八
州
は
そ
れ
ら
原
住
の
湖
海
人
を
統
治
す
る
た

め
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

先
ず
東
平
郡
（
蓬
陽
府
）
に
就
い
て
見
る
に
、
遼
史
諸
太
祖
紀
・
神
冊
四
年
二
月
の
条
に

修
遼
陽
故
域
。
以
漢
民
・
湖
海
戸
実
之
。
改
為
東
平
郡
。

と
あ
り
、
同
書
雄
一
二
地
理
志
。
東
京
道
・
遼
陽
府
の
条
に
も
比
れ
と
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。
比
の
東
平
郡
の
設
置
に
際
し
そ
の
州
民
に
充

て
ら
れ
た
漢
民
・
湖
海
戸
が
従
前
よ
り
此
の
地
方
に
住
し
て
い
た
者
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
島
田
好
氏
が
「
唐
末
の
遼
東
」
と
題
す
る
論
文
に

位
制

於
い
て
考
証
せ
ら
れ
て
い
る
。
上
文
中
の
「
実
之
」
と
は
原
住
の
漢
民
・
湖
海
戸
を
州
の
戸
籍
に
上
し
編
民
を
充
実
し
た
と
の
意
に
解
せ
ら
れ
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る
ο

次
に
遼
州
に
就
い
て
見
る
に
、
遼
史
唯
一
二
地
理
志
・
東
京
道
・
遼
州
の
条
に

二
四
O

h

ド

、

5

1

遼
州
。
船
。
太
祖
伐
湖
海
制
鵬
先
破
東
平
府
州
選
民
実
之
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
中
の
湖
海
が
小
高
句
麗
国
を
指
し
、
東
平
府
が
遼
州
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
詳
し
く
考
証
し
た
所
で
あ
り
、

「
遷
民
実
之
」
が
そ
の
実
は
遼
州
地
区
に
居
た
土
着
人
を
州
籍
に
上
し
編
民
を
充
実
さ
せ
た
と
の
意
で
あ
る
こ
と
は
既
に
津
田
博
士
が
考
説
せ

位
自

ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
津
田
博
士
は
此
の
土
着
民
を
女
直
人
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
契
丹
は
初
め
原
則
と
し
て
女
直
人
を
州
県
制
に
編
成

世
区
指

す
る
こ
と
を
せ
ず
（
例
外
は
あ
る
が
）
、
氏
部
族
的
統
制
に
依
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
う
し
た
原
則
か
ら
見
て
女
直
人
説
は
再
考
の
余
地
が
あ
る

様
に
思
わ
れ
る
o

遼
史
議
太
祖
紀
・
天
賛
三
年
五
月
の
条
に

徒
蔚
州
民
実
遼
州
地
。
湖
海
殺
刺
史
張
秀
実
而
掠
其
民
。

ま
た

と
て
南
海
人
が
叛
乱
を
作
し
遼
州
の
刺
史
を
殺
し
て
州
民
を
掠
し
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
此
の
湖
海
人
は
島
田
好
氏
の
所
論
に
依
れ
ば
原
住
民

陵
町

と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
既
述
の
如
く
、
こ
の
乱
に
は
先
に
滅
ぼ
さ
れ
た
小
高
句
麗
の
遺
民
や
激
海
国
が
関
係
し
て
い
た
と
想
わ
れ

る
の
で
、
た
だ
遼
州
土
着
の
融
海
人
の
み
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
い
か
が
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
遼
州
に
起
っ
た
叛
乱
で
あ
る
以
上
、

こ
こ
の
州
民
が
参
加
し
て
中
心
的
な
活
動
を
し
た
こ
と
だ
け
は
紛
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。
果
し
て
然
ら
ば
、
契
丹
の
遼
州
は
土
着
女
直
人
統
治

の
為
に
置
か
れ
た
と
解
す
べ
き
で
な
く
、
こ
れ
ら
土
着
湖
海
人
を
統
治
す
る
為
に
置
い
た
州
と
見
る
の
が
妥
当
な
解
釈
と
な
る
。
乱
を
起
す
ほ

ど
の
力
を
有
っ
て
い
た
こ
と
は
土
着
瀬
海
人
の
勢
力
が
微
弱
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
次
に
遼
申
込
一
ニ
地
理
志
・
東
京
道
・
広
州
の
条
に

太
祖
遷
湖
海
入
居
之
。
建
鉄
利
州
。

と
あ
る
が
、
此
の
「
遷
潮
海
人
居
之
」
が
鉄
利
州
建
置
に
際
し
州
域
内
の
土
着
融
海
人
を
州
籍
に
上
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
所
伝
で
あ
る
こ
と

は
、
東
平
・
遼
二
州
の
同
様
記
事
か
ら
類
推
し
て
容
易
に
察
見
せ
ら
れ
よ
う
。
鉄
利
州
も
亦
土
着
湖
海
人
を
統
治
す
る
為
に
設
置
し
た
州
と
解

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
遼
史
崎
一
二
地
理
志
・
東
京
道
・
帰
州
の
条
に

帰
州
。
附
太
祖
平
瀬
海
。
以
降
戸
置
。
後
廃
。



と
て
、
帰
州
は
太
祖
が
湖
海
を
平
げ
そ
の
降
戸
を
以
て
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
此
の
帰
州
は
前
帰
州
で
あ
り
、
「
平
湖
海
」
は

「
平
小
高
句
麗
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
、
先
に
詳
考
し
た
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
小
高
句
麗
を
平
げ
て
降
し
た
戸
と
は
高
句
麗
人
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
比
の
記
事
の
み
か
ら
い
え
ば
湖
海
の
降
戸
即
ち
融
海
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
遼
史
の
湖
海
人
と
は
高
句
麗
人
を
意
味
じ

て
い
た
か
、
少
く
と
も
そ
れ
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
生
れ
る
。
そ
の
詳
細
は
後
文
に
更
め
て
論
述
す
る
と
し
て
、
と
に
か
く

遼
史
の
所
伝
に
従
え
ば
前
帰
州
も
亦
土
着
激
海
人
の
降
戸
を
置
い
て
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
東
平
・
遼
・
鉄
利
・
帰
四
州
の
原
住
民
が
遼
史
に
謂
湖
海
人
で
あ
り
、
四
州
は
こ
れ
ら
融
海
人
を
統
治
す
る
為
に
契
丹
が
設
置
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
同
様
に
藩
・
巌
・
銀
・
銅
の
四
州
も
原
住
湖
海
人
統
治
の
為
に
太
祖
の
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
立
証

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
小
高
句
麗
国
の
行
政
制
度
を
踏
ま
え
た
考
証
が
必
要
な
の
で
、
こ
こ
に
は
割
愛
し
て
、
原
住
融
海
人
の
居

住
範
囲
に
就
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

阿
保
機
の
設
置
と
確
認
せ
ら
れ
る
九
州
の
う
ち
、
激
海
人
を
以
て
置
い
た
州
は
、
考
証
を
省
略
し
た
四
州
を
加
え
て
八
州
と
な
り
、
そ
の
最

北
端
に
在
っ
た
の
は
今
の
鉄
嶺
と
開
原
と
の
中
聞
に
比
定
せ
ら
れ
る
同
州
で
あ
る
か
ら
、
阿
保
機
が
侵
入
し
た
当
時
の
遼
東
原
住
湖
海
人
の
北

限
は
少
く
と
も
今
の
開
原
附
近
に
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
遼
東
行
部
志
に
著
者
王
寂
が
威
平
（
関
原
）
に
滞
在
中
に
扱
っ
た
事
件
と
し
て
陳

右
出
身
の
漢
人
が
湖
海
人
の
家
に
飯
を
よ
ば
れ
毒
を
盛
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
行
部
志
の
記
事
は
金
の
章
宗
の
明
昌
元
年
（
一
一
九
O
）

の
こ
と
で
、
遼
初
よ
り
三
百
年
近
く
も
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
の
湖
海
人
が
阿
保
機
侵
入
当
時
か
ら
の
土
着
樹
海
人
の
子
孫
と
は
断
定
で

き
な
い
が
、
と
に
か
く
金
の
建
国
後
も
開
原
方
面
に
融
海
人
の
居
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
関
原
に
は
高
句
麗
の
城
が
お
か
れ
、
小
高
句

麗
時
代
も
銅
州
銅
山
県
の
地
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
高
句
麗
人
の
衆
居
が
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
な
く
、
も
し
遼
史
に
い
う
瀬
海
人
が
高

句
麗
人
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
激
海
人
の
衆
居
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
遼
史
を
通
検
す
る
に
、
開
原
以
北
に
阿
保
機
が
州
を

設
置
し
た
と
の
明
伝
は
無
い
。
た
だ
遼
東
行
部
志
に

清
安
繰
。
世
伝
。
遼
太
祖
始
置
為
粛
州
。
本
朝
改
降
為
県
。

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
ハ
日
野
）
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四
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二
四
二

と
あ
っ
て
、
粛
州
（
開
原
の
北
方
）
は
阿
保
機
の
設
置
し
た
も
の
と
の
世
伝
が
金
代
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

地
理
志
・
東
京
道
の
此
の
州
の
条
に
は

然
し
遼
史
鳩
＝
一

粛
州
。
信
陵
軍
。
刺
史
0

・
重
県
十
年
。
州
民
亡
入
女
直
。
取
之
復
置
。
兵
事
隷
北
女
直
兵
馬
司
。
統
県
一
。
清
安
。

と
あ
っ
て
、
比
の
州
が
興
宗
の
重
県
十
年
以
前
の
設
置
で
あ
り
、
一
度
州
民
が
女
直
の
中
に
逃
亡
し
た
の
を
此
の
年
に
連
れ
戻
し
て
復
置
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
が
、
果
し
て
阿
保
機
の
創
置
し
た
州
で
あ
る
か
ど
う
か
、
又
復
置
の
粛
州
が
前
粛
州
と
同
一
地
で
あ
っ
た

信
回

か
ど
う
か
は
共
に
確
か
め
ら
れ
な
い
。
州
民
が
女
直
に
逃
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
等
が
漢
人
で
な
く
湖
海
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
、

臨
時

又
此
の
州
の
州
民
は
湖
海
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
周
近
の
地
は
女
直
人
の
住
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
開
原
に
原
住
瀬
海
人
が

推
認
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
傍
近
直
北
の
粛
州
の
地
に
も
土
着
湖
海
人
が
居
り
、
そ
の
統
治
の
為
に
阿
保
機
が
州
を
置
い
た
こ
と
も
可
能

性
の
な
い
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
然
し
そ
れ
に
し
て
も
開
原
以
北
に
於
い
て
阿
保
機
が
設
置
し
た
も
の
と
確
認
で
き
る
州
の
所
伝
は
な
い
。
所

伝
の
な
い
こ
と
を
以
て
州
の
無
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
然
し
以
南
に
於
い
て
八
州
を
計
え
る
こ
と
と
対
比
す
れ

ば
、
少
く
と
も
非
常
に
少
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
は
な
ろ
う
。
契
丹
は
漢
人
・
湖
海
人
を
統
治
す
る
に
州
県
制
を
以
て
し
、
他
の
民
族
は
若
干

の
例
外
を
除
く
外
殆
ん
ど
此
の
制
度
を
適
用
し
て
い
な
い
か
ら
、
州
県
設
置
の
所
伝
の
な
い
開
原
以
北
に
は
原
住
激
海
人
の
大
衆
居
は
無
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
抱
か
れ
る
。
遼
東
行
部
志
に
は
王
寂
が
韓
州
（
八
面
城
）
を
発
っ
て
二
日
目
に
宿
泊
し
た
松
瓦
千
戸
薬
に
就
い

て

松
瓦
者
城
也
。
案
近
高
麗
旧
城
。
故
以
名
之
。

と
述
べ
て
い
る
。
果
し
て
松
瓦
が
城
の
意
味
か
ど
う
か
謹
に
明
断
し
か
ね
る
が
、
高
句
麗
の
旧
城
が
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
よ
り
二
日
目
に
宿
し
た
の
は

宿
闘
羅
察
激
海
高
氏
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
、
闘
羅
案
の
湖
海
人
の
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
よ
り
四
日
目
に
威
平
に
入
っ
て
い
る
。
右
の
激
海
人
が
果
し
て
阿
保
機
侵
入
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前
か
ら
の
土
着
人
の
子
孫
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
そ
の
聞
に
三
百
年
の
歳
月
と
幾
度
か
の
政
治
的
大
変
動
、
住
民
の
移
遷
が
あ
う
た
の
で
あ

る
か
ら
、
先
の
韓
州
の
激
海
人
と
同
様
、
こ
れ
を
以
て
謹
初
土
着
湖
海
人
居
住
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
方
法
上
容
さ
れ
な
い
所
で
あ
る
。
何
れ

に
し
て
も
開
元
以
北
に
於
い
て
は
遼
初
に
土
着
激
海
人
の
有
力
集
団
の
居
た
こ
と
を
確
認
し
得
る
証
拠
は
今
の
所
見
出
さ
れ
な
い
の
で
お
る
。

絶
対
に
居
な
か
っ
た
と
推
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
又
開
原
以
南
に
於
け
る
優
勢
な
存
在
か
ら
見
て
以
北
に
も
若
干
は
居
た
で
あ
ろ
う
と

考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
が
、
勢
力
的
な
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
今
の
所
困
難
で
あ
る
。
大
体
開
原
附
近
を
以
て
激
海
人
衆
居
の
ほ
ぼ
北

限
と
見
て
お
く
外
な
い
。

融
海
人
八
州
中
の
最
南
の
州
は
東
平
郡
（
遼
陽
）
で
あ
る
が
、
更
に
南
の
遼
河
口
に
在
っ
た
鎮
東
聞
に
は
瀬
海
人
が
居
た
と
推
測
し
得
ベ
き

陸
自

根
拠
が
あ
る
か
ら
、
彼
等
居
住
の
南
界
は
ほ
ぼ
遼
河
口
に
達
し
て
い
た
と
い
え
る
。
更
に
南
に
及
ん
で
い
た
か
否
か
は
判
ら
な
い
が
、
遼
河
口

に
ま
で
拡
が
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
。

阿
保
機
の
侵
略
は
大
体
運
河
沿
流
地
帯
に
止
ま
り
、
そ
れ
よ
り
東
方
の
蘇
子
河
流
域
や
鴨
緑
江
右
岸
の
地
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
従
っ
て
遼

史
に
は
此
れ
ら
の
地
域
の
阿
保
機
時
代
に
於
け
る
土
着
民
の
所
伝
は
な
い
。
然
し
遼
河
沿
流
地
帯
の
土
着
民
が
激
海
人
を
主
と
し
て
い
た
以

上
、
そ
れ
よ
り
東
方
の
樹
海
国
に
近
い
住
民
は
や
は
り
遼
史
の
い
う
撤
海
人
を
主
と
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
阿
保
機
侵
略
当
時
の
遼
東
の
主
住
民
を
遼
史
は
滑
海
人
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
土
着
の
所
謂
瀬
海
人
は
ほ
ぼ

開
原
附
近
を
そ
の
主
住
域
の
北
限
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
激
海
人
の
戸
口
を
考
え
る
に
、
そ
の
具
体
的
な
数
は
所
伝

が
な
く
明
ら
か
で
な
い
が
、
頗
る
多
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
立
証
せ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
の
証
拠
と
も
い
う
べ
き
は
、
東
平
・
遼
・
鉄
利
等
の
州

の
瀬
海
人
勢
力
が
頗
る
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
史
実
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
こ
こ
を
占
領
し
た
阿
保
機
が
土
着
瀬
海

人
の
少
か
ら
ぬ
数
を
西
方
の
契
丹
本
土
に
徒
置
し
て
彼
等
の
勢
力
の
割
減
を
は
か
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
は
阿
保
機
侵
略
以
前
に
彼
等

土
着
民
を
以
て
置
か
れ
て
い
た
此
の
地
方
の
州
県
の
数
が
轄
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
ら
の
詳
考
は
後
に
ま
わ
し
、
こ
こ
で
は
た
だ

所
謂
激
海
人
が
大
い
に
繁
桁
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
止
め
る
。
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(2) 

漢

人

遼
史
述
太
祖
紀
・
神
冊
四
年
二
月
丙
寅
の
条
に

修
遼
陽
故
城
。
以
漢
民
・
溺
海
戸
実
之
、
改
為
東
平
郡
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
東
平
郡
設
置
の
際
、
州
籍
に
上
し
た
州
民
中
に
漢
人
の
居
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

が
州
域
内
土
着
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
考
説
し
た
如
く
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
漢
人
も
亦
土
着
の
者
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
阿
保

機
は
東
平
郡
設
置
の
後
、
此
所
に
河
北
で
停
え
た
漢
人
を
移
入
し
た
。
同
巻
・
神
冊
六
年
十
二
月
の
条
に

詔
。
徒
檀
・
順
民
子
東
平
・
溶
州
。

こ
の
時
、
共
に
州
籍
に
上
せ
ら
れ
た
激
海
戸

と
あ
る
は
こ
の
こ
と
を
伝
え
た
記
事
で
あ
る
。
か
く
て
東
平
郡
即
ち
謹
陽
府
の
管
下
に
は
原
住
・
移
入
の
漢
人
が
住
む
こ
と
と
な
っ
た
。
地
理

志
の
遼
陽
府
の
条
に

恥
。
南
外
城
。
謂
之
漢
域
。
云
云
。

と
て
、
遼
陽
府
城
の
一
部
と
し
て
漢
城
の
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
漢
城
は
契
丹
の
大
城
邑
（
例
え
ば
上
京
臨
横
府
等
〉
に
設
け
ら

れ
た
漢
人
区
域
で
あ
る
か
ら
、
右
記
事
に
依
り
遼
陽
府
郭
内
に
漢
人
が
一
区
域
を
為
し
て
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
確
め
得
る
。
此
の
漢
人
は
必

ず
や
東
平
郡
時
代
か
ら
の
原
住
・
移
入
漢
人
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。

漢
人
は
契
丹
領
内
に
於
い
て
は
必
ず
州
県
制
に
編
成
し
て
統
治
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
阿
保
機
設
置
の
九
州
及
び
そ
の
管
下
諸
県
に
就
い

て
原
住
漢
人
の
居
住
を
確
認
し
得
る
も
の
を
探
索
す
る
に
、
右
の
東
平
郡
た
だ
一
州
を
得
る
の
み
で
、
他
に
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
史
伝
の

不
備
な
遼
史
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
の
結
果
か
ら
直
ち
に
土
着
漢
人
の
居
住
が
東
平
一
州
に
限
ら
れ
、
他
に
は
全
然
居
な
か
っ
た
と
推
断
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
然
し
土
着
渦
海
人
の
居
住
が
八
州
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
土
着
漢
人
の
州
が
溺
海
人
も
住
し
て
い
た
東
平
た

だ
一
州
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
土
着
漢
人
の
梢
々
集
中
的
な
居
住
が
東
平
以
外
に
於
い
て
は
殆
ん
ど
い
う
に
足
る
も
の
無
く
、
総
じ
て
そ
の
数
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の
極
め
て
少
か
っ
た
こ
と
を
推
断
す
る
根
拠
に
は
な
る
ο

漢
人
の
本
土
た
る
中
国
か
ら
一
層
離
れ
て
い
る
九
州
以
東
や
以
北
の
地
に
は
漢
人
は

愈
々
居
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
漢
人
が
か
く
も
少
か
っ
た
の
は
中
国
か
ら
の
漢
人
移
住
が
久
し
く
絶
え
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

阿
保
機
が
未
だ
可
汗
と
な
ら
な
い
以
前
、
二
回
に
わ
た
っ
て
女
直
を
伐
っ
た
こ
と
、
そ
の
範
囲
は
開
原
方
面
か
ら
東
遼
河
流
域
に
及
ぶ
一
帯

の
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
比
の
区
域
は
小
高
句
麗
領
土
の
西
北
部
に
当
っ
て
い
た
こ
と
等
は
先
に
論
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
女
直

人
が
開
原
以
北
一
帯
、
小
高
句
麗
国
の
領
域
内
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
そ
の
居
住
の
南
界
が
ど
の
線
ま
で
延
び
て
い
た
か

は
更
め
て
詳
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
此
の
南
界
の
究
明
に
最
も
役
立
つ
の
は
北
女
直
兵
馬
司
の
管
轄
範
囲
で
あ
る
。
遼
史
鳩
一
ニ
地
理
志

・
東
京
道
の
項
よ
り
所
管
州
を
抽
出
表
示
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。
尚
表
記
の
外
に
上
京
道
・
竜
化
州
が
北
女
直
兵
馬
司
に
隷
し
て
い
た
こ

と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
又
遼
史
一
一
一
二
地
理
志
・
東
京
道
・
銅
州
の
条
を
見
る
に

銅
州
。
広
利
軍
。
刺
史
。
湖
海
置
。
兵
事
隷
北
兵
馬
司
。
統
県
一
。

制

女

直

人

契
丹
北
女
直
兵
馬
司
所
管
表

州

名

一

設

置

年

代

一

現

位

置

遼
州
一
太
祖
時
代
一
遼
浜
塔

檀

州

一

同

一

慶

雲

壁

銀

州

一

同

一

一

欽

嶺

同
州
一
同
一
関
原
・
鉄
嶺
の
中
間

成
州
一
聖
宗
時
代
一
関
原

韓

州

一

同

一

八

面

城

粛

州

一

同

一

関

原

の

北

鎚
州
一
太
宗
時
代
一
鉄
嶺
の
西

安
州
一
？
一
関
原
北
方
鷲
鴬
樹
附
近

と
あ
り
、
そ
の
統
県
の
析
木
（
今
名
同
じ
）
県
の
条
に

祈
木
県
。
刷
。
初
隷
東
京
。
後
来
一
属
。

と
あ
っ
て
、
銅
州
が
東
京
遼
陽
（
統
軍
司
・
留
守
司
・
都
部
署
司
の
何
れ
に
属
し
て
い
た
の

障
担

か
明
記
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
留
守
司
で
あ
ろ
う
）
よ
り
北
兵
馬
司
に
来
属
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
、
然
も
此
の
北
兵
馬
司
は
北
女
直
兵
馬
司
の
略
称
の
如
く
解
せ
ら
れ
る
か

ら
、
右
所
伝
に
従
え
ば
銅
州
も
亦
北
女
直
兵
馬
司
に
隷
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
然
し
析
木

城
は
海
域
の
東
南
に
在
り
、
此
の
位
置
か
ら
考
え
て
、
東
京
慈
陽
を
越
え
て
そ
の
彼
方
に
在

る
北
女
直
兵
馬
司
に
隷
し
た
と
い
う
右
の
所
伝
に
は
何
ら
か
の
錯
誤
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
〉

二
四
六

は
な
い
か
と
の
疑
念
が
挟
ま
れ
る
。
そ
こ
で
問
巻
の
遼
陽
府
の
条
を
見
る
に
、
そ
の
統
県
九
の
第
四
に

祈
水
献
の
県
。
本
漢
望
平
県
地
。
融
海
為
花
山
県
。
戸
一
千
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
依
れ
ば
銅
州
に
属
し
て
い
た
筈
の
祈
木
県
は
遼
陽
府
に
も
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

あ
る
か
ら
、
ど
こ
か
に
伝
載
上
の
誤
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
遼
東
行
部
志
を
見
る
に
、
威
平
（
関
原
）
を
発
っ
て
銅
山
県
に
宿
し
た
こ
と
を

一
県
の
両
属
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で

記
し
て宿

銅
山
県
。
銅
山
遼
之
銅
州
也
。
本
朝
改
為
東
平
県
鴬

と
あ
り
、
遼
の
銅
州
は
金
に
な
っ
て
東
平
県
に
改
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
所
で
遼
史
雄
一
二
地
理
志
・
東
京
道
・
同
州
の
条
に
依
る
に
、
そ

の
統
県
は
二
で
、
郭
下
を
東
平
、
他
を
永
田
臼
と
い
っ
た
と
あ
る
。
即
ち
金
の
東
平
県
は
遼
以
来
東
平
県
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

た
だ
遼
で
は
東
平
県
は
同
州
の
郭
下
で
あ
っ
た
為
、
そ
こ
は
同
州
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、
金
で
は
同
州
を
廃
し
た
為
、
州
名

が
す
た
れ
て
東
平
の
県
名
で
呼
ば
れ
る
様
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
行
部
志
に
い
う
「
本
朝
改
為
東
平
県
」
と
は
こ
の
様
な
地
名
称
呼
の

変
化
を
誤
謬
ま
じ
り
に
伝
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
て
見
る
と
、
遼
の
同
州
は
銅
州
と
も
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
遼
代
に

は
析
木
県
を
統
轄
す
る
銅
州
と
東
平
県
等
を
統
轄
す
る
銅
（
同
）
州
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
先
に
疑
念
を
挟
ん
だ
錯
誤
は
恐
ら
く
此
の
両
銅
州

の
混
清
か
ら
生
れ
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
銅
州
の
関
係
や
遼
史
地
理
志
の
錯
誤
の
由
来
等
に
就
い
て
は
更
に
詳
し
く
考
究
す
る
必
要
が
あ
る

註
担

が
、
そ
れ
は
州
県
制
度
の
問
題
と
し
て
扱
う
の
が
適
切
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
た
だ
疑
問
の
州
と
し
て
考
察
外
に
お
く
こ
と
と
す
る
。

法
制

表
の
諸
州
の
う
ち
現
位
置
の
判
明
し
な
い
郵
州
（
大
延
琳
の
叛
乱
の
際
、
そ
の
刺
史
李
匡
禄
が
乞
援
の
た
め
高
麗
に
入
っ
て
お
り
、
延
琳
の
兄

弟
の
延
定
と
共
に
高
麗
に
働
き
か
け
た
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
重
要
な
州
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
を
別
と
し
て
、
他
の
九

州
の
所
在
を
見
る
に
、
銀
州
・
遼
州
を
南
界
と
し
、
韓
州
を
北
界
と
す
る
中
間
の
地
区
に
集
っ
て
い
る
。
但
し
上
京
道
の
竜
化
州
の
み
は
遥
か

に
離
れ
て
西
方
に
位
置
し
、
箪
ろ
契
丹
本
土
に
近
い
。
此
の
北
女
直
兵
馬
司
は
民
政
機
関
で
は
な
く
軍
政
機
関
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
管
轄
区

域
も
軍
管
区
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
管
地
域
を
以
て
そ
の
ま
ま
精
確
に
北
女
直
の
住
地
に
合
致
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
し
又
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逆
に
此
れ
を
北
女
直
の
住
地
と
無
関
係
の
軍
管
区
と
見
る
の
も
正
し
く
な
い
。
北
女
直
兵
馬
司
は
所
謂
北
女
直
の
控
制
統
御
を
目
的
と
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
の
所
管
区
域
は
当
然
北
女
直
の
住
域
を
脱
ん
で
定
め
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
即
ち
北
女
直
兵
馬
司
の
管
轄
区
域

を
以
て
精
密
に
北
女
直
の
住
域
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
（
例
え
ば
契
丹
本
土
に
近
い
竜
化
州
に
は
北
女
直
は
住
ん
で
い
な
い
て
多
少

の
出
h

八
り
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
大
体
に
於
い
て
そ
の
住
域
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
推
定
し
て
大
過
無
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
南
女
直

湯
河
司
の
管
轄
区
域
が
南
女
直
、
即
ち
局
蘇
館
女
直
の
住
地
と
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
類
例
か
ら
も
一
一
層
確
め
ら
れ
る
。

北
女
直
兵
馬
司
の
管
轄
区
域
（
竜
化
州
を
除
く
）
を
以
て
北
女
直
の
大
体
の
住
地
で
あ
ろ
う
と
す
る
右
の
推
定
に
大
過
な
い
以
上
、
北
女
直

の
住
域
は
そ
の
南
界
を
ほ
ぼ
銀
州
（
鉄
嶺
）
附
近
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
銀
州
以
北
が
女
直
人
の
住
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
更
め
て
論
ず
る

ま
で
も
あ
る
ま
い
。

銀
州
・
同
州
・
威
州
方
面
に
は
相
当
数
の
湖
海
人
が
住
み
、
銀
・
同
二
州
管
下
の
五
県
は
そ
れ
ら
の
激
海
人
を
編
民
と
し
て
置
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
、
此
の
地
方
に
は
湖
海
人
と
女
直
人
と
が
共
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
比
の
両
者
の
民
族
関
係
・
居
住
関

係
・
統
治
関
係
等
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
専
単
行
す
る
必
要
が
あ
る
。

北
女
直
に
対
し
て
南
女
直
の
名
称
が
遼
史
に
著
れ
て
い
る
。
南
女
直
と
は
遼
東
半
島
に
住
ん
で
い
た
局
蘇
館
女
直
の
こ
と
で
、
契
丹
が
徹
底

的
に
こ
れ
を
経
略
帰
服
せ
し
め
た
の
は
遼
初
か
ら
約
百
年
も
後
の
聖
宗
時
代
で
あ
る
o

北
女
直
は
此
の
南
女
直
に
対
す
る
称
呼
で
、
北
南
は
共

に
そ
の
相
互
の
位
置
か
ら
契
丹
が
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
麗
が
威
興
方
面
か
ら
出
入
す
る
女
直
を
東
北
女
真
又
は
東
女
真
と
い
い
、
西
北
境

か
ら
出
入
す
る
女
直
を
西
北
女
真
又
は
西
女
真
と
い
っ
て
い
る
の
と
同
じ
分
け
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
上
来
論
述
し
た
女
直
は
北
女
直
の

こ
と
で
、
此
の
所
謂
北
女
直
の
東
や
北
に
も
女
直
が
蔓
延
し
、
懐
徳
・
新
安
鎮
方
面
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
女
直
の
本
拠
か
ら
考
え
て
自

ら
明
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
北
女
直
の
住
地
は
明
か
に
故
の
小
高
句
麗
の
領
土
内
に
当
る
。
そ
し
て
契
丹
の
阿
保
機
は
そ
の
可
汗
即
位
前
に
早
く

も
此
れ
を
征
服
し
た
。
即
ち
阿
保
機
が
侵
入
し
た
当
時
、
換
言
す
れ
ば
小
高
句
麗
国
の
末
年
時
代
に
は
、
今
の
鉄
嶺
以
北
懐
徳
・
新
安
鎮
に
至

る
一
帯
の
地
に
女
直
人
を
住
民
と
し
て
抱
え
込
み
、
然
も
そ
れ
ら
女
直
人
は
有
力
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
か
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
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句
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
〉

二
四
八

る
。
南
女
直
の
住
地
た
る
遼
東
半
島
は
小
高
句
麗
国
の
領
域
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
確
に
し
難
い
が
、
少
く
も
直
轄
地
で
あ
っ
た
と
認
め
得
る

依
拠
は
無
い
。
又
南
女
直
た
る
易
蘇
館
女
直
が
遼
東
に
入
居
し
た
の
が
何
時
頃
か
ら
で
あ
っ
た
か
も
未
だ
確
め
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
遼
東

半
島
の
局
蘇
館
女
直
を
以
て
小
高
句
麗
時
代
よ
り
そ
の
民
族
構
成
の
一
要
素
を
な
し
て
い
た
も
の
と
見
得
る
か
否
か
、
渥
か
に
決
定
し
か
ね

る
。
後
考
を
倹
つ
。

N 

融
海
人
・
女
直
人
の
人
種
的
構
成

遼
史
は
阿
保
機
が
侵
入
討
滅
し
た
当
時
の
小
高
句
麗
国
民
が
湖
海
人
・
女
直
人
・
漠
人
よ
り
構
成
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、

高
句
麗
人
の
居
住
に
就
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
高
句
麗
人
を
国
民
構
成
の
中
心
要
素
と
し
て
建
て
ら
れ
た
小
高
句
麗
圏
内
の
住
民
が

遼
初
に
至
っ
て
そ
の
高
句
麗
人
の
伝
を
残
さ
ず
、
代
っ
て
湖
海
人
・
女
直
人
の
出
現
を
伝
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
湖
海
人
・
女
直
人
と
高
句
麗

人
と
の
関
係
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
尤
も
此
の
遼
史
に
い
う
湖
海
人
が
高
句
麗
人
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
か
に
受
取
ら
れ
、
少
く

と
も
そ
れ
を
含
ん
で
い
た
も
の
の
如
く
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
一
言
し
た
が
、
そ
れ
は
極
め
て
大
雑
把
な
推
測
を
述
べ
た
程
度
に
す
ぎ
ず
、

更
め
て
精
密
な
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
高
句
麗
人
の
史
伝
よ
り
の
消
滅
、
湖
海
人
の
出
現
と
い
う
大
き
な
問
題
を
解
く
に
当
っ
て
は
、

何
を
措
い
て
も
比
の
両
者
の
人
種
的
解
明
が
先
決
で
あ
る
。
漢
人
の
人
種
的
考
察
は
勿
論
不
要
で
あ
る
。
新
に
出
現
し
た
女
直
に
就
い
て
は
湖

海
人
と
の
関
係
に
於
い
て
そ
の
人
種
を
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
但
し
彼
等
の
人
種
的
考
察
は
極
め
て
大
き
な
問
題
で
、
多
方
面
か
ら
の
複
雑

な
分
析
考
証
を
要
し
、
詳
し
く
は
専
考
の
一
大
論
文
を
組
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
よ
っ
て
詳
考
は
別
の
機
会
を
期
し
、
こ
こ
で
は
た
だ
小
高
句
麗
国

民
の
民
族
構
成
と
い
う
立
場
か
ら
絶
対
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
範
囲
に
絞
っ
て
概
要
を
述
べ
る
に
止
め
る
。
以
下
の
行
論
は
す
べ
て
概
説
的
で

論
拠
や
立
証
を
一
々
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
上
述
の
様
な
趣
旨
に
立
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
論
拠
の
戎
る
も
の
は
既
発
表
の
拙
稿
よ
り
採

っ
て
お
り
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
機
を
得
て
考
説
し
た
い
考
え
で
あ
る
。
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は）

融
海
人
の
人
種
的
構
成

悠
久
先
秦
の
昔
、
北
方
に
向
っ
て
発
展
し
た
漢
民
族
は
東
北
長
城
線
の
外
、
今
の
満
州
に
於
い
て
減
と
自
称
す
る
民
族
に
遭
遇
し
、
比
れ
を

減
額
、
即
ち
減
と
称
す
る
額
と
呼
ん
だ
。
結
と
は
漢
民
族
が
未
だ
黄
河
の
流
域
を
住
域
と
し
て
い
た
時
代
に
そ
の
北
方
に
住
し
て
い
た
有
力
な

異
民
族
の
名
称
で
、
そ
れ
よ
り
転
じ
て
漢
民
族
は
額
を
異
民
族
一
般
の
呼
称
に
も
用
い
て
い
た
。
此
の
減
額
、
即
ち
減
と
自
称
す
る
異
民
族
の

住
域
は
、
伊
通
河
の
流
域
、
伊
通
河
と
の
合
流
点
附
近
よ
り
上
流
の
北
流
松
花
江
流
域
、
及
び
敦
化
地
区
を
経
て
間
島
に
至
り
、
更
に
半
島
の

威
鏡
道
よ
り
江
原
道
に
展
び
、
又
輝
発
河
流
域
、
鴨
緑
・
修
佳
二
水
流
域
に
も
拡
が
っ
て
い
た
。
減
族
の
内
部
は
彩
し
く
多
数
の
部
族
に
分

れ
、
各
部
族
に
は
そ
れ
ぞ
れ
部
の
名
称
が
あ
っ
た
。
広
大
な
地
域
に
撒
布
し
た
減
族
の
中
、
先
ず
伊
通
河
流
域
の
者
が
部
族
同
盟
を
結
成
し
て

団
結
を
固
め
た
。
そ
し
て
此
の
部
族
同
盟
の
盟
主
と
し
て
此
の
団
結
を
率
い
た
の
は
夫
余
部
で
、
夫
余
部
の
部
長
は
此
の
団
結
の
強
化
と
相
表

裏
し
て
支
配
権
を
強
化
し
、
遂
に
盟
主
よ
り
君
主
に
発
展
し
、
此
の
団
結
は
夫
余
王
国
と
な
っ
た
。
夫
余
王
国
は
更
に
北
流
松
花
江
・
輝
発
河

二
水
流
域
の
同
族
を
領
内
に
入
れ
、
そ
の
最
盛
時
に
は
把
宴
と
呼
ば
れ
る
異
民
族
を
も
征
服
し
て
い
た
。
夫
余
王
国
発
展
の
結
果
、
同
圏
内
の

減
族
は
夫
余
族
・
夫
余
人
と
呼
ば
れ
る
様
に
な
り
、
減
の
旧
名
は
廃
れ
た
が
、
夫
余
玉
は
普
の
ま
ま
「
減
王
之
印
」
を
用
い
て
い
た
と
い
う
。

伊
通
河
の
流
域
は
西
方
の
遊
牧
勢
力
と
満
洲
の
猟
農
勢
力
と
の
接
触
点
で
あ
り
、
又
中
国
に
往
来
す
る
交
通
路
線
が
あ
っ
て
、
西
や
南
の
外
来

文
化
の
摂
取
に
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
と
共
に
遊
牧
系
の
武
力
的
発
展
の
脅
威
を
最
も
受
け
易
い
所
で
も
あ
っ
た
。
満
鮮
に
拡
が
る
同
族
の
う

ち
で
此
の
地
方
の
識
が
先
ず
建
国
し
て
繁
栄
を
築
い
た
主
な
原
因
は
こ
う
し
た
事
情
に
在
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
夫
余
王
国
の
隆
昌
は
両
漢
・

三
国
の
時
代
に
頂
点
に
達
し
、
南
北
朝
時
代
に
滅
さ
れ
て
い
る
。

夫
余
に
次
い
で
興
っ
た
減
族
の
国
家
は
高
句
麗
王
国
で
あ
る
。
高
句
麗
ほ
も
と
鴨
緑
・
修
佳
二
水
流
域
に
住
む
減
の
一
部
族
の
名
称
で
、
此

れ
が
他
の
部
族
を
征
服
帰
降
せ
し
め
て
建
て
た
の
が
高
句
麗
王
国
で
あ
る
。
高
句
麗
王
国
は
前
漢
末
よ
り
強
化
の
緒
に
就
き
、
最
後
に
大
唐
に

滅
さ
れ
る
ま
で
数
百
年
に
わ
た
っ
て
発
展
隆
昌
を
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
鴨
縁
・
修
住
二
水
流
域
の
減
族
は
高
句
麗
族
・
高
句
麗
人
と
呼
ば
れ

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
〈
日
野
〉

二
五

O

る
様
に
な
り
、
又
そ
の
政
治
的
発
展
と
共
に
高
句
麗
人
の
住
域
も
拡
っ
て
西
は
遼
東
よ
り
東
は
朝
鮮
半
島
に
ま
で
及
ん
で
行
っ
た
。
高
句
麗
の

勃
興
は
漢
の
満
鮮
経
営
の
影
響
に
よ
る
所
が
多
か
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

江
原
道
の
識
は
最
後
ま
で
一
部
族
に
よ
る
統
一
が
な
く
、
従
っ
て
最
後
ま
で
減
ま
た
は
減
額
と
呼
ば
れ
、
高
句
麗
王
国
に
征
服
せ
ら
れ
そ
の

支
配
を
受
け
て
い
る
う
ち
に
何
時
し
か
韓
や
高
句
麗
人
等
の
聞
に
混
融
し
、
南
北
朝
末
に
は
種
族
と
し
て
の
存
在
を
絶
っ
て
終
っ
た
。
大
陸
文

化
の
届
き
に
く
い
僻
遠
の
地
に
拠
っ
た
こ
と
が
こ
う
し
た
運
命
の
主
た
る
因
由
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
大
陸
文
化
か
ら
僻
遠
の
間
島
・
威
鏡
方
面
の
減
族
も
亦
最
後
ま
で
統
一
が
無
く
、
た
め
に
弱
小
勢
力
と
し
て
或
は
中
国
が
設
置
し
た
平

壌
の
楽
浪
郡
に
藩
属
入
賞
し
、
或
は
高
句
麗
の
勃
興
と
共
に
此
れ
に
隷
従
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
。
然
し
そ
の
う
ち
で
は
今
の
威
興
の
地
に
拠
っ

た
沃
祖
部
が
最
も
著
れ
、
又
他
の
諸
部
は
す
べ
て
そ
の
背
後
の
奥
地
に
位
置
し
て
い
た
関
係
か
ら
楽
浪
郡
へ
の
入
貢
に
は
沃
温
部
の
地
を
経
て

い
た
た
め
、
中
国
人
は
彼
等
を
す
べ
て
沃
温
と
し
て
扱
い
、
威
奥
方
面
の
者
を
南
沃
温
、
鏡
城
よ
り
間
島
方
面
の
者
を
北
沃
温
と
い
っ
た
。

階
以
後
、
夫
余
人
は
粟
末
鞍
鞠
、
又
は
扶
余
綜
鞠
と
呼
ば
れ
、
沃
祖
人
は
白
山
株
鞠
と
呼
ば
れ
た
。
即
ち
惰
唐
時
代
の
所
謂
高
句
麗
人
・
粟

末
・
白
山
両
株
鞠
は
同
血
同
語
の
同
族
で
、
何
れ
も
減
額
種
で
あ
っ
た
。
減
額
種
は
通
古
斯
族
の
血
を
根
幹
と
し
て
蒙
古
種
の
血
の
混
入
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
農
猟
採
取
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。

高
句
麗
は
同
族
人
の
粟
末
・
白
山
両
鞍
鞠
を
征
服
し
、
こ
れ
を
直
轄
領
民
と
し
た
。
初
め
は
此
れ
ら
減
額
三
派
の
聞
に
相
当
大
き
な
感
情
や

利
害
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
数
百
年
に
及
ぶ
高
句
麗
の
支
配
は
や
が
て
此
の
対
立
を
解
消
し
、
陪
・
唐
と
高
句
麗
と
の
抗
争
に
は
両
株
鞠
と
も

よ
く
高
句
麗
に
協
力
し
て
奮
闘
し
て
い
る
。
こ
の
融
和
は
高
句
麗
王
国
の
滅
亡
後
も
崩
れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
独
立
恢
復
・
対
唐
抗
争
の
運

動
を
通
し
て
寧
ろ
強
化
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。
高
句
麗
の
滅
亡
後
、
唐
の
追
及
を
避
け
た
高
句
麗
人
が
続
々
と
両
駄
鞠
の
聞
に
遁
入
し
た
り
、
唐

に
捕
虜
と
な
っ
た
高
蔵
が
遼
東
に
遺
帰
せ
ら
れ
る
と
忽
ち
粟
末
株
鞠
と
通
じ
て
謀
反
を
企
て
た
り
し
て
い
る
の
は
、
何
れ
も
こ
う
し
た
融
和
の

一
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

唐
の
則
天
武
后
の
万
歳
通
天
中
、
営
州
城
傍
の
契
丹
人
が
乱
を
作
し
営
州
を
占
領
す
る
と
、
そ
こ
に
い
た
高
句
麗
人
・
粟
末
鞍
鞠
人
の
各
集
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団
は
そ
れ
ぞ
れ
曾
長
に
率
い
ら
れ
て
同
族
の
住
む
満
洲
奥
地
に
遁
入
し
た
。
こ
の
時
粟
末
株
鞠
人
を
率
い
て
い
た
曾
長
が
大
酔
栄
で
、
彼
は
や

が
て
高
句
麗
人
集
団
を
も
収
め
、
今
の
敦
化
附
近
と
推
測
せ
ら
れ
る
地
に
拠
っ
て
建
国
し
、
国
号
を
震
と
称
し
た
。
減
額
系
の
諸
族
忽
ち
此
れ

に
響
応
し
、
そ
の
領
土
は
高
句
麗
勃
興
の
地
た
る
鴨
緑
・
修
桂
二
水
の
流
域
、
白
山
林
鞠
の
住
域
た
る
威
鏡
道
・
間
島
・
敦
化
地
区
、
粟
末
韓

鞠
の
住
域
た
る
輝
発
河
・
北
流
松
花
江
・
伊
通
河
諸
水
の
流
域
に
及
ん
だ
。
即
ち
大
震
国
は
右
地
域
に
住
む
減
額
系
三
派
の
協
力
の
下
に
で
き

上
っ
た
国
家
で
あ
る
。
唐
は
玄
宗
の
先
天
二
年
（
開
元
元
年
）
大
震
玉
大
昨
栄
を
揃
海
郡
王
に
封
じ
た
。
依
っ
て
大
震
国
は
国
名
を
湖
海
と
更

め
る
こ
と
と
し
た
（
郡
王
は
後
に
国
王
に
升
爵
）
。
従
っ
て
そ
の
民
は
湖
海
国
人
の
意
味
で
融
海
人
と
呼
ば
れ
得
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
大
震
国
が
融
海
固
と
称
す
る
様
に
な
っ
た
噴
、
そ
の
北
方
に
は
虞
婁
株
鞠
（
瑚
爾
熔
河
流
域
）
払
浬
株
鞠
（
虞
婁
の
東
、
日
本
海
に
至
る
。

虞
婁
も
払
浬
の
一
派
）
、
黒
水
鞍
鞠
（
三
姓
以
東
の
東
流
松
花
江
流
域
）
、
越
喜
韓
鞠
（
璃
顔
河
流
域
）
、
鉄
利
鞍
鞠
（
阿
勅
楚
曙
河
流
域
）
、
逮

垢
株
鞠
（
投
林
・
北
流
松
花
二
水
下
流
域
）
等
が
居
た
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
純
通
古
斯
系
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
唐
人
は
湖
海
人
を
こ
れ

ら
諸
株
鞠
と
対
置
し
て
繭
海
株
鞠
と
呼
ん
だ
。
惰
以
来
、
中
国
人
は
高
句
麗
人
以
外
の
在
満
通
古
斯
系
諸
族
を
す
べ
て
某
鯨
鞠
と
呼
ん
で
来
た

の
で
、
融
海
人
を
も
他
の
鯨
鞠
と
対
置
し
て
渦
海
株
鞠
と
呼
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
融
海
人
は
湖
海
林
鞠
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
内

容
は
嘗
て
の
粟
末
（
夫
余
）
、
白
山
（
沃
地
）
両
株
鞠
と
高
句
麗
人
と
よ
り
成
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
も
と
も
と
同
血
同
語
の
同
じ
減

額
で
、
高
句
麗
時
代
か
ら
同
一
政
権
の
下
に
融
合
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
湖
海
国
の
建
国
発
展
に
於
け
る
一
体
的
協
力
の
聞
に
全
く
一
民
族
に
帰

合
し
て
終
っ
た
む
か
く
て
粟
末
・
白
山
・
高
句
麗
等
の
族
名
は
次
第
に
消
え
失
せ
、
専
ら
渦
海
人
・
湖
海
綜
鞠
が
族
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
様

に
な
っ
た
。

以
上
の
概
説
に
よ
り
滑
海
人
が
減
額
系
通
古
斯
諸
派
の
混
融
に
よ
っ
て
成
立
し
た
民
族
で
あ
る
こ
と
は
明
か
と
な
っ
た
が
、
然
ら
ば
減
軒
種

以
外
の
者
は
全
然
含
ま
な
か
っ
た
か
と
い
う
に
、
そ
う
も
断
ぜ
ら
れ
な
い
。
初
め
減
額
系
諸
派
の
融
合
に
よ
っ
て
成
立
し
た
湖
、
海
人
は
、
そ
の

後
の
南
海
国
の
発
展
に
よ
っ
て
純
通
古
斯
系
諸
派
の
一
部
を
も
取
入
れ
て
行
っ
た
様
で
あ
る
。
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小
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二
五
二

先
に
述
べ
た
如
く
、
開
元
末
・
天
宝
初
年
の
交
、
湖
海
は
そ
の
北
方
の
払
但
・
虞
宴
・
越
喜
・
鉄
利
・
達
垢
等
を
征
服
し
て
直
轄
領
民
と
し
、

又
黒
水
鯨
陶
を
溶
属
せ
し
め
、
そ
の
結
果
、
湖
海
に
対
立
す
る
株
仰
は
黒
水
以
外
に
居
な
く
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
と
の
対
置
か
ら
生
れ
た
湖

海
株
鞠
の
呼
び
方
も
次
第
に
廃
れ
、
た
だ
湖
海
と
の
み
称
せ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
所
で
新
に
湖
海
の
直
轄
領
民
と
な
っ
た
払
祖
国
以
下
の
誇
株

鞠
は
崩
海
抹
崎
が
減
栢
種
で
あ
る
の
に
対
し
、
何
れ
も
純
通
古
斯
系
で
、
言
語
・
習
俗
・
民
度
に
も
か
な
り
顕
著
な
違
い
が
あ
っ
た
が
、
融
海

の
直
轄
国
民
で
あ
る
意
味
に
於
い
て
湖
海
人
と
呼
ば
れ
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
事
実
、
史
書
に
は
彼
等
を
も
渦
海
人
の
中
に
含
ま
せ
て
扱
っ
た

記
述
が
多
い
。
然
し
湖
海
国
が
契
丹
に
滅
さ
れ
る
と
、
高
句
麗
・
粟
末
・
白
山
等
の
子
孫
、
即
ち
減
栢
系
は
依
然
と
し
て
渦
海
人
と
呼
ば
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
純
通
古
斯
系
諸
株
怖
の
子
孫
は
女
直
人
（
又
は
女
真
人
）
と
呼
ば
れ
る
様
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
女
直
の
名
は
渦
海
滅
亡
の

少
し
前
か
ら
既
に
史
書
に
見
え
て
い
る
。
但
し
純
通
古
斯
系
の
全
部
が
悉
く
女
直
と
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。

一
部
少
数
の
者
は
依
然
湖
海
人

本
来
の
湖
海
人
と
も
い
う
べ
き
減
額
族
は
渦
海
の
建
国
者
で
あ
り
、
そ
の
支
配
階
級
を
構
成
し
て
い
た
種
族
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
あ
と

か
ら
融
海
国
民
に
加
え
ら
れ
た
純
通
古
斯
系
の
諸
族
は
被
征
服
者
で
あ
り
、
従
っ
て
被
支
配
民
族
で
も
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
ら
の
中
に
は
減
額

種
な
み
に
支
配
階
級
の
列
に
加
え
ら
れ
、
政
治
的
・
社
会
的
地
位
乃
至
待
遇
や
文
化
的
生
活
、
更
に
は
経
済
的
利
害
や
感
情
等
を
減
和
種
で
あ

る
本
来
的
融
海
人
と
斉
し
く
す
る
層
の
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
推
想
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

そ
う
し
た
層
の
者
は
血
液
的
に
は
被
支
配
層
の
純
通

古
斯
系
と
同
一
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
立
場
は
経
済
的
・
社
会
的
・
政
治
的
・
文
化
的
そ
の
他
凡
ゆ
る
面
で
減
額
系
と
共
通
し
、
同
族
の
純
通
古

斯
と
は
寧
ろ
対
立
的
な
面
さ
え
有
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
純
通
古
斯
系
で
あ
り
乍
ら
渦
海
の
滅
亡
後
も
湖
海
人
と
し
て
扱
わ
れ
、
も
し
く
は
一

般
女
直
と
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
者
の
居
る
の
は
、
こ
の
様
に
減
額
系
化
し
た
層
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ

る
。
そ
の
数
は
全
純
通
古
斯
に
比
す
れ
ば
低
率
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
盛
国
滑
海
の
統
治
下
に
在
っ
て
そ
の
感
化
を
受
け
る
こ
と
二
百
年
近

く
に
も
（
開
元
末
以
後
滅
亡
迄
l
七
四
一

i
九
二
六
）
及
ん
だ
こ
と
を
想
え
ば
、
そ
の
総
数
を
過
少
に
推
算
す
べ
き
で
は
な
い
様
に
思
わ
れ

る
。
融
海
国
の
滅
亡
を
機
と
し
て
減
額
系
の
勢
力
は
後
退
衰
亡
の
一
途
を
辿
り
、
代
っ
て
女
直
が
満
州
の
主
勢
力
に
の
し
上
っ
て
行
く
の
で
あ
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る
が
、
此
の
勢
力
交
代
の
過
渡
期
に
当
る
の
は
契
丹
時
代
で
あ
る
。
従
っ
て
契
丹
時
代
の
満
州
は
比
の
交
代
過
程
の
現
象
と
し
て
減
額
種
即
ち

湖
海
人
と
女
直
人
と
が
或
は
妥
協
し
、
或
は
相
魁
し
、
此
の
関
係
を
繰
返
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
両
民
族
の
複
雑
な
関
係
の
中
に
在
っ
て
重

要
な
役
割
を
荷
う
に
最
も
適
し
て
い
た
の
は
純
通
古
斯
系
出
身
で
湖
海
人
化
し
て
い
た
層
で
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
純
通
古
斯
系
湖

海
人
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
い
え
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
湖
海
人
と
は
高
句
麗
・
粟
末
駄
胸
・
白
山
恥
抑
制
の
減
羽
系
諸
放
が
湖
海
国
の
下
で
一
国
民
と
し
て
出
融
せ
ら
れ
た
者
を

こ
れ
に
あ
と
よ
り
励
海
国
民
に
編
入
せ
ら
れ
た
純
通
古
斯
系
駄
鞠
諸
族
の
う
ち
の
助
海
人
化
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と

解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
有
史
以
来
数
派
に
分
れ
て
い
た
減
新
種
が
一
民
族
と
し
て
融
合
せ
ら
れ
た
者
が
融
海
人
の
骨

子
、
或
は
本
来
的
な
崩
海
人
で
あ
り
、
此
れ
に
同
化
し
た
若
干
の
純
通
古
斯
族
を
混
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
此
は
民
族
名
と

し
て
の
、
即
ち
漢
人
・
契
丹
人
等
と
対
置
せ
ら
れ
た
湖
海
人
の
分
析
で
あ
る
ο

此
の
民
族
名
と
し
て
の
湖
海
人
は
湖
海
国
を
通
し
て
形
成
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
湖
海
国
の
健
在
時
代
は
そ
の
領
民
は
す
べ
て
湖
海
国
民
の
意
味
で
湖
海
人
と
呼
ば
れ
得
た
害
で
あ
り
、
事
実
ま
た
呼
ば
れ

根
幹
と
し
、

て
も
い
た
。
純
通
古
斯
系
諸
族
の
う
ち
黒
水
の
如
く
最
後
ま
で
直
轄
領
民
た
る
こ
と
を
拒
ん
だ
も
の
や
、
鉄
利
の
如
く
湖
海
の
圧
力
に
屈
し
て

直
轄
領
民
に
編
入
せ
ら
れ
乍
ら
も
心
服
せ
ず
し
て
絶
え
ず
解
放
の
機
を
窺
っ
て
い
た
も
の
は
彼
等
の
潰
散
滅
亡
の
最
後
の
日
ま
で
黒
水
・
鉄
利

の
名
を
押
し
通
し
て
い
る
が
、
他
の
鞍
鞠
諸
族
は
湖
海
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
駄
鞠
名
を
失
っ
て
い
る
。

と
し
て
の
用
法
と
民
族
と
し
て
の
用
法
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
ο

従
っ
て
湖
海
人
の
称
呼
に
接
し
た
場
合
、
そ
の
何
れ
の
用
法
に
属
し
て
い

つ
ま
り
所
謂
瑚
海
人
に
は
国
民

る
か
を
判
別
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
湖
海
国
の
存
続
し
て
い
た
時
代
の
こ
と
で
、
そ
の
滅
亡
後
（
但
し
大
渦
海
滅
亡
後
も
後
湖
海
国
が

相
当
長
く
満
州
に
拠
っ
て
い
た
）
の
用
法
は
殆
ん
ど
湖
海
国
民
の
意
味
で
は
無
く
、
湖
海
民
族
の
意
味
で
あ
る
と
見
て
よ
い
c

遼
史
に
見
え
る

融
海
人
の
解
釈
も
大
体
こ
の
基
準
に
従
っ
て
大
過
な
く
、
多
く
の
場
合
、
民
族
名
と
し
て
の
用
法
と
見
得
る
が
、
時
に
は
国
民
の
意
味
の
用
法

も
交
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
心
構
え
を
以
て
解
読
に
当
る
必
要
が
あ
る
ご
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(2) 

女
直
人
の
人
種
的
構
成

二
五
四

阿
保
機
が
そ
の
可
汗
即
位
前
、
即
ち
大
唐
の
天
復
三
年
（
九

O
一
二
）
と
天
祐
三
年
（
九

O
六
）
と
に
女
直
を
伐
っ
た
こ
と
は
比
れ
ま
で
に
屡
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問

年

八七六
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年

十

年

十
二
年

事

々
言
及
し
た
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
遼
史
に
於
け
る
女
直
の
始
見
記
事
で
あ
る
と
共
に
今
日

然
し
阿
保
機
の
即
位

管
見
の
及
び
得
た
範
囲
に
於
け
る
女
直
の
始
見
史
料
で
も
あ
る
。

（九

O
七
）
後
は
残
年
（
九
二
六
）
に
至
る
ま
で
二
十
年
間
を
通
じ
て
遼
史
の
太
祖
記
に

は
女
直
の
名
を
伝
え
た
記
事
が
な
い
。
そ
れ
が
太
宗
時
代
に
な
る
と
謹
か
に
多
く
な
っ
て

い
る
。
遼
史
玲
太
宗
紀
上
よ
り
女
直
の
記
事
を
抜
い
て
表
示
す
る
に
上
の
如
く
で
あ
る
。

太
宗
の
年
号
は
天
顕
と
会
聞
と
が
あ
り
、
太
宗
紀
の
上
に
盛
る
所
は
天
顕
十
二
年
間
（
九

二
六
J
九
三
七
）
の
記
事
で
あ
る
。
記
事
の
内
容
は
何
れ
も
簡
単
で
あ
る
が
、
然
も
此
れ

に
よ
っ
て
太
宗
時
代
に
於
け
る
契
丹
と
女
直
と
の
交
渉
が
如
何
に
頻
繁
で
あ
っ
た
か
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
女
直
の
勢
力
が
契
丹
か
ら
相
当
重
く
見

ら
れ
て
い
た
こ
と
、
彼
等
が
相
当
活
気
を
有
し
て
い
た
こ
と
等
を
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
女
直
の
入
貢
頻
度
は
次
の
会
同
年
聞
に
入
っ
て
も
ほ
ぼ
同
歩
調
を
保
っ
て
い
る
。

又
上
表
の
女
直
は
達
麗
古
部
が
羅
浬
河
（
投
林
河
）
流
域
の
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る

の
み
で
、
他
は
住
所
不
明
で
あ
る
が
、
会
同
年
聞
に
は
鴨
緑
江
女
直
（
鴨
緑
江
下
流

左
一
時
）
の
遥
々
入
賞
し
た
記
事
も
見
受
け
ら
れ
る
。
即
ち
太
宗
時
代
（
九
二
六

I
九
四

六
）
、
契
丹
と
交
渉
を
も
っ
た
女
直
は
少
く
と
も
北
は
投
林
河
、

東
南
は
鴨
緑
江
下
流
左

岸
に
及
び
、
当
時
彼
等
が
広
く
満
州
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
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冊
府
元
亀
尚
一
ず
臣
部
・
朝
賞
門
・
後
唐
・
同
光
三
年
（
九
二
五
）

五
月
の
条
に
女
真
朝
貢
の
記
事
あ
り
、
新
旧
両
五
代
史
の
本
紀
に
も
収
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
始
見
記
事
で
あ
る
。
此
れ
に
続
く
次
の
入
賞
記

事
は
降
っ
て
後
周
の
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）
正
月
で
、
冊
府
元
亀
の
同
巻
に
そ
の
記
事
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
翌
年
は
即
ち
宋
の
建
圏
第
一
年

に
当
る
開
宝
元
年
で
、
宋
に
入
る
と
女
真
の
入
貢
記
事
は
俄
然
多
く
な
る
。
因
み
に
同
光
三
年
五
月
は
湖
海
の
滅
亡
前
、
顕
徳
六
年
は
滅
亡
後

で
あ
る
。
右
の
諸
例
は
何
れ
も
女
直
が
入
貢
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
名
を
中
国
の
史
籍
に
残
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
が
中
原
の
史
籍
に
は
幽

州
方
面
の
漢
人
側
牒
報
機
闘
が
塞
外
の
状
勢
と
し
て
探
知
し
た
知
識
と
し
て
の
女
真
の
名
が
見
え
る
。
冊
府
元
亀
…
諸
外
臣
部
・
交
侵
門
・
同

女
直
の
名
が
中
原
側
の
史
籍
に
現
れ
る
の
は
五
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、

光
二
年
（
九
二
四
）
九
月
庚
戊
の
条
に

有
自
契
丹
部
降
者
。
上
言
。
女
真
・
回
鵠
・
黄
頭
室
章
ω

合
勢
侵
契
丹
。
召
北
部
曾
長
禦
拝
。

と
あ
り
、
資
治
通
鑑
強
位
後
唐
紀
・
天
成
元
年
（
九
二
六
）
正
月
の
条
に

契
丹
主
撃
女
真
及
湖
海
。
醐
…
間
一
品
叫
比
一
誠
一
開
。
恐
唐
乗
虚
襲
之
o

一
至
。

と
あ
る
等
は
そ
の
例
で
あ
る
。
両
記
事
共
に
湖
海
滅
亡
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
女
直
と
女
真
と
は
同
音
の
異
訳
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
女
直
は
唐
末
に
至
っ
て
歴
史
の
表
面
に
表
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
然
も
そ
の
時
に
は
既
に
広
範
囲
に
拡
が
っ
て
い
た
こ
と
、

従
っ
て
そ
れ
以
前
は
や
く
よ
り
満
測
に
居
た
に
相
違
な
い
こ
と
等
が
知
ら
れ
る
。
又
鴨
緑
江
左
岸
の
者
と
社
林
河
下
流
の
者
と
が
そ
の
聞
に
健

在
し
て
い
た
融
海
国
を
距
て
て
遥
か
に
統
属
関
係
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
女
直
と
は
溺
海
人
が
瀬
海
国
の
統
一
を
通
し
て

成
立
し
た
民
族
名
で
あ
る
の
と
異
り
、
全
く
政
治
的
関
係
を
離
れ
た
純
然
た
る
種
族
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
又
契
丹
と
最
初
に
深

い
関
係
を
有
っ
た
の
は
開
原
方
面
以
北
の
者
で
あ
り
、
宋
に
入
貢
し
た
の
は
別
に
論
証
し
て
い
る
如
く
主
と
し
て
威
興
・
間
島
方
面
の
者
で
、

臨
調

鴨
緑
江
を
下
り
、
江
口
か
ら
遼
東
半
島
沿
い
に
海
に
泥
ん
で
山
東
の
登
州
に
達
し
て
い
た
。
従
っ
て
鴨
緑
江
流
域
の
者
も
入
宋
し
て
い
た
と
見

る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
入
宋
女
真
は
紛
れ
も
な
く
成
奥
方
面
の
者
で
あ
っ
た
。
所
が
契
丹
と
交
渉
を
も
っ
た
開
原
方
面

以
北
の
者
も
、
宋
に
入
賞
し
た
威
興
・
鴨
緑
江
方
面
の
者
も
、
共
に
契
丹
か
ら
同
じ
女
直
（
女
真
）
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
碍
。
尚
又
中
原

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
ハ
下
）
（
白
野
）

二
五
五
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
峡
構
成
（
下
）
（
日
野
）

二
五
六

に
入
賞
し
て
女
真
と
呼
ば
れ
た
鴨
緑
江
流
域
の
者
は
契
丹
に
入
賞
し
て
鴨
緑
江
女
直
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
女
直
の
対
契
丹
交
渉
と
対
中
原
交
渉

と
は
そ
の
初
期
に
於
い
て
は
別
地
域
の
者
が
個
々
に
行
い
、
且
つ
そ
の
閣
に
相
互
の
聯
絡
が
取
ら
れ
て
い
た
と
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
閉
じ
女
直
（
女
真
）
の
名
を
以
て
契
丹
・
中
国
双
方
か
ら
呼
ば
れ
た
と
す
れ
ば
、
女
直
（
女
真
〉
と
は
自
称
の
名
称
で
あ
っ
て
、
他
か
ら
与

え
ら
れ
た
も
の
で
は
無
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
女
直
の
名
を
以
て
契
丹
人
が
東
方
の
通
古
斯
族
に
与
え
た
名
称
と
考
え
、
更
に
そ
れ

が
契
丹
を
介
し
て
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
説
く
者
が
あ
る
が
、
比
の
説
は
当
を
得
た
も
の
と
い
い
難
い
。

女
直
人
が
湖
海
人
と
種
族
を
異
に
す
る
こ
と
は
遼
史
が
こ
の
両
者
を
明
か
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
此
の

女
直
が
純
通
古
斯
諸
族
を
総
称
す
る
族
名
で
あ
る
こ
と
は
既
に
先
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
υ

純
通
古
斯
族
が
確
実
な
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
来
る
の
は
三
国
志
の
説
志
に
於
い
て
で
あ
っ
て
、
抱
宴
一
名
粛
真
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の

住
地
は
瑚
爾
唯
河
以
東
、
庫
春
河
流
域
以
北
、
日
本
海
に
至
る
地
域
で
、
後
の
払
浬
鞍
鞠
の
族
祖
で
あ
る
。
北
説
の
世
に
至
り
、
勿
吉
が
勃
興

し
て
純
通
古
新
族
の
聞
に
威
を
振
い
、
高
句
麗
と
も
制
を
争
う
程
の
勢
力
を
築
き
上
げ
た
。
そ
の
根
拠
は
恐
ら
く
北
満
の
今
の
五
常
方
面
で
あ

伯
哨
駄
鞠
も
或
は
そ
の
一
派
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
惰
代
唐
初
に
い

わ
ゆ
る
駄
鞠
七
部
の
う
ち
、
払
浬
・
安
車
骨
（
阿
勅
楚
熔
河
流
域
）
伯
哨
（
社
林
・
北
流
松
花
二
水
下
流
域
）
黒
水
（
三
姓
以
東
の
松
花
江
流

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
の
安
車
骨
抹
制
は
そ
の
族
衣
聞
と
思
わ
れ
る
。

域
）
号
室
（
黒
竜
江
下
流
域
）
の
五
部
は
純
通
古
斯
系
で
、
払
浬
は
把
婁
の
、
安
車
骨
・
伯
唱
は
勿
吉
族
の
試
問
、
黒
水
・
号
室
は
陪
代
に
入
り

註
甜

初
め
て
歴
史
舞
台
に
登
場
し
た
者
で
あ
る
。
彼
等
の
南
に
粟
末
・
白
山
両
駄
鞠
と
高
句
麗
人
等
の
減
額
種
が
居
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
如
く
で

あ
る
。
純
通
古
斯
系
の
鞍
鞠
は
高
句
麗
の
直
轄
領
民
に
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
傍
近
の
者
は
麗
擦
を
受
け
、
従
っ
て
政
治
的
に
も
文
化
的

に
も
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
。
高
句
麗
の
滅
亡
は
そ
う
し
た
影
響
下
の
諸
部
に
強
い
衝
撃
を
与
え
、
安
車
骨
駄
鞠
の
中
か
ら
鉄
利
部
・
越
喜

部
が
興
り
、
伯
附
部
は
達
括
部
と
呼
ば
れ
（
比
れ
は
室
掌
の
侵
入
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
想
せ
し
め
る
）
、
払
出
・
黒
水
は
旧
名
の
ま
ま
で
あ
っ

た
が
、
払
問
中
の
瑚
爾
階
河
流
域
の
者
は
一
勢
力
を
形
成
し
て
虞
婁
鞍
制
と
呼
ば
れ
た
。
彼
等
は
湖
海
国
の
北
方
発
展
に
よ
っ
て
そ
の
支
配
下

に
入
れ
ら
れ
、
払
浬
・
虞
婁
・
越
喜
・
鉄
利
・
達
垢
は
直
轄
領
民
に
編
入
せ
ら
れ
て
湖
海
国
民
（
広
義
の
湖
海
人
）
と
な
り
、
黒
水
は
藩
属
関
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係
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
先
に
詳
し
く
考
説
し
た
所
で
あ
る
c

湖
海
国
時
代
に
至
る
ま
で
の
純
通
古
斯
種
の
歴
史
を
以
上
の
如
く
概
観
し
、
湖
海
国
に
編
入
せ
ら
れ
る
以
前
の
彼
等
が
黒
水
・
払
浬

婁
）
・
越
喜
・
鉄
利
・
達
妬
等
の
諸
派
に
分
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
渦
海
国
の
末
年
に
女
真
の
名
を
以
て
史
に
現
れ
た
純
通
古
斯
族 虞

が
こ
れ
ら
純
通
古
斯
系
諸
株
鞠
の
育
た
る
べ
き
こ
と
は
容
易
に
推
想
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
達
垢
駄
鞠
が
遼
史
に
羅
浬
（
投
林
）
河
女
直
遠
慮

古
部
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
純
通
古
斯
系
諸
駄
鞠
と
女
直
と
の
関
係
を
立
証
す
る
有
力
な
一
資
料
で
あ
る
。

鉄
利
は
遼
史
に
鉄
利
・
鉄
駿
と
し
て
一
般
女
直
と
は
区
別
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
鉄
利
韓
問
の
地
が
崩
海
国
の
鉄
利
府
と
し
て
六

州
に
分
治
せ
ら
れ
、
湖
海
の
行
政
府
名
の
中
に
鉄
利
の
名
を
存
続
し
て
い
た
こ
と
や
、
こ
の
鉄
利
は
強
大
な
勢
力
を
も
ち
、
そ
の
支
配
階
級
は

湖
海
圏
内
に
重
き
を
な
し
て
削
海
人
化
が
著
し
か
っ
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
一
般
女
直
と
ほ
別
す
べ
き
一
派
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
お
ろ
う
o

鉄
利
の
支
配
層
は
湖
海
の
滅
ん
だ
の
ち
も
巧
に
契
丹
と
結
ん
で
久
し
く
そ
の
支
配
的
地
位
を
保
持
し
て
い
た
。
然
し
そ
れ
も
や
が

位
叫

て
此
の
地
を
去
っ
て
湖
海
国
の
故
都
で
あ
る
今
の
東
京
地
方
に
遷
り
、
次
い
で
潰
散
し
た
。
原
住
地
に
止
っ
た
族
衣
阿
は
按
出
虎
水
生
女
直
と
呼

践
且

ば
れ
、
そ
の
中
の
完
顔
部
が
強
大
と
な
っ
て
阿
骨
打
の
大
金
帝
国
建
設
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
一
。
同
様
に
黒
水
も
久
し

陸
姐

く
黒
水
の
名
を
保
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
奥
地
の
克
惹
（
号
室
の
育
）
に
圧
迫
せ
ら
れ
て
遠
く
成
興
方
面
に
ま
で
南
下
し
、
そ
こ
で
一
し
き
り

位

叫

泣

叫

活
躍
し
た
の
ち
潰
散
し
た
υ

原
地
に
残
留
し
た
族
育
は
五
国
部
女
直
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
即
ち
一
般
女
直
と
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
鉄
利
・

県
水
も
そ
の
湖
海
人
化
し
た
支
配
層
が
潰
散
し
た
あ
と
は
や
は
り
女
直
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
湖
海
国
末
年
に
現
れ
た
女
直
が
純
通
古

斯
系
駄
鞠
諸
族
の
育
で
あ
り
、
又
純
通
古
斯
系
駄
鞠
諸
族
の
育
は
す
べ
て
女
直
、
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
見
て
誤
り
な
い
。
中
国
側
の
史
書
は
殆
ん

ど
例
外
な
く
女
直
を
以
て
株
鞠
の
育
な
り
と
説
い
て
い
る
が
、
此
の
説
は
上
述
の
如
く
純
通
古
斯
系
諸
駄
鞠
と
女
直
と
の
関
係
に
於
い
て
当
っ

て
い
る
と
は
い
え
、
女
直
と
は
直
接
関
係
の
な
い
減
額
系
鞍
鞠
を
区
別
し
て
い
な
い
点
に
不
備
乃
至
誤
謬
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

上
述
の
如
く
、
女
直
と
は
湖
海
に
征
服
せ
ら
れ
た
純
通
古
斯
系
幹
鞠
諸
族
の
族
衣
問
を
中
心
と
す
る
純
通
古
斯
系
の
総
称
で
あ
る
。
湖
海
時
代

に
そ
の
支
配
階
級
の
列
に
加
わ
り
、
南
海
人
化
し
た
者
は
こ
れ
と
一
応
区
別
し
て
扱
わ
れ
、
彼
等
の
支
配
が
保
た
れ
て
い
る
聞
は
鉄
利
・
黒
水

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
）

二
五
七
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
淡
構
成
（
下
）
（
日
野
）

二
五
八

等
の
旧
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
支
配
層
の
潰
散
と
共
に
や
は
り
女
直
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
湖
海
人
化
し
た
彼
等
は
瀬
海
人
と
呼
ば
れ
て

然
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
比
の
両
者
共
に
種
族
的
な
自
負
心
が
強
く
、
湖
海
国
時
代
を
通
じ
て
絶
え
ず
そ
の
支
配
か
ら
脱
し
て
独
立

陸
岨

せ
ん
と
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
た
。
鉄
利
・
黒
水
が
長
く
そ
の
名
を
保
っ
た
に
就
い
て
は
此
の
様
に
彼
等
自
身
が
そ
の
名
に
誇
り
を
以
て
此
れ

を
棄
て
な
か
っ
た
こ
と
に
由
る
所
も
大
き
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
て
女
直
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
は
、
激
海
国
時
代
の
被
征
服
被

支
配
的
下
層
階
級
を
な
し
、
文
化
低
く
、
固
有
の
生
活
を
比
較
的
よ
く
保
持
し
て
い
た
純
通
古
斯
系
の
者
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
然
ら
ば
女
直
と
は
全
く
文
化
の
低
い
純
通
古
斯
の
み
に
限
ら
れ
、
他
の
系
統
の
も
の
を
全
く
含
ま
な
か
っ
た
か
と
い
う
に
、
そ
う
ば
か
り

と
も
い
え
な
い
。

融
海
人
の
勢
力
は
湖
海
国
の
滅
亡
と
共
に
急
に
衰
退
し
て
行
っ
た
。
寧
ろ
彼
等
の
活
力
は
湖
海
国
時
代
に
既
に
衰
兆
を
見
せ
、
そ
れ
が
国
家

滅
亡
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
。
女
直
の
歴
史
舞
台
へ
の
登
場
、
そ
の
発
展
は
こ
う
し
た
潮
海
人
の
衰
退
と
相
表

裏
す
る
関
係
を
有
し
て
い
る
。
既
ち
女
直
を
抑
え
て
い
た
湖
海
人
の
衰
退
が
女
直
に
奔
放
発
展
の
機
を
与
え
、
又
比
の
女
直
の
拾
頭
が
湖
海
人

の
満
洲
支
配
を
う
ち
か
ら
ゆ
さ
ぶ
っ
た
の
で
あ
る
。
融
海
国
の
滅
亡
を
模
機
と
し
て
湖
海
人
の
衰
勢
は
急
調
と
な
り
、
同
時
に
女
直
人
の
不
罷

奔
放
な
活
躍
が
目
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
融
海
国
の
滅
亡
以
後
は
減
額
族
と
純
通
古
斯
族
と
が
満
洲
の
支
配
者
と
し
て
交
替
す
る
時
代
で
あ

り
、
比
の
交
替
の
始
動
的
大
事
件
が
湖
海
国
の
滅
亡
に
外
な
ら
ぬ
。
湖
海
国
滅
亡
の
あ
と
に
建
て
ら
れ
た
契
丹
の
子
園
の
東
丹
国
は
忽
ち
崩
海

の
遺
民
に
駆
逐
せ
ら
れ
、
そ
の
あ
と
に
後
湖
海
国
が
建
て
ら
れ
た
が
、
比
の
後
湖
海
国
は
融
海
遺
民
と
女
直
人
と
の
協
調
の
上
に
立
っ
て
い
た

も
の
で
、
明
か
に
湖
海
人
・
女
直
人
交
替
の
過
渡
的
国
家
た
る
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
後
湖
海
の
衰
滅
後
は
純
通
古
斯
の
時
代
に
入
り
、
大
金

盤
胡

帝
国
の
出
現
と
な
る
。

こ
う
し
た
湖
海
人
の
没
落
、
女
直
人
の
拾
頭
の
過
渡
的
一
現
象
と
し
て
崩
海
人
の
女
直
人
仲
間
へ
の
逃
入
が
盛
ん
に
行

阻
訂

わ
れ
、
女
直
人
は
次
第
に
湖
海
人
を
腹
中
に
吸
収
し
て
行
っ
た
。
従
っ
て
湖
海
国
の
滅
亡
以
後
に
於
い
て
は
女
直
と
呼
ば
れ
て
い
る
者
の
中
に

大
・
一
官
同
等
の
姓
を
も
っ
明
か
に
崩
海
人
系
の
者
が
見
出
さ
れ
、
又
女
直
人
の
聞
か
ら
契
丹
が
渦
海
人
を
刻
刷
捕
檎
し
た
所
伝
も
残
さ
れ
て
い

盤
岨る

。
女
直
人
の
聞
に
は
純
通
古
斯
種
の
外
に
減
額
種
が
か
な
り
濃
厚
に
混
入
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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満
洲
に
対
す
る
支
配
聞
を
拡
大
し
た
契
丹
は
女
直
を
生
女
直
と
熟
女
直
と
に
分
ち
、
熟
女
直
に
対
し
て
は
州
mm制
を
施
き
、
又
「
熟
女
院
に

非
ず
、
生
女
直
に
も
非
ず
」
と
い
う
中
間
的
な
扱
い
の
も
の
を
も
設
け
て
い
た
。
輝
発
河
流
域
の
回
践
女
直
は
此
の
中
間
的
な
も
の
の
一
例
で

あ
る
。
此
の
生
熟
の
区
別
の
裁
然
と
し
た
基
準
は
つ
か
み
難
い
が
、
大
体
次
の
如
く
に
見
て
誤
り
無
い
様
で
あ
る
。

熟

女

自

ω
遼
籍
に
上
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
（
直
轄
領
民
）

伸
文
化
水
準
の
向
い
も
の

E

生

女

直

遼
籍
外
に
在
っ
て
文
化
水
準
の
低
い
も
の

熟
女
出
の
う
ち
、
文
化
水
準
の
高
い
者
は
概
し
て
湖
海
文
化
の
影
特
の
大
き
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
生
活
は
比
較
的
湖
海
人
に
近
く
、

そ
う
し
た
者
の
聞
に
は
逃
入
湖
海
人
が
多
か
っ
た
様
で
あ
る
。

(1) 
以
上
の
如
く
、
湖
海
人
の
中
に
純
通
古
斯
系
組
の
混
入
が
あ
り
、
女
直
の
聞
に
減
靭
種
の
混
入
が
あ
り
、
又
女
庄
の
中
に
文
化
の
比
較
的
高

い
熟
女
直
が
居
た
が
、
概
し
て
い
え
ば
湖
海
人
は
減
紺
種
で
民
度
が
高
く
、
女
直
人
は
純
通
古
斯
種
で
民
度
が
低
く
、
両
者
の
聞
に
相
互
に
混

入
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
や
が
て
同
化
せ
ら
れ
て
本
来
的
湖
海
人
又
は
女
直
人
の
何
れ
か
一
方
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

V 

民
族
構
成
の
推
移

以
上
、
小
高
句
麗
国
民
の
民
族
構
成
を
建
国
当
時
、
閲
元
末
・
天
宝
初
、
阿
保
機
侵
入
当
時
の
三
時
点
に
就
い
て
考
察
し
、
そ
こ
に
著
れ
て

来
る
高
句
麗
・
駄
鞠
・
百
斉
・
融
海
・
女
直
等
の
諸
族
に
就
き
そ
の
歴
史
と
種
族
別
を
概
観
し
た
が
、
此
の
三
時
点
に
於
け
る
民
族
構
成
の
相

互
関
係
、
即
ち
民
族
構
成
の
推
移
に
就
い
て
は
吏
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

小
一
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
）

二
五
九
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小
高
句
麗
闘
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
（
日
野
）

二
六
O

ω
株
鞠
諸
族
・
百
済
人
等
少
数
民
族
の
高
句
麗
人
へ
の
同
化

小
高
句
麗
圏
内
の
主
住
民
と
し
て
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
の
は
高
句
麗
人
で
あ
る
。
そ
の
外
に
建
国
当
時
の
居
住
民
と
し
て
若
干
の
粟

末
人
が
い
た
が
、
彼
等
は
高
句
麗
人
と
同
種
の
蹴
額
族
で
、
た
だ
そ
の
本
来
の
住
域
と
歴
史
を
異
に
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
容
易
に
同
化
し

得
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
為
、
大
高
句
麗
時
代
か
ら
の
遼
東
遷
住
に
よ
っ
て
小
高
句
麗
建
国
当
時
既
に
高
句
麗
人
化
し
て
い
た
。
小
高
句
麗
国
内

に
於
い
て
は
少
数
族
で
あ
る
彼
等
が
二
百
余
年
に
及
ぶ
比
の
国
の
歴
史
に
於
い
て
完
全
に
同
化
し
て
終
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
想
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

小
高
句
麗
の
建
国
に
先
だ
つ
こ
と
約
二
十
年
の
高
宗
・
儀
胤
二
年
に
中
国
に
避
さ
れ
て
い
た
百
前
人
捕
虜
が
王
統
の
扶
余
際
と
共
に
小
前
句

麗
の
領
域
と
な
っ
た
建
安
城
の
地
に
選
さ
れ
、
そ
の
子
孫
の
消
息
は
則
夫
武
后
の
時
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
全
く
消
息
を
絶
っ

た
こ
と
、
先
に
一
弓
会
同
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
少
数
の
彼
等
は
恐
ら
く
高
句
麗
人
の
聞
に
吸
収
同
化
せ
ら
れ
て
終
っ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

問
元
末
・
天
宝
初
に
至
り
湖
海
の
北
進
に
抵
抗
し
て
敗
れ
た
越
喜
・
払
但
・
鉄
利
等
の
中
の
反
湖
海
的
純
通
古
斯
系
分
子
が
小
高
句
麗
国
の

領
域
内
に
入
住
し
た
。
彼
等
の
入
住
地
は
南
は
遼
陽
の
西
北
よ
り
北
は
東
遼
河
流
域
に
至
る
長
大
な
地
帯
に
跨
り
、
九
州
に
分
れ
、
そ
の
五
州

は
都
督
州
で
あ
っ
た
所
か
ら
推
す
と
、
そ
の
総
勢
は
相
当
の
戸
口
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
高
句
麗
人
に
比
す
れ
ば
や
は

り
少
数
民
族
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
等
の
入
住
地
の
う
ち
、
関
原
以
南
は
従
前
か
ら
の
小
高
句
麗
の
領
域
で
あ
り
、
従
っ
て
高
句
麗
人
の
主

住
地
で
あ
っ
た
が
、
以
北
は
そ
れ
ま
で
領
外
の
地
で
高
句
麗
人
も
少
か
っ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
こ
の
高
句
麗
人
居
住
地
帯
で
あ
る
関
原
以
前

に
入
住
し
た
者
も
亦
高
句
麗
人
に
同
化
せ
ら
れ
た
様
で
、
そ
れ
は
此
の
地
区
に
お
か
れ
た
こ
と
の
明
白
な
払
担
・
鉄
利
二
州
の
住
民
に
対
す
る

遼
史
の
記
載
か
ら
立
証
せ
ら
れ
る
。

遼
史
が
阿
保
機
侵
入
当
時
の
遼
東
の
州
民
を
湖
海
人
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
此
の
湖
海
人
と
は
小
高
句
麗
人
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら

れ
る
こ
等
と
は
先
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
ο

小
高
句
麗
凶
民
は
高
句
麗
人
を
以
て
そ
の
民
族
構
成
の
主
体
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
遼
史
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に
い
う
遼
東
糊
海
人
の
主
体
は
当
然
高
句
麗
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
何
が
故
に
高
句
麗
人
を
湖
海
人
と
呼
ん
だ
の
か
と
い
う
疑
問
の
説
明

は
後
文
に
ゆ
ず
る
が
、
と
に
か
く
高
句
麗
を
糊
海
人
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
だ
け
は
紛
れ
な
い
こ
と
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
が
払

浬
・
鉄
利
の
両
州
は
減
額
種
で
あ
る
高
句
麗
人
と
は
異
る
純
通
古
斯
種
の
払
担
・
鉄
利
両
株
鞠
を
以
て
置
い
た
州
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の

育
で
あ
る
阿
保
機
侵
入
当
時
の
州
民
は
増
加
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遼
史
九
一
一
ニ
地
理
志
・
東
京
道
・
広
州
の
条
に

湖
海
為
鉄
利
郡
。
太
祖
選
湖
海
人
居
之
。
建
鉄
利
州

U

と
あ
り
、
遼
州
の
条
に

本
払
担
国
（
掴
Y
州
）
榊
。
太
祖
。
一
川
o

選
民
実
之
。

と
あ
り
、
遼
史
認
太
祖
紀
・
天
賛
三
年
五
月
の
条
に

是
月
徒
蔚
州
民
実
遼
州
地
。
湖
海
殺
其
刺
史
張
秀
実
而
掠
其
民
。

と
あ
る
は
鉄
利
・
払
程
二
州
の
土
着
民
が
融
海
人
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
場
合
の
「
遷
民
実
之
」
が
土
着
民
を
州
籍
に
つ
け
る

の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
先
に
論
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
純
通
古
新
系
の
子
孫
で
あ
る
彼
等
が
高
句
麗
人
と
同
じ
く
湖
海
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

は
、
彼
等
が
高
句
麗
人
化
し
て
そ
の
聞
に
殆
ん
ど
違
い
が
な
く
な
っ
て
い
た
為
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
も
彼
等
が
奥
地
に
居
た
頃
の
ま

ま
の
生
活
、
即
ち
民
度
の
低
い
純
通
古
斯
式
の
生
活
を
続
け
て
い
た
な
ら
ば
、
契
丹
は
彼
等
を
指
し
て
湖
海
人
と
は
い
わ
ず
、
必
ず
や
女
直
人

と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
想
う
に
、
高
句
麗
人
の
聞
に
入
り
込
ん
だ
開
原
以
南
の
純
通
古
斯
系
諸
族
は
百
数
十
年
に
及
ぶ
長
い
期
間
に
次
第
に
高

句
麗
人
に
同
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
開
元
以
北
に
入
住
し
た
も
の
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

阿
保
機
の
即
位
以
前
に
於
け
る
女
直
討
伐
が
第
一
回
は
開
原
方
面
、
第
二
回
は
そ
れ
以
北
の
東
遼
河
流
域
に
至
る
ま
で
の
地
域
で
あ
っ
た
こ

と
は
既
に
再
三
述
べ
た
所
で
あ
る
。
即
ち
溢
史
は
此
の
地
方
の
主
住
民
を
女
直
と
呼
び
、
湖
海
人
と
は
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
此
の
地
方
の
主
住
民
が
血
液
的
に
も
生
活
的
に
も
女
直
人
で
あ
っ
て
瀬
海
人
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
入
住
の
越
喜
等
の
純
通
古
斯
系
諸

株
鞠
も
高
句
麗
人
化
し
て
い
た
と
は
見
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
彼
等
が
高
句
麗
人
化
し
て
い
た
な
ら
ば
、
契
丹
人
は
そ
こ
に
契
丹
人
の
い

小
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句
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二
六

う
融
海
人
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
り
、
停
獲
に
は
女
直
人
よ
り
も
先
ず
そ
の
融
海
人
を
ね
ら
っ
た
で
あ
ろ
う
。
契
丹
の
徒
民
は
民
度
の
高
い
も

の
を
対
象
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
地
域
で
の
停
民
は
竜
化
州
に
置
か
れ
た
三
百
戸
の
女
直
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
又
契
丹
は
漢
人
・
湖
海
人
を
州
県
制
の
下
に
統
治
す
る
方
針
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
停
遷
の
残
り
の
住
民
も
州
県
に
編
成
せ
ら
れ
た

害
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
閲
原
以
北
に
阿
保
機
が
土
着
民
を
以
て
置
い
た
こ
と
の
確
実
な
州
県
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
開
原
の
北
隣
に
当
る

又
そ
れ
が
仮
に
確

粛
州
が
阿
保
機
の
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
所
伝
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
金
の
中
頃
の
世
伝
で
、
確
実
視
で
き
な
い
し
、

か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
粛
州
は
大
体
関
原
地
区
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
様
に
見
て
く
る
と
、
開
原
地
区
よ
り
北
に
入
住
し

た
純
通
古
断
系
駄
鞠
諸
族
は
小
高
句
麗
に
隷
属
し
て
州
県
に
編
成
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
百
数
十
年
に
及
び
乍
ら
、
終
に
高
句
麗
人
化
し
な
か
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
う
に
、
此
の
地
域
は
大
高
句
麗
時
代
以
来
高
句
麗
人
の
住
域
で
は
な
く
、
従
っ
て
小
高
句
麗
国
の
此
の
地
方
に
対

す
る
主
権
も
弱
く
て
輯
際
関
係
の
域
を
殆
ん
ど
出
で
ず
、
よ
っ
て
そ
こ
に
入
住
し
た
者
も
高
句
麗
人
化
が
ま
進
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し

阿
保
機
が
此
の
地
域
の
伴
獲
女
直
三
百
戸
を
州
県
に
編
入
し
て
氏
部
族
的
統
治
の
下
に
お
か
な
か
っ
た
所
を
見
る
と
、
彼
等
は
女
直
と
し
て
民

度
の
尚
い
熟
女
直
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
民
度
の
向
上
は
や
は
り
小
高
句
麗
国
の
影
響
を
最
大
の
因
と
し
て
い
た
と
見

て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
小
高
句
麗
建
国
以
来
の
領
土
、
即
ち
小
高
句
麗
国
の
本
土
と
も
い
う
べ
き
開
原
地
区
以
南
の
地
域
内
に
、
或
は
駆
遷
せ

ら
れ
、
戎
は
入
住
し
た
高
句
麗
人
以
外
の
少
数
民
族
、
即
ち
粟
末
・
払
担
・
鉄
利
等
の
株
制
や
百
済
人
等
は
や
が
て
高
句
麗
人
化
し
、
そ
の
中

に
同
化
吸
収
せ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
漢
人
の
み
は
少
数
乍
ら
漢
人
と
し
て
の
生
命
を
よ
く
保
っ
て
い
た
と
見
え
、
遼
史
は
阿
保
機

侵
入
当
時
の
遼
陽
に
土
着
漢
人
の
居
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω
高
句
麗
人
を
遼
史
が
湖
海
人
と
称
し
た
所
以
と
彼
等
の
繁
和

遼
史
が
小
高
句
麗
悶
の
高
句
麗
人
を
湖
海
人
と
呼
ん
で
い
る
所
以
に
就
い
て
考
え
る
に
、
そ
れ
に
は
先
ず
小
高
句
麗
国
が
湖
海
固
と
い
わ
れ
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て
い
る
事
実
を
併
せ
て
取
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
小
高
句
麗
国
が
湖
加
国
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
小
高
句
麗
国
が
湖
海
国
に
隷
属
し
、
そ
の
強
力

な
拘
束
の
下
に
殆
ん
ど
独
立
国
た
る
の
実
質
を
喫
い
、
湖
海
国
の
一
部
た
る
観
を
呈
し
て
い
た
為
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
、
先
に
詳
し
く
考
説
し

た
如
く
で
あ
る
。
小
高
句
麗
国
が
湖
海
国
の
一
部
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
国
民
で
あ
る
高
句
麗
人
を
湖
海
人
と
呼
ば
し
め
る
一
因
と

伝
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
湖
海
人
が
高
句
麗
人
と
粟
末
・
白
山
両
駄
粉
、
即
ち
減
新
系
を
根
幹
と
し
、
此
れ
に
同
化
し
た
純

通
古
斯
系
を
含
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
小
高
句
麗
国
民
も
減
新
種
の
高
句
麗
人
を
根
幹
と
し
、

こ
れ
に
若
干
の
同
化
し
た
純
通
古
斯
種
、
即
ち

払
担
・
鉄
利
等
を
含
み
、
両
者
は
そ
の
構
成
民
族
に
於
い
て
全
く
変
り
無
か
っ
た
。
か
く
て
小
高
句
麗
の
国
民
を
呼
ぶ
に
湖
海
人
を
以
て
す
る

も
人
種
的
に
何
の
支
障
も
無
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
亦
小
高
句
麗
の
高
句
麗
人
及
び
此
れ
に
同
化
し
た
純
通
古
斯
を
湖
海
人
と
呼
ば
し
め
た
有

力
な
一
因
と
な
っ
て
い
た
と
想
わ
れ
る
。

小
高
句
麗
人
を
湖
海
人
と
呼
ば
し
め
る
た
め
に
は
、
上
述
の
政
治
的
・
人
種
的
な
面
の
外
に
広
く
一
般
の
生
活
関
係
に
も
共
通
相
似
の
点
が

多
か
っ
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
両
者
の
経
済
生
活
・
社
会
生
活
や
文
化
が
頗
る
共
通
酷
似
し
て
い
て
こ
そ
此
の
呼
び
方
が
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
然
し
小
高
句
麗
国
の
社
会
・
経
済
・
文
化
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て
乏
し
く
、
経
済
を
除
く
社
会
・
文
化

に
就
い
て
は
皆
無
に
近
い
の
で
、
こ
の
部
面
に
就
い
て
湖
海
と
小
高
句
麗
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
然
し
両
者
は
民
族
を

同
じ
う
し
、
同
じ
満
洲
に
立
国
し
て
中
国
文
化
圏
の
中
で
の
発
展
と
い
う
同
じ
方
針
を
取
り
、
且
つ
政
治
的
に
殆
ん
ど
一
体
関
係
を
成
し
て
い

た
と
す
れ
ば
、
此
の
両
国
民
の
生
活
が
凡
ゆ
る
面
で
共
通
酷
似
し
て
い
た
こ
と
は
想
察
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
酷
似
は
寧
ろ
そ
れ
が

共
に
湖
海
人
と
し
て
隣
族
か
ら
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
そ
の
一
証
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
史
料
の
実
情
よ
り
見
た
現
在
の
状
況
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
共
通
酷
似
は
紛
れ
な
い
事
実
と
し
て
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

小
高
句
麗
圏
内
の
高
句
麗
人
、
即
ち
遼
史
に
い
う
此
所
の
土
着
湖
海
人
は
、
建
国
後
し
ば
ら
く
は
諸
方
へ
の
散
亡
が
相
次
い
だ
が
、
湖
海
国

の
子
国
と
し
て
強
力
に
統
轄
せ
ら
れ
て
か
ら
は
、
宗
主
国
か
ら
の
強
い
開
発
支
援
の
影
響
が
あ
っ
た
と
見
え
て
、
阿
保
機
が
侵
入
し
た
頃
に
は

大
い
に
繁
初
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
契
丹
が
小
高
句
麗
討
滅
後
そ
の
故
地
に
原
住
湖
海
人
を
以
て
お
い
た
州
県
の
多
い
こ
と
、
そ
れ
ら

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
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）
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二
六
四

の
州
の
或
る
も
の
は
相
当
多
数
の
戸
口
を
擁
し
て
い
た
こ
と
、
阿
保
機
が
小
高
句
麗
に
侵
入
し
た
時
そ
の
原
住
溺
海
人
を
西
方
の
本
土
に
徒
し

た
が
そ
の
数
も
少
く
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
推
察
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
諸
点
に
就
い
て
考
説
し
て
お
く
。

先
ず
契
丹
が
原
住
瀬
海
人
を
以
て
置
い
た
州
か
ら
見
て
行
く
。
阿
保
機
の
時
代
に
遼
東
に
お
い
た
州
と
し
て
確
認
せ
ら
れ
る
も
の
九
の
う
ち

八
ま
で
が
原
住
樹
海
人
を
編
民
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
に
詳
述
し
た
。
比
の
外
に
、
設
置
年
代
は
判
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
原
住
湖
海

人
を
以
て
契
丹
が
お
い
た
も
の
と
推
測
せ
ら
れ
る
州
が
遼
史
の
地
理
志
に
若
干
見
出
さ
れ
る
o

然
も
そ
れ
ら
の
多
く
が
小
高
句
麗
時
代
に
置
か

れ
て
い
た
州
県
の
継
承
と
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
数
例
を
あ
げ
る
と
、
銀
州
・
銅
州
・
集
州
・
構
州
・
貴
徳
州
等
は
小
高
句
麗
国
時

代
か
ら
の
州
で
、
然
も
安
東
都
護
府
の
唐
籍
二
十
三
州
中
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
の
多
く
は
小
高
句
麗
時
代
に
逐
時
増
置

せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
此
れ
ら
の
諸
州
は
遼
史
の
地
理
志
か
ら
検
出
し
得
た
も
の
、
即
ち
遼
初
か
ら
そ
の
領
土
に
加
え
ら
れ
た

遼
河
流
域
所
在
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
初
め
契
丹
の
領
土
外
に
お
か
れ
た
奥
地
の
部
分
を
も
含
め
た
小
高
句
麗
圏
全
土
の

増
置
州
数
は
更
に
多
か
っ
た
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
州
数
の
増
設
は
そ
の
割
合
で
戸
口
が
増
加
し
た
と
考
え
る
根
拠
に
は
な
り
得

な
い
が
、
少
く
と
も
戸
口
繁
初
の
一
証
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
州
県
増
置
の
詳
細
は
州
県
制
の
問
題
と
し
て
専
考
せ
ら
る
べ
き

で
あ
る
。
次
に
阿
保
機
の
原
住
湖
海
人
西
遷
に
就
い
て
見
て
み
る
。

遼
史
時
三
地
理
志
・
上
京
道
・
健
州
・
長
楽
県
の
条
に

長
楽
県
。
本
遼
城
県
名
。
太
祖
伐
湖
海
。
選
其
民
建
県
居
之
。
戸
四
千
。
内
一
千
戸
納
鉄
。

と
あ
っ
て
、
阿
保
機
が
遼
城
州
長
楽
県
の
湖
海
人
を
健
州
に
遷
し
て
そ
こ
に
同
名
の
長
楽
県
を
置
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
遼
城
州
は
遼
陽
府
の

小
高
句
麗
時
代
に
於
け
る
州
名
で
あ
る
。
阿
保
機
が
此
所
を
陥
れ
た
の
は
神
冊
三
年
で
あ
る
か
ら
選
民
も
そ
の
後
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
ろ

う
o

長
楽
県
の
溺
海
人
は
遼
史
雄
一
二
地
理
志
・
東
京
道
・
顕
州
・
泰
先
県
の
条
に

奉
先
県
o

桝
。
世
宗
析
遼
東
長
楽
県
民
o

以
為
陵
戸
。
隷
一
長
寧
官
。

と
あ
る
如
く
、
世
宗
の
時
（
九
四
七
j
九
五

O
）
顕
州
（
北
鎮
の
東
方
）
の
郭
下
奉
先
県
に
も
遷
さ
れ
て
い
る
。

然
し
世
宗
の
前
、

太
宗
の
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時
、
大
湖
海
の
故
領
に
置
か
れ
て
い
た
来
丹
国
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
た
為
、
比
れ
を
遼
陽
に
後
退
せ
し
め
、
そ
の
際
感
し
い
湖
海
人
を
大
湖

海
国
の
故
領
か
ら
遼
陽
府
附
近
一
帯
に
駆
濯
し
、
特
に
遼
防
府
は
駆
選
民
挿
置
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
世
宗
の
選
し
た
奉
先
県
の
湖
海

人
は
長
楽
mm
の
原
住
民
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
奥
地
か
ら
一
度
長
楽
に
還
さ
れ
て
い
た
も
の
の
再
選
で
あ
っ
た
か
が
判
明
し
な
い
。
太
宗
の

東
丹
国
後
退
に
先
だ
っ
阿
保
機
の
西
方
へ
の
駆
遷
は
明
か
に
長
楽
県
の
原
住
湖
海
人
で
あ
る
。
蹴
っ
て
遼
史
地
一
二
地
理
志
・
東
京
道
・
遼
陽
府

の
条
を
検
す
る
に
、
長
楽
県
の
名
は
見
え
な
い
が
、
郭
下
の
遼
陽
県
の
条
に

遼
陽
県
。
一
昨
o

勘
海
為
常
楽
県
。
戸
一
千
五
百
o

と
あ
る
。
此
の
常
楽
県
は
恐
ら
く
長
楽
県
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
に
い
う
湖
海
は
小
高
句
麗
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
契
丹
は
小
高
句
麗
国
の
長

（
常
）
楽
県
を
継
承
し
て
少
く
と
も
世
宗
頃
ま
で
は
そ
の
名
を
存
し
、
そ
の
後
い
つ
か
遼
陽
県
と
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
長
楽
県
よ
り
遷

し
た
と
い
う
儲
州
長
楽
県
の
四
千
戸
は
駆
選
当
時
そ
の
ま
ま
の
数
字
芳
は
な
く
、
増
減
を
経
た
筈
の
後
年
の
数
で
あ
る
。
遼
陽
は
当
時
の
一
大

産
鉄
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
四
千
戸
中
の
納
鉄
戸
一
千
は
大
部
分
が
謹
陽
の
長
楽
県
か
ら
の
駆
遷
と
見
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
然
し
こ
れ

に
も
増
減
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
常
楽
県
改
め
遼
陽
県
の
一
千
五
百
戸
も
土
着
人
の
子
孫
の
み
と
は
速
断
で
き
な
い
。
東
丹
国
後
退
の
際

や
そ
の
後
の
増
減
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
長
（
常
）
楽
県
土
着
激
海
人
の
戸
口
は
知
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
挙

げ
た
戸
口
数
字
を
勘
案
す
る
に
千
戸
を
以
て
計
え
る
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
誤
り
あ
る
ま
い
。
遼
史
の
地
理
志
に
依
れ
ば
、
健
州

の
所
管
は
長
楽
県
の
外
に
臨
河
・
安
民
の
二
県
が
あ
り
、
阿
保
機
の
設
置
は
長
楽
の
み
で
、
他
の
二
県
は
太
宗
の
設
置
で
あ
る
。
県
民
は
何
れ

続
資
治
通
鑑
長
編
鴻
八
大
中
祥
符
九
年
（
契
丹
・
聖
宗
の
開
泰
五
年
目
一

O
二
ハ
）
九
月
己
酉
の
条
に
掲
げ
ら
れ
た
醇

も
湖
海
人
で
あ
っ
た
。

映
の
北
行
録
に

恥
。
又
三
十
旦
。
度
横
水
石
橋
。
傍
有
儲
州
。
帥
。
今
湖
海
人
居
之
。

と
あ
っ
て
、
儲
州
治
の
住
民
が
湖
海
人
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
鰭
州
の
治
所
を
管
轄
す
る
県
は
郭
下
の
長
楽
県
で
あ
る
。
長
楽
県
民
が
激

海
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
宋
人
の
眼
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
遼
史
の
地
理
志
に
館
州
の
沿
革
を
記
し
て
、
「
太
祖
完
葺

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
〉

二
六
五
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
）

ニムハムハ

位
日

故
塁
。
云
云
」
と
あ
り
、
館
州
城
は
太
祖
が
（
唐
の
鵠
楽
都
督
府
の
）
故
塁
を
完
葺
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
阿
保
機
は
大
潮
海
討
滅
の
役

に
陣
残
し
た
の
で
あ
る
か
ら
此
の
完
葺
は
遠
征
前
の
こ
と
で
あ
る
。
又
城
塁
は
州
県
治
を
置
く
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
の

住
民
は
契
丹
・
宋
の
何
れ
の
側
の
史
料
も
専
ら
湖
海
人
と
伝
え
て
漢
人
の
居
た
証
述
が
な
い
か
ら
、
結
局
そ
れ
は
遼
東
の
長
（
常
）
楽
県
の
湖

海
人
を
徒
置
す
る
為
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
一
県
を
創
置
す
る
だ
け
の
戸
数
を
遷
し
た
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
数
百
戸
以
上
、
恐
ら
く
千
戸

を
越
え
る
数
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
も
原
地
残
留
の
溺
海
人
が
尚
一
県
を
維
持
す
る
に
足
り
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
れ
亦
少
く
と
も
数
百

戸
、
恐
ら
く
は
千
戸
を
越
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
遷
徒
・
残
留
を
合
せ
た
長
（
常
）
楽
県
原
住
湖
海
人
の
数
は
少
く
と
も
千
数
百
戸
、
恐
ら
く

は
二
千
戸
を
越
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
戎
は
更
に
多
く
、
数
千
戸
を
算
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
原
住
湖
海
人
を
遷
徒
と
残
留
と
に
分

け
た
理
由
は
色
々
考
え
ら
れ
る
が
、
湖
海
人
の
大
集
団
を
一
筒
所
に
放
置
す
る
の
は
叛
乱
を
招
く
危
険
あ
り
と
考
え
て
分
散
隔
置
す
る
の
が
そ

の
脱
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
契
丹
の
対
湖
海
策
を
通
観
し
て
紛
れ
な
く
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
分
散
政
策
の
適
用
を
受
け
た
長

（
常
）
楽
県
の
原
住
湖
海
人
は
数
千
戸
に
達
し
て
い
た
と
見
る
の
が
適
切
か
も
知
れ
な
い
。

次
に
遼
史
時
一
二
地
理
志
・
上
京
道
・
組
州
・
戚
寧
県
の
条
に

成
寧
県
。
本
長
寧
県
。
破
遼
陽
選
共
民
置
。
戸
一
千
。

と
あ
っ
て
、
阿
保
機
が
遼
陽
を
破
っ
た
時
、
そ
こ
に
長
単
県
が
あ
っ
て
湖
海
人
を
管
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
住
民
の
一
部
を
祖
州
の
地
に
遷
し

て
同
名
の
長
箪
県
を
お
い
た
こ
と
等
を
伝
え
て
い
る
ω

泣
肌
聞
を
破
っ
た
の
は
神
冊
三
年
の
初
め
で
あ
る
か
ら
選
民
も
そ
の
頃
で
、
先
の
長
楽
県

の
選
民
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遼
史
の
地
浬
志
に
依
れ
ば
遼
陽
府
・
興
遼
県
の
条
に

興
遼
県
。
本
漢
平
郭
県
地
。
湖
海
改
為
長
寧
県
。
例
。
戸
一
千
。

と
あ
る
。
即
ち
契
丹
時
代
の
興
遼
県
は
小
高
句
麗
国
の
長
寧
県
を
改
名
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
長
卒
以
の
原
住
湖
海
人
も
選
徒
と

残
留
と
に
分
け
ら
れ
、
各
々
一
県
に
統
べ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
双
方
北
ハ
に
そ
の
戸
数
は
少
く
と
も
数
百
、
恐
ら
く
千
戸
を
計
え
、
併
せ

て
千
数
百
戸
以
上
に
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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柳
河
館
鉄
冶
の
湖
海
人
は
そ
の
一
例
で
、

阿
保
機
が
遼
東
か
ら
西
遊
し
た
原
住
湖
海
人
に
就
い
て
は
遼
史
に
伝
え
ら
れ
な
い
で
宋
側
の
史
籍
に
の
み
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

但
し
柳
河
館
湖
海
人
に
就
い
て
は
更
め
て
詳
考
す

こ
こ
の
湖
海
人
も
少
く
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

る
。
か
く
て
遼
史
に
そ
の
所
伝
を
逸
し
て
い
る
遷
徒
爾
海
人
が
か
な
り
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

阿
保
機
が
原
住
融
海
人
を
西
方
の
本
土
に
駆
遷
し
た
の
は
、
此
の
地
方
の
経
営
を
無
視
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
逆
に
阿
保
機
は
此
の
地
方
の

経
営
に
大
い
に
力
を
入
れ
、
盛
に
漢
人
を
徒
出
陣
し
て
経
消
開
発
を
は
か
つ
て
い
る
。
遼
東
が
契
丹
の
東
京
道
と
し
て
最
も
重
要
な
領
土
と
な
っ

て
い
る
の
は
実
に
阿
保
機
の
経
営
方
針
が
子
孫
に
継
承
せ
ら
れ
た
結
栄
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
う
し
た
重
要
経
営
地
か
ら
土
話
人
を
抜
き
取
っ
た
の

契丹遼陽府管下九県沿革記事表
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小
尚
付
属
国
の
傾
城
と
氏
波
構
成
（
下
）
（
日
野
）

は
二
つ
の
大
き
な
理
由
に
依
っ
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

そ
の
一
は

湖
海
人
の
西
遷
に
よ
っ
て
契
丹
の
本
土
地
区
を
充
実
発
展
さ
せ
る
こ
と
で

あ
り
、
第
二
は
湖
海
人
の
一
地
区
へ
の
築
住
に
よ
る
勢
力
過
大
地
区
を
な

る
べ
く
無
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
西
遷
に
よ
る
遼
東
住
民
の
減
少
を

補
い
、
更
に
一
段
と
戸
口
を
増
加
せ
し
め
、
原
住
湖
海
人
の
勢
力
過
大
を

牽
制
せ
し
め
る
た
め
に
打
っ
た
手
が
漢
人
の
入
植
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

一
地
方
に
於
け
る
一
民
族
の
勢
力
過
大
を
で
き
る
だ
け
抑
え
、
諸
民
族
を

自
ら
の
戸
口
数
が
少

雑
ぜ
置
い
て
相
互
に
牽
制
せ
し
め
る
と
い
う
の
は
、

い
契
丹
が
、
種
々
の
民
族
を
内
包
す
る
広
大
な
領
土
を
統
轄
し
て
行
く
為

に
執
っ
た
大
方
針
で
、
此
の
方
針
に
よ
り
原
住
湖
海
人
が
西
遷
せ
ら
れ
た

こ
と
は
、
彼
等
の
戸
口
数
が
決
し
て
少
く
な
か
っ
た
こ
と
を
察
知
せ
し
め

る
も
の
で
あ
る
。

次
に
原
住
南
海
人
の
戸
口
が
少
く
な
か
っ
た
こ
と
を
考

証
し
得
る
若
干
州
を
挙
示
す
る
。

二
六
七
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
（
日
野
）

二
六
八

先
ず
小
高
句
麗
国
の
王
都
で
あ
っ
た
東
平
郡
（
遼
城
州
。
遼
州
）
に
就
い
て
み
る
。
遼
史
の
地
理
志
に
依
れ
ば
そ
の
管
県
は
九
で
あ
る
が
、

そ
の
中
の
粛
慎
・
帰
仁
・
順
化
三
県
に
就
い
て
は
説
明
記
事
が
無
く
、
沿
革
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
東
丹
国
引
揚
げ
の
際
に
竜
泉

府
方
面
か
ら
遷
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
就
い
て
は
吏
め
て
詳
考
す
る
外
な
い
。
沿
革
記
事
の
あ
る
の
は
残
り
の
六
県
で
、
県
名

及
び
沿
革
記
事
を
表
記
す
れ
ば
先
掲
の
如
く
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
三
県
を
も
附
記
し
て
お
く
。
先
ず
遼
陽
県
が
融
海
即
ち
小
高
句
麗
国
の
常

（
長
）
楽
県
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
考
証
し
た
。
尚
表
中
の
記
事
に
は
「
本
湖
海
金
徳
県
地
」
と
か
、
「
高
麗
改
為
句
麗
県
」
と
か
の
記
事
が

あ
る
が
、
此
れ
は
遼
史
・
地
理
志
の
東
京
道
に
多
く
見
ら
れ
る
誤
っ
た
比
定
の
一
例
で
、
削
除
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
別
に
考
証
を

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
興
遼
県
が
小
高
句
麗
国
の
長
寧
県
で
あ
る
こ
と
は
先
に
考
証
し
た
。
仙
郷
県
が
永
豊
県
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
同
じ

東
京
道
・
顕
州
・
山
東
県
の
条
に

山
東
県
。
本
漢
望
平
県
。
穆
宗
割
勘
海
永
豊
県
民
為
陵
戸
。
隷
積
慶
官
。

と
あ
る
に
依
っ
て
証
せ
ら
れ
、
且
つ
穆
宗
の
頃
ま
で
旧
名
を
存
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
あ
と
の
鶏
山
・
花
山
・
紫
蒙
に
就
い
て
は
他
に

有
力
な
関
係
記
事
を
得
な
い
。
た
だ
同
じ
東
京
道
・
銅
州
の
唯
一
の
管
県
で
あ
る
椋
木
県
の
条
に

椋
木
県
。
本
漢
望
平
県
地
。
湖
海
為
花
山
県
。

と
あ
る
の
が
花
山
県
の
考
察
に
多
少
の
参
考
と
な
る
の
み
で
あ
る
。
然
し
常
楽
・
永
豊
・
長
寧
三
県
の
小
高
句
麗
時
代
に
関
す
る
部
分
の
記
事

が
誤
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
鶏
山
・
花
山
・
紫
蒙
の
三
県
に
関
す
る
記
事
も
そ
の
大
筋
に
於
い
て
は
誤
っ
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
表
中
に
記
さ
れ
た
各
県
の
戸
数
は
遼
代
の
も
の
で
、
小
高
句
麗
時
代
の
も
の
で
は
な
い
。
然
し
常
楽
・
長
寧
二
県
の
原
住
潮
海
人
、
即
ち

小
高
句
麗
国
時
代
の
高
句
麗
人
の
戸
数
が
共
に
少
く
と
も
一
千
数
百
を
下
ら
ず
、
常
楽
は
数
千
戸
を
計
与
え
た
ら
し
く
祭
せ
ら
れ
る
こ
と
は
先
に

論
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
永
豊
県
の
高
句
麗
人
も
二
県
に
分
割
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
推
し
て
や
は
り
少
く
と
も
千
数
百
、
恐
ら
く
は
二
千
戸
以

上
に
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
六
県
中
の
三
県
が
少
く
と
も
二
千
戸
前
後
、
或
は
そ
れ
以
上
の
戸
数
を
擁
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
残
り
三
県
の

戸
数
規
模
も
恐
ら
く
此
の
程
度
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
六
県
を
総
計
し
て
少
く
と
も
万
戸
前
後
、
或
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
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と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
遼
陽
に
は
此
の
六
m
m
の
外
に
更
に
県
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
此
れ
以
上
の
こ
と
は
判
ら
な
い
。

次
に
遼
州
の
原
住
湖
海
人
が
一
旦
阿
保
機
に
征
服
せ
ら
れ
て
の
ち
契
丹
に
叛
い
た
こ
と
は
先
に
一
言
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
小
高
句
麗
時
代

の
払
担
州
の
住
民
が
相
当
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

契
丹
の
鉄
利
州
は
小
高
句
麗
の
鉄
利
州
を
そ
の
ま
ま
承
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
統
和
八
年
（
九
九
O
）
に
至
り
一
旦
廃
止
せ
ら
れ
た
。

遼
史
玲
一
聖
宗
紀
・
同
年
七
月
の
条
に

省
遂
・
踊
・
松
・
健
・
寧
・
海
・
瑞
・
玉
・
鉄
皇
・
奉
徳
等
州
。

と
あ
る
o

降
っ
て
開
泰
七
年
（
一

O
一
八
）
復
置
せ
ら
れ
、
名
を
広
州
と
改
め
た
o

同
書
一
一
一
二
地
理
志
・
東
京
道
・
広
州
の
条
に

統
和
八
年
省
。
開
泰
七
年
。
以
漢
戸
置
。
統
県
一
。

と
あ
る
。
尚
海
人
を
以
て
置
い
た
鉄
利
州
を
発
し
、
次
い
で
漢
戸
を
以
て
復
起
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

人
の
漸
増
と
を
想
わ
し
め
る
。
理
由
は
判
ら
な
い
が
、
鉄
利
州
の
湖
海
人
は
越
初
に
比
し
後
年
次
第
に
減
退
す
る
傾
向
を
と
っ
た
と
見
て
誤
り

な
い
で
あ
ろ
う
。
所
で
遼
史
噛
ニ
天
一
昨
帝
紀
・
天
慶
六
年
正
月
戊
午
の
条
に

貴
徳
州
守
将
耶
律
余
説
。
以
広
州
湖
海
叛
附
永
昌
。
我
師
撃
走
之
。

と
あ
り
、
同
書
一
流
（
「
粛
酬
斡
伝
に

時
一
一
献
広
州
激
海
作
乱
。
乃
与
附
塁
側
尉
粛
韓
家
奴
襲
其
不
備
平
定
。

と
あ
っ
て
、
遼
末
に
完
顔
阿
骨
打
が
挙
兵
し
た
と
き
、
広
州
の
湖
海
人
が
出
で
て
貴
徳
州
を
成
っ
て
い
た
こ
と
、
遼
陽
の
高
永
昌
が
契
丹
に
叛

こ
の
地
に
置
け
る
湖
海
人
の
減
退
と
漢

く
と
忽
ち
此
れ
に
応
じ
た
こ
と
等
を
伝
え
て
い
る
。

遼
末
に
於
け
る
広
州
の
湖
海
人
が
必
ず
し
も
微
弱
で
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
う
に
足
ろ
う
。

遼
陽
を
中
心
と
す
る
一
帯
の
地
に
は
阿
保
機
の
残
後
、
太
宗
に
よ
っ
て
東
丹
国
人
即
ち
大
助
海
の
遺
民
が
婚
し
く
移
さ
れ
た
の
で
、
鉄
利
州
の

域
内
で
も
そ
の
際
に
湖
海
人
の
増
加
を
凡
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
然
し
そ
の
後
に
な
っ
て
州
の
廃
止
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
に
於
い

て
減
少
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
尚
作
乱
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
減
少
前
の
、
延
い
て
は
小
高
句
麗

小
両
付
麗
国
の
領
域
と
民
族
椛
成
（
下
）
（
日
野
）

－4
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
（
日
野
）

二
七

O

以
来
の
原
住
民
の
少
く
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
遼
陽
・
遼
・
鉄
利
三
州
に
就
い
て
検
討
し
た
結
果
は
、
そ
の
原
住
湖
海
人
が
何
れ
も
相
当
多
く
、
殊
に
遼
陽
（
遼
城
州
）
は
万
戸
に

も
達
し
て
い
た
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
高
句
麗
国
末
年
の
州
数
は
唐
籍
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
二
十
三
州
よ
り
も
遥
か
に
多
く
な
っ

て
い
た
が
、
そ
れ
ら
数
十
州
の
い
わ
ゆ
る
湖
海
人
全
戸
口
を
総
計
す
れ
ば
、
恐
ら
く
数
万
戸
乃
至
十
万
戸
近
く
に
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

遼
史
に
い
う
湖
海
人
の
小
高
句
麗
末
年
に
於
け
る
か
な
り
の
繁
初
は
ほ
ぼ
紛
れ
な
い
事
実
と
い
え
る
。

と
想
わ
れ
る
。

小
高
句
麗
の
建
国
後
、
そ
の
国
人
の
逃
散
が
か
な
り
続
い
て
戸
口
の
減
少
を
来
し
た
こ
と
は
当
時
の
史
籍
が
伝
え
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
末
年
に
於
い
て
再
び
相
当
の
繁
初
を
取
り
戻
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
此
の
繁
街
を
招
来
し
た
所
以
に
就
い
て
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
第
一
、
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
海
東
の
盛
国
と
し
て
栄
え
た
大
助
海
の
属
国
と
し
て
そ
の
庇
護
の
下
に
百
数
十
年
の
長
い
泰
平
を
享
受

し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
大
助
海
国
が
こ
こ
を
直
轄
領
土
と
同
様
に
扱
い
、
大
い
に
此
の
地
域
を
開
発
し
て
経
済
的
発
展
を
促
し
た
こ

と
で
あ
る
。
第
三
は
、
大
湖
海
と
小
高
句
麗
と
の
こ
う
し
た
特
殊
な
関
係
か
ら
大
潮
海
の
本
土
よ
り
小
高
句
麗
の
域
内
に
相
当
の
湖
、
海
人
が
移

住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
と
も
と
同
種
で
あ
る
湖
海
人
の
入
住
は
第
三
者
を
し
て
小
高
句
麗
国
人
と
削
海
人
と
を
同
一

視
せ
し
め
る
原
因
の
一
を
な
し
て
い
た
と
忠
わ
れ
る
。
第
四
は
、
遼
東
に
入
住
し
た
純
通
斯
系
抹
鞠
人
そ
の
他
の
少
数
民
族
の
同
化
で
あ
る
。

総
じ
て
高
句
麗
人
の
繁
初
は
大
湖
海
と
の
関
係
に
負
う
所
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

。）

女
直
人
の
蔓
延

附
代
・
庸
初
に
駄
制
と
呼
ば
れ
た
も
の
の
う
ち
、
協
劇
系
の
架
末
・
白
山
両
部
を
除
く
純
通
古
斯
系
の
五
部
は
、
西
よ
り
伯
削
（
伊
通
河
と

の
合
流
点
附
近
よ
り
下
流
の
北
流
松
花
江
及
び
粒
林
河
の
下
流
域
）
、
安
車
骨
（
阿
勅
楚
階
河
流
域
）
、
払
担
（
瑚
繭
階
河
流
域
以
東
日
本
海
に

至
る
部
春
河
中
上
流
域
以
北
）
、
県
水
（
三
姓
以
来
松
花
江
南
北
岸
流
域
）
、
号
室
（
黒
竜
江
下
流
域
）
等
、
大
体
東
流
松
花
江
の
大
流
域
を
住

域
と
し
、
そ
の
南
方
に
は
粟
末
・
白
山
両
駄
制
及
び
高
句
麗
人
等
の
協
和
系
が
居
を
占
め
て
い
た
。
唐
の
中
葉
に
至
り
、
伯
附
の
試
聞
は
達
折
、

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



安
寧
骨
の
立
阿
は
鉄
利
・
越
喜
、
払
浬
の
詫
聞
は
虞
婁
・
払
程
、
黒
水
は
依
然
黒
水
、
号
室
は
窟
説
と
呼
ば
れ
る
様
に
な
っ
て
も
此
の
住
域
に
大
し

た
変
り
は
無
く
、
そ
の
南
方
の
減
額
系
も
粟
末
・
白
山
・
高
句
麗
の
諸
族
が
湖
海
人
と
し
て
混
一
せ
ら
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
住
域
に
は
変
り
無

か
っ
た
c

更
に
陪
以
前
に
於
い
て
も
、
純
通
古
斯
系
が
把
婁
・
粛
慎
・
勿
吉
と
呼
ば
れ
、
減
額
系
が
夫
余
・
沃
純
・
高
句
麗
と
呼
ば
れ
て
い
た

だ
け
で
、
右
の
住
域
に
は
殆
ん
ど
変
り
が
無
く
、
た
だ
半
島
の
嶺
東
減
が
此
の
聞
に
消
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
即
ち
東
部
満
洲
を
南
北
に
二

大
別
し
て
北
に
純
通
古
斯
、
南
に
減
新
が
拠
る
と
い
う
の
は
有
史
以
来
唐
の
中
噴
に
至
る
ま
で
殆
ん
ど
変
り
の
無
い
民
族
配
置
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
然
る
に
唐
末
・
五
代
、
即
ち
湖
海
末
・
遼
初
に
至
り
、
史
舎
は
そ
れ
ま
で
専
ら
北
満
に
拠
っ
て
い
た
純
通
古
斯
の
南
下
、
即
ち
女

直
の
出
方
盟
延
を
想
察
せ
し
め
る
記
事
を
多
く
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

閉
山
地
方
以
北
に
女
直
が
占
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
唐
末
、
阿
保
機
が
此
の
地
方
の
女
直
を
伐
っ
た
明
伝
が
あ
っ
て
紛
れ
な
い
所
で
あ
お
υ

謹
史
弛
太
宗
紀
・
会
同
三
年
（
後
晋
・
天
福
五
年
目
九
四

O
）
二
月
乙
卯
の
条
に

鴨
緑
江
女
直
遺
使
来
到
。

と
あ
り
、
笠
四
年
十
一
月
丙
子
の
条
に

鵬
総
江
女
直
来
賞
。

、
と
あ
る
は
、
女
直
が
鴨
緑
江
の
流
域
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
記
事
で
あ
る
。

新
五
代
史
一
一
後
唐
荘
宗
紀
・
同
光
三
年
（
九
二
五
）
五

月
己
聞
の
条
に

思
水
・
女
真
皆
遺
使
来
貢
。

と
あ
り
、
旧
五
代
史
功
一
二
後
唐
・
荘
宗
紀
、
冊
府
元
亀
尚
一
」
外
臣
部
・
朝
貢
門
等
に
も
同
じ
記
事
が
見
え
て
い
る
o

右
の
黒
水
は
松
花
江
最
下
流

註
盟

域
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
威
興
方
面
に
南
下
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
黒
水
と
同
行
し
た
女
真
も
大
体
同
じ
方
面
に
住
ん
で
い

盟
国

た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
鴨
緑
江
を
下
り
遼
東
半
島
に
沿
っ
て
海
に
詑
び
山
東
の
登
州
に
入
っ
て
い
た
。
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）
に
も
来
貢

し
、
翌
建
隆
元
年
以
後
宋
の
治
世
と
な
る
と
そ
の
来
貢
記
事
は
豊
富
に
伝
え
ら
れ
、
年
々
多
数
来
航
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
（
日
野
）

二
七
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
（
日
野
）

次
に
時
代
は
梢
々
下
る
が
、
遼
史
地
景
宗
紀
・
保
箪
五
年
（
九
七
三
）
五
月
辛
未
の
条
に

女
直
侵
辺
殺
都
監
逮
虫
迭
・
的
刺
・
斡
旦
魯
。
駆
掠
辺
民
牛
馬
。

と
あ
る
女
直
が
阿
勅
楚
階
方
面
の
者
で
あ
ろ
う
と
は
既
に
池
内
博
士
の
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
り
、
同
八
年
（
九
七
六
H

宋
の
太
平
興
国

元
年
）
の
条
に

八
月
。
女
直
侵
貴
徳
州
東
境
。
川
。
九
月
o
M。
女
目
的
段
帰
州
五
築
。
刺
掠
而
去
。

即

日

と
あ
る
女
直
の
主
体
が
輝
発
河
流
域
の
も
の
、
即
ち
や
が
て
回
践
女
直
と
し
て
著
れ
る
者
で
あ
り
、
此
の
襲
撃
に
よ
っ
て
南
北
朝
時
代
以
来
尚

句
麗
の
名
城
と
な
っ
て
い
た
新
城
を
引
継
い
だ
帰
州
が
廃
州
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
嘗
て
詳
考
し
た
如
く
で
あ
る
。
か
く
も
強
力
と
な
る

ま
で
に
は
か
な
り
の
蔵
月
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
図
版
女
直
の
輝
発
河
流
域
入
住
は
や
は
り
府
末
五
代
の
頃
に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
以
上
列
挙
し
た
諸
方
の
女
直
の
う
ち
、
開
原
以
北
の
地
及
び
輝
発
河
流
域
は
粟
末
株
制
の
住
城
、
戚
興
地
方
は
白
山
林
鞠
の
一
大
中
心
地
、

鴨
緑
江
流
域
は
高
句
麗
勃
興
の
地
と
し
て
、
何
れ
も
有
史
以
来
減
栢
系
の
本
土
と
し
て
湖
海
時
代
に
及
ん
で
い
た
所
で
あ
る
。
し
て
見
る
と
、

東
流
松
花
江
の
流
域
に
沿
う
北
満
に
住
し
て
久
し
く
そ
の
外
に
出
な
か
っ
た
純
通
古
斯
族
は
湖
海
時
代
に
入
り
、
恐
ら
く
は
そ
の
中
葉
頃
か
ら

次
第
に
南
下
を
始
め
、
然
も
此
の
移
動
の
波
は
束
は
日
本
、
海
岸
よ
り
西
は
東
遼
河
の
流
域
に
わ
た
る
全
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
当
時
、
彼
等
の
南
隣
に
居
た
減
額
系
は
湖
海
人
と
し
て
融
合
統
一
し
、
盛
国
の
大
湖
海
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
純
通
古
斯
の
移

動
は
減
茄
系
の
湖
海
人
を
圧
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。
殊
に
純
通
古
斯
の
大
部
分
を
占
め
る
達
垢
・
鉄
利
・
越
喜
・
虞
宴
・

払
但
・
黒
水
等
は
閲
元
・
天
宝
の
交
以
来
湖
海
国
に
征
服
せ
ら
れ
、
黒
水
を
除
く
他
の
詩
部
は
直
轄
領
民
と
し
て
州
県
制
に
編
成
せ
ら
れ
、
湖

海
国
の
被
支
配
者
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
南
下
が
湖
海
人
を
征
圧
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
等
は
融
海
国
内
を
融
海
人
の
支
配
の
下
に
地
下
水
が
浸
潤
す
る
如
く
南
下
し
拡
が
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
融

海
の
末
菜
、
黒
竜
江
の
下
流
域
に
居
た
克
惹
（
号
室
・
窟
説
）
が
江
を
朔
っ
て
移
動
し
、
松
花
江
下
流
域
の
黒
水
を
圧
し
て
こ
れ
を
戚
興
方
面
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に
南
下
せ
し
め
、
更
に
此
の
黒
水
の
大
移
動
は
西
方
の
部
族
に
も
衝
撃
を
与
え
、
鉄
利
・
逮
蛎
の
一
部
を
も
南
下
せ
し
め
た
こ
と
、
湖
海
の
減

店
副

亡
に
乗
じ
て
克
惹
は
遂
に
そ
の
故
都
東
京
城
の
地
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
等
は
嘗
て
詳
し
く
論
述
し
た
所
で
あ
る
が
、
此
の
移
動
も
要
は
繭
海
の

支
配
下
に
起
っ
た
純
通
古
斯
族
の
南
下
大
移
動
の
波
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
純
通
古
斯
系
が
女
直
の

名
を
以
て
ほ
ぼ
満
洲
の
諸
要
地
に
蔓
延
し
た
頃
、
大
湖
海
が
契
丹
の
攻
撃
に
よ
っ
て
滅
び
湖
海
人
と
し
て
統
合
せ
ら
れ
て
い
た
摘
額
種
の
勢
力

が
制
落
に
向
っ
た
の
で
、
代
っ
て
満
洲
舞
台
の
主
人
公
に
の
し
上
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
或
は
此
の
女
直
の
地
下
水
的
蔓
延
が
湖
海
滅
亡

の
内
的
遠
因
と
し
て
大
き
く
作
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
契
丹
の
阿
保
機
が
湖
海
国
に
侵
入
し
て
忽
ち
都
を
屠
り
得
た
の
は

湖
海
国
の
内
証
に
乗
じ
た
為
で
あ
り
、
そ
の
内
－
江
と
は
克
惹
部
の
南
下
に
聯
関
し
て
起
っ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
嘗
て
詳
し
く
考
説
し

立
町

た
所
で
あ
る
。
此
の
有
史
以
来
の
大
移
動
を
純
通
古
斯
に
惹
き
起
き
し
め
た
の
は
、
融
海
国
の
彼
等
を
直
轄
領
民
と
す
る
支
配
で
あ
っ
た
と
忠

わ
れ
る
。
即
ち
海
東
の
盛
国
と
誕
わ
れ
た
働
海
の
文
化
は
直
接
彼
等
に
光
被
し
て
、
経
済
の
発
展
、
人
口
の
増
加
、
民
度
の
向
上
と
な
り
、
か

く
て
蓄
積
せ
ら
れ
た
民
族
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
彼
等
の
文
化
地
帯
を
指
向
す
る
移
動
の
原
動
力
と
な
り
、
か
く
て
そ
の
南
下
大
移
動
を
起
さ
し
め

た
の
で
あ
ろ
う
。
湖
海
は
彼
等
を
直
轄
領
民
と
し
て
い
た
関
係
か
ら
、
自
己
住
域
内
へ
の
地
下
水
的
蔓
延
を
阻
止
す
る
名
分
が
な
く
、
此
れ
を

大
勢
の
赴
く
ま
ま
に
見
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
直
南
下
の
波
は
遂
に
満
洲
の
最
南
端
で
あ
る
遼
東
半
島
の
一
円
に
及
び
、
遼
代
の
中
葉

以
後
、
局
蘇
館
女
直
と
呼
ば
れ
る
大
部
族
の
拠
る
所
と
な
っ
て
い
る
。

女
直
の
南
下
蔓
延
の
大
勢
を
以
上
の
如
く
眺
め
る
な
ら
ば
、
阿
保
機
が
伐
っ
た
開
原
方
面
以
北
の
女
直
も
先
に
閲
元
・
天
宝
の
交
に
此
所
に

移
さ
れ
た
越
喜
等
の
純
適
古
斯
系
株
鞠
の
子
孫
に
新
来
の
者
を
加
え
て
い
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蘇
子
河
流
域
や
鴨
緑
江
右
岸
の
要

地
等
に
就
い
て
は
湖
海
末
年
の
女
直
史
料
を
見
出
し
難
い
が
、
や
は
り
彼
等
の
蔓
延
す
る
所
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
小
高
句
麗
圏
内
の
住
民
は
、
そ
の
建
国
直
後
に
於
い
て
は
高
句
麗
人
の
相
次
ぐ
逃
散
に
よ
っ
て
一
時
甚
し
く
減
少
し
た

が
、
や
が
て
そ
こ
に
徒
さ
れ
て
来
た
少
数
の
他
民
族
を
同
化
吸
収
し
つ
つ
、
又
宗
主
国
の
揃
海
か
ら
入
住
し
た
者
を
も
加
え
て
相
当
の
繁
初
を

取
り
戻
し
、
そ
の
末
年
頃
に
は
全
満
州
に
移
動
蔓
延
し
つ
つ
あ
っ
た
女
直
が
入
り
込
み
、
小
高
句
麗
国
の
直
接
支
配
外
に
あ
り
乍
ら
有
力
化
し

小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
｝
ト
〉
ハ
日
野
）

二
七
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小
高
何
施
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
（
日
野
）

二
七
四

つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註

お
檀
州
は
河
北
・
植
州
の
漢
人
を
従
し
て
お
い
た
州
で
あ
る
。
遼
史
地
一
一
一
地
理
志
・
東
京
道
・
叡
州
の
条
参
照
。

m
満
洲
学
報
第
三
号
所
載
。

お
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
三
冊
所
載
「
泣
の
遼
東
経
略
」

加
速
史
は
女
直
の
名
を
部
族
表
に
掲
げ
て
お
り
、
女
直
の
統
制
を
氏
部
族
制
に
よ
っ
て
い
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
但
し
後
年
に
は
民
度
の
高
い
熟
女
直
は

州
県
制
に
よ
る
様
に
な
っ
て
い
る
。

幻
前
出
「
唐
末
の
遼
東
」
。

お
湖
侮
人
が
契
丹
に
叛
い
て
女
直
人
の
問
に
越
入
し
た
例
は
多
く
凡
ら
れ
る
が
、
淡
人
に
は
な
い
。

mm

乙
の
時
撤
海
人
の
亡
命
ー
を
容
れ
た
女
自
は
奥
地
の
者
で
な
く
、
傍
近
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
奥
地
深
く
逃
入
し
て
い
れ
ば
契
丹
が
再
び
乙
れ
を

と
ら
え
る
乙
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

鈎
松
瓦
は
松
花
江
に
通
じ
、
松
瓦
千
戸
家
の
女
直
人
は
松
花
江
か
ら
来
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
械
に
も
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
く
は
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

引

ω

鎮
束
関
は
一
大
貿
易
港
で
あ
る
が
、
そ
の
貿
易
に
活
躍
し
て
い
た
の
は
糊
海
人
で
あ
る
。
溺
海
人
の
海
上
活
躍
に
就
い
て
は
別
に
詳
考
す
る
つ
も
り
で
あ

る。
但
東
京
遼
陽
府
は
留
守
司
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

部
両
銅
州
の
と
と
に
就
い
て
は
小
高
句
麗
国
の
州
県
の
問
題
と
し
て
更
め
て
洋
考
し
た
い
o

m
李
一
民
線
乞
援
の
と
と
は
高
麗
史
時
一
票
世
家
・
二
十
一
年
九
月
丙
辰
の
条
に

興
遼
国
邸
州
刺
史
李
医
緑
来
告
急
。
云
云
。

と
あ
り
、
延
定
の
こ
と
は
前
年
十
二
月
の
条
に

興
越
国
大
師
大
延
定
引
東
北
女
只
与
契
丹
相
攻
。
遊
侠
乞
綬
。
云
一
三

と
見
え
て
い
る
。

お

ζ

の
場
合
の
鴨
緑
江
女
直
が
鴨
緑
江
下
流
・
五
山
の
も
の
で
あ
る
乙
と
は
東
洋
学
報
第
六
巻
、
和
田
博
士
の
「
定
安
国
考
」
に
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
。

お
朝
鮮
学
報
三
三
糾
「
宋
初
女
江
戸
の
山
東
来
航
の
大
勢
と
そ
の
山
来
」
、
及
び
同
学
報
三
七
・
三
八
合
輯
「
宋
初
女
真
の
山
東
米
航
と
貿
易
」
参
照
。
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釘
女
真
は

g
a
B
E
R
女
直
は
旦
ロ

HnE
の
音
訳
で
、
女
真
と
女
直
と
は
同
音
奥
訳
で
あ
る
。

お
粛
慎
即
揺
官
官
や
勿
吉
と
紘
鴇
と
の
関
係
に
就
い
て
は
史
淵
三
五
輯
所
載
の
拙
稿
「
勿
吉
考
」
及
び
同
誌
三
八
・
三
九
合
輯
号
所
載
「
綜
縄
七
部
の
前
身
と

そ
の
属
種
」
参
照
。

mω

こ
れ
ら
の
乙
と
は
「
高
句
麗
滅
亡
後
に
於
け
る
紘
縞
七
部
の
動
向
」
と
題
し
て
別
に
詳
考
す
る
。

初
池
内
博
士
著
、
満
鮮
史
研
究
紳
4
所
収
「
鉄
利
均
」

H
U

註

ωに
同
じ
。

同
悩
黒
水
の
南
下
に
就
い
て
は
史
淵
自
二
九
輯
五
三
三
椅
連
載
の
拙
稿
「
冗
惹
部
の
発
展
」
参
照
。

日
制
南
下
後
の
黒
水
の
活
躍
に
就
い
て
は
別
に
詳
考
す
る
が
、
朝
鮮
学
報
一
二
・
二
二
合
併
号
「
統
和
初
期
に
於
け
る
契
丹
・
型
宗
の
東
方
経
略
と
九
年
の
鴨

緑
江
口
築
城
」
参
照
。

川
叫
五
国
部
に
就
い
て
は
淀
川
叫
の
「
鉄
利
考
」
に
詳
細
な
考
説
が
あ
る
。

日
制
乙
の
乙
と
に
就
い
て
は
別
に
詳
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
前
出
の
「
冗
慈
部
の
発
展
」
中
に
こ
う
し
た
動
き
の
一
部
に
ふ
れ
て
い
る
。

必
以
上
に
就
い
て
は
前
出
「
冗
惹
部
の
発
展
」
及
び
帝
国
学
士
院
紀
事
二
巻
三
号
所
載
の
拙
稿
「
後
激
海
の
建
国
」
参
照
。

何
引
遼
史
一
一
大
宗
紀
・
天
顕
三
年
末
の
条
に

共
民
（
献
一
周
の
）
或
亡
入
新
回
線
・
女
直
。

と
あ
る
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
尚
右
の
新
経
は
高
一
一
の
地
を
指
す
。
新
維
は
当
時
滅
ん
で
い
た
。
地
域
と
し
て
の
半
島
を
指
す
場
合
、
遼
史
は
屡
々
乙
れ
を

新
緩
と
い
っ
て
い
る
。

組
閣
高
間
胞
の
顕
宗
十
一
年
（
一

O
二
O
）
以
来
、
徳
宗
・
靖
宗
を
経
て
文
宗
の
六
年
（
一

O
五
二
）
ま
で
三
十
余
年
に
わ
た
っ
て
高
麗
に
入
賞
し
、
或
は
北
辺

を
窓
掠
し
た
東
女
真
の
高
之
門
、
そ
の
他
高
舎
・
高
部
達
・
高
謝
・
高
演
・
高
史
・
高
陶
化
、
大
信
・
大
由
、
或
は
宋
の
大
中
祥
符
七
年
ハ
一

O
一
四
〉
十

二
月
、
高
麗
の
使
臣
に
従
っ
て
人
宋
し
た
女
真
の
大
千
機
（
塔
心
竪
と
も
音
訳
）
等
は
、
必
ず
し
も
総
て
湖
海
の
王
姓
貴
姓
た
る
大
氏
・
高
氏
の
出
身
と
断

定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
女
真
に
投
じ
た
湖
海
系
の
も
の
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。
尚
働
海
人
の
女
真
人
へ
の
投
入
に
就
い
て
は
詳
考
す
べ
き
幾
多
の
問
題

が
あ
る
。

州
四
遼
史
噌
八
大
康
叉
伝
に

恥
。
，
且
電
荷
虚
毛
ゑ
龍
一

im界
多
一
勧
海
人
。
乞
取
之
。
詔
従
其
請
。

と
あ
る
は
そ
の
一
例
。
但
し
右
の
鋤
海
人
は
、
「
冗
惹
部
の
発
展
」
に
於
い
て
論
述
し
た
如
く
、
「
冗
惹
女
直
」
と
混
鴻
し
た
者
で
あ
る
。

小
高
句
麗
園
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
）
ハ
日
野
）

二
七
五
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小
高
句
麗
国
の
領
域
と
民
族
構
成
（
下
〉
ハ
日
野
〉

七
六

日
朝
式
丹
国
志
に
見
え
て
い
る
。
国
政
女
直
に
就
い
て
は
史
淵
自
四
六
輯
至
四
八
栂
所
載
の
拙
稿
「
契
丹
の
国
政
部
女
直
経
略
に
就
い
て
」
参
照
。

日
上
文
省
略
部
分
に
唐
の
鏡
楽
都
督
府
の
地
で
あ
る
乙
と
を
記
し
て
い
る
。

日
前
出
の
「
冗
惹
部
の
発
展
」
、
「
後
劫
海
の
建
国
」
、
「
鉄
利
考
」
等
参
照
。

回
乙
の
と
と
に
就
い
て
は
別
に
専
考
し
た
い
考
え
で
あ
る
。

日
前
出
『
鉄
利
考
」

目
前
出
「
克
惹
部
の
発
展
」

日
前
註
に
同
じ
。

日
前
出
「
後
激
海
の
建
国
」
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Territory and Racial Composition of the Small 
Kao-chii-li Kingdom (1J\ilt61:iJooOO) ( ) 

Kaizaburo HINO 

In those days when the Small Kao-chu-li Kingdom was founded, the 

main body of the nation was Kao-chu-lians. Further the nation con

tained the native Chinese and the people of Bai-ji sli'f, Those Bai

jians had been taken away to China as captives and were then 

transferred to this region. The Chinese and the Bai-jians were mi

norities in the Kingdom. The latter were assimilated with the Kao

chu-lians and disappeared by and by from the scene of history. At 

the end of Kai-yuan /)~::n; era, a great number of Mo-ho Ir*~ men, of 
pure Tungus origin, fought against the Po-hai ir}Ji'/6: Kingdom advancing 

north, were defeated by them and took refuge in the Small Kao-chu-li 

Kingdom. They settled down there and were, too, assimilated with 
Kao-chu-lians. The Po-hai Kingdom ruled strictly the Small Kao-chu-li 

as a dependency. As this rule continued for a long time, and the Kao

chu-lians were of the same race as the Po-haians, the Kao-chu-lians 

became to be called as "Po-haians" by other nations. Diurchi *• was 
of the pure Tungus and began to advance southwards in the era of 
Po-hai, and lived extensively in the Small Kao-chu-li Kingdom. When 

Chi-tan ~ft overthrew this Kingdom, the nation of Small Kao-chu-li 

consisted of Po-haians, Djurchians and a minority of native Chinese. 
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