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突
販
の
瓦
解
・
溺
海
の
株
鴇
諸
族
併
呑
と

小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

日

野

開

長E

久
し
く
案
外
に
覇
を
称
へ
、
堂
々
大
唐
を
も
．
仕
迫
し
て
居
た
復
興
突
阪
は
、
闘
特
勤
に
い
机
く
枇
伽
可
汗
の
死
に
よ
っ
て
謹
に
衰
ヘ
、
開
元
二

十
九
年
、
批
伽
可
汗
の
子
の
設
利
可
汗
の
被
殺
を
最
後
と
し
て
全
く
瓦
解
し
去
っ
た
。
復
興
大
突
阪
は
史
上
稀
有
の
強
離
を
誇
る
大
帝
国
と
し

て
久
し
く
内
外
を
強
圧
し
て
居
た
だ
け
に
、
そ
の
急
激
な
瓦
解
は
凡
ゆ
る
方
向
に
大
き
な
影
郷
町
を
与
へ
、
極
東
満
洲
の
地
に
も
大
変
佑
を
捲
き

起
さ
し
め
た
。
そ
の
第
一
は
淵
海
が
純
通
市
斯
系
株
鞠
諦
族
を
併
呑
し
て
長
年
の
宿
願
を
達
し
た
こ
と
で
め
り
、
第
二
は
小
高
匂
腿
が
湖
海
に

併
呑
せ
ら
れ
た
韓
輯
諸
族
中
の
亡
命
者
を
多
数
迎
へ
入
れ
、
そ
れ
ら
を
統
治
す
る
為
め
の
都
督
府
や
州
を
置
き
、
領
州
を
増
加
し
た
こ
と
で
あ

り
、
第
三
は
突
厩
と
の
対
峠
か
ら
解
放
せ
ら
れ
た
唐
の
軍
事
的
余
力
が
そ
れ
だ
け
東
北
面
控
制
力
の
強
化
に
振
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
、
以

下
、
か
う
し
た
変
化
を
小
高
句
麗
国
史
の
立
場
か
ら
考
説
す
る
。
但
し
第
三
の
変
化
は
章
節
を
更
め
て
扱
ふ
こ
と
と
し
、
此
所
で
は
第
一
と
第

こ
と
を
論
ず
る
に
止
め
る
。

第

一

節

突
厭
の
耳
解
と
潮
海
の
抹
輯
諸
族
併
呑

純
通
古
斯
系
株
鞠
諸
族
へ
の
勢
力
仰
張
を
念
願
し
て
好
機
を
窺
ひ
つ
つ
あ
っ
た
融
海
王
大
武
芸
は
、
此
れ
に
最
も
強
力
に
抵
抗
し
て
ゐ
た
思

水
抹
輯
や
そ
の
他
の
抹
輯
諸
族
に
対
し
て
唐
が
庇
護
的
態
度
に
出
た
こ
と
を
憤
慨
し
、
黒
水
問
題
を
き
っ
か
け
と
し
て
遂
に
純
通
古
斯
系
抹
輯

思
〈
阪
の
瓦
解
・
激
海
の
鯨
鞠
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

ノ、

イ二



突
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
掠
鴇
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
矯
領

ノ、
八．

祐
族
の
唐
へ
の
入
貢
を
一
切
遮
断
し
、
海
軍
を
送
っ
て
山
東
に
趨
し
、
店
と
の
武
力
抗
争
を
も
辞
せ
ぬ
強
硬
態
度
を
明
か
に
し
た
。
此
の
入
唐

只
そ
れ
だ
け
が
遮
断
を
完
行
し
得
た
所
以
で
あ
っ
た
の
で
は
な

遮
断
は
溺
海
の
有
つ
地
理
的
利
点
に
大
き
く
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
と
は
云
へ
、

ぃ
。
株
鞠
諸
族
の
入
唐
熱
は
、
そ
の
頻
貢
が
証
一
部
す
る
如
く
、
極
め
て
旺
盛
蛾
烈
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
遮
断
に
対
し
て
は
斉
し
く

大
き
な
怨
み
を
抱
い
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
敢
て
遮
断
し
た
の
は
、
溺
海
に
全
抹
鞠
諸
族
を
一
括
制
．
仕
し
得
る
実
力
が
具
備
せ
ら
れ
て
ゐ
た
か

ら
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
強
烈
な
北
進
の
野
望
を
抱
き
、
旺
っ
そ
の
実
力
を
具
備
し
て
ゐ
た
大
武
芸
も
、
只
彼
等
の
入
唐
を

遮
断
レ
、
山
東
を
題
掠
し
て
欝
憤
を
ぶ
ち
ま
け
た
の
み
で
、
彼
等
を
征
服
し
領
内
に
編
入
す
る
挙
に
は
出
で
得
な
か
っ
た
。
武
芸
苑
し
、
崩
海

と
唐
と
の
和
解
が
成
立
す
る
と
共
に
、
遮
断
以
前
に
入
居
し
て
ゐ
た
韓
鞠
諸
族
が
何
れ
も
再
び
旧
の
如
く
自
ら
の
名
に
於
い
て
入
唐
し
て
ゐ
る

の
は
彼
等
が
尚
独
立
を
保
っ
て
ゐ
た
為
め
で
、
武
芸
が
彼
等
の
併
呑
を
敢
て
断
行
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
併

呑
を
強
く
念
願
し
、
且
つ
そ
れ
を
遂
行
す
る
に
足
る
実
力
を
備
へ
て
ゐ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
武
芸
が
此
れ
ぞ
敢
て
断
行
し
な
か
っ
た
に
就
い
て

は
、
そ
こ
に
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
比
の
際
、
湖
海
と
諸
株
鞠
と
の
両
当
事
者
以
外
の
第
三
勢
力
と
の
関
係

に
求
む
可
き
も
の
と
思
は
れ
る
。
即
ち
明
か
に
優
勢
な
勘
海
の
北
進
を
牽
制
し
て
ゐ
た
の
は
、
此
の
崩
海
よ
り
も
更
に
優
勢
な
第
三
勢
力
で
あ

っ
た
と
見
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
第
三
勢
力
と
し
て
唐
を
擬
て
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
武
威
四
隣
を
圧
す
る
突
厭
で
あ
っ
た
と
解

す
可
、
き
で
あ
る
。

当
時
、
唐
の
軍
備
は
節
度
使
体
制
の
整
備
に
よ
っ
て
頗
る
充
実
し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
は
辺
防
の
安
固
を
主
眼
と
す
る
消
極
的
な
受
身
の
体
制

で
あ
っ
て
、
長
距
離
遠
征
の
作
戦
に
は
必
ず
し
も
適
し
た
体
制
で
は
な
か
っ
た
。
突
厩
・
吐
蕃
の
二
大
強
題
研
』
控
へ
て
ゐ
た
唐
と
し
て
は
そ
の

防
備
の
安
聞
を
は
か
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
て
、

一
方
に
此
の
両
強
窟
を
抑
へ
つ
つ
、
更
に
長
駆
し
て
揃
洲
の
奥
地
に
遠
征
を
断
行
し
得
る
裕

り
は
無
か
っ
た
。
か
う
し
た
情
勢
は
融
海
に
看
取
せ
ら
れ
て
ゐ
た
筈
で
、
さ
れ
ば
こ
そ
湖
海
は
海
軍
を
送
っ
て
屈
の
登
州
在
趨
掠
す
る
が
如
き

大
胆
な
挑
戦
行
為
を
も
敢
て
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
所
が
突
廠
の
場
合
は
そ
の
精
鋭
が
湖
海
の
西
境
を
侵
冠
す
る
現
実
的
な
可
能
性
を
多
分
に



有
し
て
ゐ
た
。

奥
地
の
鞍
輯
諸
族
が
開
一
克
七
年
頃
か
ら
対
唐
交
通
に
使
用
し
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
既
述
の
満
華
交
通
第
二
幹
線
は
同
時
に
突
厩
牙
庭
へ
の
入

貢
路
に
も
連
り
、
突
臓
の
勢
力
は
此
の
街
道
に
よ
っ
て
遠
く
黒
水
株
栂
に
迄
波
及
し
、
特
に
枇
伽
可
汗
は
吐
屯
を
設
け
た
こ
と
8
へ
あ
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
湖
海
が
此
の
街
道
上
に
略
々
東
西
に
連
衡
す
る
黒
水
・
越
喜
・
鉄
利
等
を
専
占
領
有
せ
ん
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
突
廠

の
此
の
勢
力
と
衝
突
す
る
こ
と
し
」
な
る

d

然
も
大
店
が
泣
く
奥
満
洲
の
湖
海
に
征
討
の
大
軍
を
直
派
し
柑
る
可
能
性
は
先
ず
考
へ
ら
れ
な
か
っ

た
の
に
一
以
し
、
直
接
界
を
接
す
る
突
阪
の
場
合
は
そ
の
危
険
が
大
き
か
っ
た
ο

古
来
密
林
淑
測
の
満
洲
と
市
原
乾
燥
の
家
市
と
は
そ
の
作
戦
の

自
然
条
件
を
全
く
異
に
し
、
従
っ
て
満
洲
の
奥
地
に
深
く
侵
入
し
た
遊
牧
勢
力
の
遠
征
軍
は
殆
ん
ど
例
外
な
く
悲
惨
な
後
退
を
余
儀
な
く
せ
し

め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
只
満
洲
の
西
部
地
区
を
鵠
く
攻
略
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
然
も
そ
れ
に
よ
っ
て
奥
満
洲
の
勢
力
に
迄
大
き
な
打
撃
を

与
へ
、
大
成
功
を
収
め
て
ゐ
る
例
は
少
く
無
く
、
現
に
突
販
に
就
い
て
も
何
回
か
の
先
例
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
南
北
朝
時
代
の

突
阪
は
扶
余
地
方
を
以
服
せ
し
め
、
更
に
そ
の
東
方
の
五
常
方
面
を
根
拠
と
し
て
北
満
一
時
に
強
大
な
勢
力
を
振
っ
て
ゐ
た
大
勿
吉
を
瓦
解
せ

し
め
て
居
竹
千
陪
末
唐
初
の
突
慨
も
扶
余
地
方
を
勢
力
下
に
収
川
町
、
叉
そ
の
衰
故
後
、
一
時
塞
外
に
雄
視
し
た
醇
延
陀
も
や
は
り
扶
余
地
方
に

勢
力
を
及
ぼ
し
て
ゐ
た
。
南
北
朝
及
び
陥
未
踏
初
と
共
に
突
阪
隆
昌
の
三
割
点
ぞ
な
し
、
現
に
県
水
戦
糊
に
迄
勢
力
を
波
及
せ
し
め
て
ゐ
た
枇

伽
可
汗
に
さ
か
ら
ふ
こ
と
は
、
府
懲
の
兵
を
受
く
可
き
危
険
を
伴
ふ
こ
と
が
助
出
に
は
充
分
感
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
然
も
黒
水
問
題
に

端
を
発
し
て
大
唐
と
攻
争
す
る
に
至
っ
た
湖
海
と
し
て
は
、

一
層
突
厩
と
の
関
係
を
好
調
に
保
っ
て
此
れ
を
対
唐
攻
争
に
利
用
す
可
き
必
要
が

あ
っ
た
。
対
唐
攻
争
の
上
に
更
に
突
阪
と
事
を
構
へ
た
場
合
の
溺
海
の
運
命
は
火
を
路
る
よ
り
も
明
か
で
あ
る
。

突
販
の
対
満
洲
政
策
は
、
満
洲
に
於
け
る
蹴
海
の
優
位
を
現
実
の
実
態
と
し
て
受
容
れ
、
問
海
の
諸
株
鞠
に
対
す
る
宗
主
権
を
認
め
る
が
、

然
し
そ
れ
と
同
時
に
梢
洲
の
覇
者
と
し
て
の
制
海
が
そ
れ
ら
の
駄
鞠
諸
族
を
ネ
ゐ
て
知
人
脈
に
同
属
朝
賀
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
且
つ
勧
海
の
株

鞠
諸
族
併
呑
巻
許
さ
ず
、
口
ハ
－
山
側
殿
関
係
に
止
ま
ら
し
め
て
お
く
方
針
で
あ
っ
た
。
此
れ
に
対
す
る
唐
の
満
洲
政
策
は
、
湖
海
の
株
輯
諸
族
に
対

開
山
政
の
瓦

m－
溺
海
の
株
鞠
諸
族
併
お
と
小
出
付
制
出
国

ω九
州
附
領

ι

、t’M
〕
ノ
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突
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瓦
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七。

す
る
宗
主
権
を
一
切
否
認
し
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
唐
の
直
接
聴
燦
に
服
す
る
平
等
の
在
在
た
ら
し
め
ん
と
す
る
に
在
っ
た
。
湖
海
の
対
唐
攻
争

は
か
う
し
た
湖
海
の
宗
主
権
に
対
す
る
唐
の
否
認
政
策
へ
の
不
満
が
爆
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
突
厭
へ
の
親
近
は
描
海
の
宗
主
権
に
対
す
る
突

厩
の
容
認
政
策
に
気
を
良
く
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
突
厩
の
満
洲
政
策
も
湖
海
の
覇
権
承
認
を
限
度
と
し
、
そ
れ
以
上
に
併
呑
の
挙
に
出

る
こ
と
は
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
湖
海
の
北
進
は
突
阪
と
の
衝
突
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
西
部
国
境
の

侵
略
を
受
け
る
こ
と
が
予
測
せ
ら
れ
、
対
唐
攻
争
の
最
中
と
し
て
き
う
し
た
事
態
の
発
生
は
絶
対
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
幹
輯
諸
族
の

入
唐
を
固
く
遮
断
し
た
大
武
芸
が
、
突
廠
へ
の
往
来
に
は
手
を
加
へ
得
な
か
っ
た
こ
と
、
己
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
か
う
し
た
手
加
減
は
要
す

る
に
突
厩
の
武
力
に
対
す
る
畏
怖
と
唐
の
武
力
に
対
す
る
軽
視
と
に
由
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
聴
鞠
諸
族
の
突
阪
入
貢
さ
へ
如
何
と
も
な
し

得
な
か
っ
た
大
武
芸
が
突
厩
の
意
志
に
さ
か
ら
っ
て
彼
等
を
征
服
専
占
す
る
の
挙
に
出
で
得
な
か
っ
た
こ
と
は
寧
ろ
当
然
で
あ
っ
た
と
云
へ

る
。
か
く
て
開
元
年
聞
に
は
湖
海
の
株
鞠
諸
族
併
呑
は
終
に
達
成
せ
ら
れ
ず
、
武
力
膨
脹
主
義
の
武
王
武
芸
も
隠
忍
自
重
す
る
外
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
此
の
様
に
崩
海
の
北
進
を
阻
止
し
て
ゐ
た
も
の
が
専
ら
突
厩
の
強
大
な
武
力
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
突
厩
の
勢
力
衰

退
の
時
機
が
同
時
に
湖
海
の
北
進
開
始
の
時
期
と
な
る
可
き
こ
と
は
容
易
に
推
測
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

突
販
は
閲
元
二
十
九
年
に
瓦
解
し
た
。

そ
し
て
崩
海
は
終
に
抹
輯
諸
族
を
併
呑
し
て
そ
の
宿
志
を
達
成
し
た
。
新
唐
書
芝
抹
鞠
伝
に
、

’”何
M
t

刊
官

浬
・
践
婁
・
越
喜
・
鉄
利
・
黒
水
等
の
入
貢
を
述
べ
た
後
ち
、
此
の
伝
の
最
後
の
締
め
括
り
の
一
句
と
し
て

後
勘
海
盛
。
韓
鞠
皆
役
嵐
之
、
不
復
興
王
食
尖
。

と
あ
っ
て
、
彼
等
が
何
れ
も
渦
海
に
隷
属
し
て
終
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
叉
同
巻
の
崩
海
伝
に
、
右
の
記
事
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
し

て
、
掛
浬
の
故
地
は
湖
海
の
東
平
府
五
州
（
伊
・
家
・
泊
・
県
・
比
）
に
、
鉄
利
の
故
地
は
鉄
利
府
六
州
（
広
・
泊
・
浦
・
海
・
義
・
帰
）
に
、

越
喜
の
故
地
は
懐
遠
府
九
州
（
遥
・
越
・
懐
・
紀
・
富
・
美
・
福
・
邪
・
芝
）
に
編
せ
ら
れ
た
と
記
し
て
ゐ
る
。
但
し
黒
水
の
故
地
に
就
い
て

は
記
す
所
が
無
い
。
此
れ
は
掛
湿
・
越
審
・
鉄
利
等
が
何
れ
も
湖
海
の
直
轄
領
土
に
編
入
せ
ら
れ
、
府
州
制
に
編
成
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
特



に
勤
惇
を
以
て
知
ら
れ
た
黒
水
の
み
は
直
轄
領
土
へ
の
編
入
を
免
れ
、
只
湖
海
の
璃
燦
に
服
す
る
に
止
ま
り
、
従
っ
て
最
後
迄
黒
水
の
名
を
保

往
路

ち
得
た
為
め
で
あ
っ
て
、
此
の
こ
と
に
就
い
て
は
嘗
て
考
説
し
た
所
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
純
通
古
斯
系
の
株
鞠
諸
族
が
或
は
直
轄
領
民
と

し
て
、
或
は
鵡
燦
領
民
と
し
て
湖
海
に
服
属
せ
し
め
ら
れ
た
乙
と
が
紛
れ
な
い
事
実
と
し
て
立
証
せ
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
征
服
の
年
代
は
何
時

で
あ
っ
た
か
と
云
ふ
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
崩
海
の
北
進
を
牽
制
し
て
ゐ
た
突
廠
が
開
元
二
十
九
年
に
全
く
瓦
解
し
去
っ
た
事
実
を
併

せ
考
へ
る
と
き
、
そ
れ
は
恐
ら
く
開
元
二
十
九
年
以
後
で
あ
り
、
然
も
崩
海
の
北
進
熱
か
ら
推
し
て
二
十
九
年
以
後
の
間
も
な
い
時
で
あ
っ
た

ら
う
と
の
推
測
が
生
れ
て
来
る
。
然
ら
ば
開
元
二
十
九
年
以
後
の
ど
の
年
代
で
あ
っ
た
か
。
此
の
疑
問
を
解
く
第
一
の
手
掛
り
は
、
や
は
り
先

に
掲
げ
た
韓
輯
諸
族
の
入
唐
表
で
あ
る
。

開
元
は
二
十
九
年
を
以
て
終
り
、
翌
れ
ば
天
宝
元
年
で
あ
る
。
入
唐
表
に
依
る
に
、
開
元
二
十
九
年
迄
し
き
り
に
入
賞
し
た
株
輔
諸
族
は
、

椀
浬
・
越
喜
・
鉄
利
等
、
何
れ
も
天
宝
元
年
以
後
全
く
盗
を
絶
ち
、
独
り
黒
水
の
み
入
買
を
続
け
て
そ
の
回
数
も
天
宝
の
十
四
年
間
に
五
回
に

及
ん
で
ゐ
る
。
大
唐
は
天
宝
十
四
年
末
の
安
禄
山
の
叛
乱
勃
発
ま
で
全
盛
の
形
を
保
っ
て
居
り
、
唐
・
融
関
係
も
概
ね
円
滑
に
行
っ
て
居
た

の
で
あ
る
か
ら
、
鞍
鞠
諸
族
の
入
唐
表
か
ら
の
消
滅
事
情
を
前
回
の
場
合
と
同
様
に
溺
海
の
入
唐
街
道
遮
断
に
よ
る
絶
貢
と
見
る
の
は
妥
当
で

な
い
。
開
元
二
十
九
年
が
突
厩
の
瓦
解
の
年
で
あ
っ
た
事
実
と
結
び
つ
け
て
、
湖
海
が
此
の
機
に
多
年
宿
願
の
北
進
を
断
行
し
、
彼
等
を
併
呑

し
て
終
っ
た
為
め
と
解
す
可
き
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
勘
海
の
北
進
は
突
廠
の
瓦
解
と
殆
ん
ど
同
時
に
開
始
せ
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
。
揖

浬
・
越
喜
・
鉄
利
等
の
入
唐
表
か
ら
の
消
滅
は
、
彼
等
が
描
海
の
領
民
と
し
て
そ
の
直
轄
下
に
編
入
せ
ら
れ
、
外
交
の
自
由
を
失
ひ
、
入
貢
は

自
己
の
名
に
於
い
て
で
な
く
、
崩
海
の
名
に
於
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
為
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
此
の
三
部
は
湖
海
の
北

進
開
始
と
同
時
に
忽
ち
完
全
に
征
服
せ
ら
れ
、
そ
の
直
轄
領
民
に
編
入
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
黒
水
鞍
鞠

の
み
そ
の
名
を
入
唐
表
に
残
害
し
続
け
て
ゐ
る
の
は
、
特
に
勤
惇
を
以
て
知
ら
れ
た
此
の
部
族
の
こ
と
と
て
、
溺
海
も
軽
々
し
く
は
そ
の
内
部

に
征
服
の
軍
を
侵
入
せ
し
め
る
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
為
め
で
あ
ら
う
。
黒
水
も
最
後
に
は
溺
海
に
服
属
し
た
。
然
し
そ
の
実
力
は
よ
く
直
轄

領
民
に
編
入
せ
ら
れ
る
乙
と
を
排
し
、
国
輔
燦
に
服
す
る
程
度
に
喰
ひ
止
め
る
を
得
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
自
己
の
名
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
、
対
外

突
阪
の
瓦
解

溺
海
の
革末
鞠
諸
族
併
呑
と

高
句
麗
国
の
九
州
増
領

七



突
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
綜
鴇
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

七

活
動
に
於
い
て
そ
の
独
自
の
存
在
た
る
こ
と
を
主
張
し
得
た
所
以
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
対
唐
交
通
に
於
い
て
地
の
利
を
得
て
ゐ
た
繭
海

も
む
げ
に
黒
水
の
入
唐
を
遮
断
し
難
く
、
か
く
て
天
宝
の
十
四
年
聞
に
五
回
の
入
貢
記
録
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

満
海
の
北
進
年
代
を
探
る
第
二
の
手
掛
り
は
安
東
都
護
府
の
府
治
の
転
徒
で
あ
る
c

開
元
二
年
、
鞍
輔
の
頻
貫
が
初
ま
り
、
そ
の
管
掌
が
安

東
都
護
府
の
職
任
と
せ
ら
れ
た
結
果
、
都
謹
府
は
本
来
の
任
た
る
小
高
句
麗
の
統
轄
、
樹
海
の
監
視
の
外
に
、
新
に
純
通
古
斯
系
鞍
鞠
諸
族
の

甜
輔
耐
胤
を
も
扱
ふ
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
彼
等
の
入
貢
路
は
平
州
に
会
し
て
ゐ
た
の
で
、
開
元
二
年
、
都
護
府
は
幽
州
よ
り
平
州
に
移
治
し
て

此
の
新
状
勢
に
対
処
し
た
。
次
い
で
開
元
五
年
、
営
州
の
恢
復
が
成
っ
て
唐
の
遼
西
支
配
が
確
立
し
た
の
と
、
越
え
て
七
年
、
樹
海
に
武
力
発

展
主
識
の
武
王
大
武
芸
が
立
っ
て
戦
禍
諸
族
の
領
内
通
過
を
妨
げ
た
結
果
と
に
よ
っ
て
、
崩
海
の
陸
上
入
唐
路
と
小
高
句
麗
及
び
株
鞠
諸
族
の

入
貢
路
と
が
何
れ
も
営
州
に
会
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
唐
は
軍
事
辺
防
機
関
た
る
節
度
使
を
新
に
営
州
に
増
置
す
る
と
共
に
、
都
護
府
を
そ
の

梢
々
東
方
の
燕
郡
城
に
移
し
て
此
の
新
状
勢
に
応
じ
た
。
か
く
都
護
府
の
移
転
が
両
国
共
に
東
北
辺
外
の
情
勢
の
変
佑
に
対
応
し
て
行
は
れ
た

措
置
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
続
い
て
行
は
れ
た
天
宝
二
年
の
遼
西
郡
故
城
へ
の
都
護
府
移
転
も
亦
東
北
辺
外
に
新
状
勢
が
展
開
し
た
為
め
の

処
置
な
る
可
き
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
開
元
二
十
九
年
に
初
ま
っ
た
勘
海
の
北
進
に
因
る
奥
地
鞍
鞠
諸
族
の
入
貢
消
滅
が
主
で

あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
駄
輯
諸
族
の
入
貢
消
滅
に
よ
っ
て
都
護
府
の
政
務
は
揃
海
と
小
高
句
麗
と
の
両
国
に
縮
減
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
然
も
溺
海
の
朝
貫
道
は
山
東
の
登
州
に
至
る
海
路
が
正
街
道
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
、
都
護
府
の
事
実
上
の
政
務
は
殆
ん
ど
小
高
句
麗
一
国

に
大
き
く
縮
減
せ
ら
れ
た
と
見
て
差
支
へ
な
か
っ
た
。
然
も
純
通
古
斯
系
抹
鞠
諸
族
を
併
呑
し
た
湖
海
の
国
力
が
此
れ
よ
り
一
段
と
増
強
す
可

き
は
自
明
の
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
転
進
南
下
を
警
戒
す
可
き
必
要
が
加
は
り
、
そ
の
為
め
に
は
小
高
句
麗
に
対
す
る
唐
の
保
護
乃
至
控
制
を

強
佑
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
即
ち
都
護
府
の
任
は
小
高
句
麗
一
固
に
集
中
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
府
治
を
遼
西
郡
故
域
に
移

し
、
小
高
句
麗
の
西
境
に
近
く
進
出
せ
し
め
た
所
以
は
正
に
か
う
し
た
新
状
勢
に
対
応
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

安
東
都
護
府
の
燕
郡
城
よ
り
遼
西
郡
故
域
へ
の
移
転
が
勘
海
の
占
領
に
よ
る
奥
地
韓
鞠
諸
族
の
朝
貢
廃
絶
に
対
応
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
す



れ
ば
、
此
の
移
転
の
年
た
る
天
宝
二
年
は
彼
等
斡
鞠
諸
族
の
入
貢
に
再
開
の
見
込
み
が
無
く
な
っ
た
年
、
換
言
す
れ
ば
勘
海
の
彼
等
に
対
す
る

征
服
占
領
の
態
勢
が
略
々
完
了
し
て
そ
の
再
独
立
の
見
込
み
が
無
く
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
即
ち
湖
海
の
純
通
古
斯
系
耕
輔
諸
族

（
黒
水
を
除
く
）
併
呑
の
大
事
業
は
開
元
二
十
九
年
に
初
ま
っ
て
天
宝
二
年
に
は
一
段
落
し
、
僅
か
に
足
掛
け
三
年
で
此
の
大
目
的
を
果
し
た

ζ

と
と
な
る
。
掛
浬
・
越
喜
・
鉄
利
の
広
大
な
地
域
を
足
掛
け
三
年
ほ
ど
で
征
定
し
た
湖
海
の
軍
事
力
と
そ
の
行
動
と
は
強
大
神
速
な
り
と
称

す
可
き
で
あ
ら
う
。
突
厩
瓦
解
の
年
た
る
開
一
万
二
十
九
年
に
忽
ち
北
進
の
軍
事
行
動
に
入
っ
て
ゐ
る
の
は
、
彼
等
の
併
呑
を
早
く
か
ら
念
願
し

て
ゐ
た
劫
海
が
平
時
よ
り
北
進
の
軍
事
態
勢
を
整
へ
て
機
を
窺
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
が
足
か
け
一
二
年
ば
か
り
で
占
領
支
配
の
一

切
ら
』
完
了
し
得
た
の
は
、
そ
れ
以
前
、
既
に
徐
々
乍
ら
も
彼
等
の
聞
に
湖
海
の
勢
力
を
浸
潤
せ
し
め
る
政
治
工
作
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で

あ
ら
う
。
黒
水
株
鞠
が
突
臓
の
吐
屯
や
唐
の
監
押
官
を
懇
請
し
て
蹴
海
の
北
進
を
牽
制
す
る
支
へ
と
為
さ
ん
と
し
た
の
が
開
元
十
四
、
五
年
頃

乃
至
そ
れ
以
前
で
あ
っ
た
事
実
は
、
既
に
此
の
頃
か
ら
北
進
を
欲
念
す
る
湖
海
の
株
鞠
諸
族
の
内
部
に
対
す
る
勢
力
浸
透
工
作
が
進
め
ら
れ
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
云
へ
ょ
う
。
大
武
芸
の
宿
願
で
あ
っ
た
株
鞠
諸
族
の
併
呑
が
実
現
せ
ら
れ
た
此
の
時
に
は
彼
は
既
に
世
に
亡

く
、
第
三
代
文
王
欽
茂
の
治
位
と
な
っ
て
ゐ
た
。
武
王
は
勃
々
た
る
野
心
を
抱
き
乍
ら
突
販
の
全
盛
に
一
任
せ
ら
れ
て
素
志
を
遂
げ
得
な
か
っ
た

と
は
云
へ
、
文
王
が
そ
の
遺
志
を
つ
い
で
好
機
至
る
と
見
る
や
電
光
石
火
の
中
に
此
れ
を
達
成
し
得
た
の
は
、
や
は
り
武
王
時
代
か
ら
整
へ
ら

れ
て
ゐ
た
北
進
準
備
の
態
勢
や
諸
工
作
の
お
蔭
で
あ
っ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

遅
く
も
天
宝
二
年
に
は
一
段
務
し
た
と
思
は
れ
る
湖
海
の
韓
鴇
諸
族
に
対
す
る
占
領
支
配
の
体
制
は
、
そ
の
後
ち
多
少
の
波
澗
曲
折
は
あ
っ

た
に
せ
よ
、
概
ね
順
調
に
強
化
確
立
せ
ら
れ
て
行
っ
た
様
で
あ
る
。
此
の
支
配
体
制
の
強
佑
確
立
過
程
を
窺
察
す
る
第
一
の
史
料
は
日
本
側
の

文
献
に
伝
へ
ら
れ
る
彼
の
地
か
ら
の
亡
命
事
件
で
あ
る
。
続
日
本
紀
雄
一
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
の
条
に

是
年
。
湖
海
人
及
鋭
利
、
惣
一
千
一
百
録
、
慕
化
来
朝
、
安
置
出
羽
圏
、
給
衣
糧
放
還
、

と
あ
っ
て
、
鉄
利
人
が
潮
海
人
と
共
に
総
勢
一
千
一
百
余
人
の
群
を
成
し
て
日
本
に
渡
来
し
て
ゐ
る
ο

此
の
渡
来
は
入
貢
や
貿
易
の
為
め
で
は

突
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
綜
鞠
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
培
領

士：



突
販
の
瓦
解
・
激
海
の
綜
鞠
諮
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

一七
回

な
く
、
帰
化
永
住
の
来
段
で
、
明
か
に
亡
命
の
徒
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
亡
命
の
所
以
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
先
づ
此
所
に
注
意
せ
ら
れ

る
の
は
、
鉄
利
人
が
溺
海
人
と
共
に
亡
命
の
一
団
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
う
し
た
繭
海
人
と
鉄
利
人
と
の
一
体
佑
は
何
を
意
味
す
る

か
。
か
う
考
へ
て
彼
等
の
亡
命
の
年
た
る
天
平
十
八
年
を
検
討
す
る
に
、
そ
れ
は
唐
の
天
宝
五
年
に
該
当
し
、
従
っ
て
勘
海
が
鉄
利
騨
鞠
を
併

呑
し
た
開
元
二
十
九
年
か
ら
僅
か
五
年
の
後
ち
に
当
っ
て
ゐ
る
。
所
で
湖
海
の
綜
鞠
諸
族
に
対
す
る
支
配
は
遅
く
も
天
宝
二
年
に
は
実
現
せ
ら

れ
て
ゐ
た
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
、
先
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
五
年
に
鉄
利
人
と
共
に
亡
命
し
た
右
の
崩
海
人
は
此
の
鉄
利
株
鞠
統
治
の
為
め

に
現
地
に
派
置
せ
ら
れ
た
湖
海
人
を
主
体
と
す
る
者
で
ゐ
っ
た
と
見
る
可
き
で
あ
ら
う
。
彼
等
現
地
派
置
の
湖
海
人
が
ど
の
様
な
組
織
、
権
限

を
以
て
被
支
配
層
と
な
っ
た
鉄
利
人
に
臨
ん
で
ゐ
た
か
は
明
か
で
な
く
、
叉
そ
の
追
究
は
崩
海
史
上
の
問
題
と
し
て
敢
て
此
所
に
取
上
げ
る
必

要
も
な
い
の
で
省
略
す
る
が
、
と
に
か
く
彼
等
を
現
地
派
置
の
瀬
海
人
と
見
る
こ
と
に
は
殆
ん
ど
疑
ひ
の
余
地
は
な
い
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然

ら
ば
、
溺
海
は
純
通
古
斯
系
株
鞠
諸
族
を
征
服
併
呑
す
る
と
共
に
当
初
か
ら
そ
の
要
地
に
溺
海
人
を
派
置
し
て
彼
等
を
強
力
に
統
治
す
る
政
策

を
採
っ
た
こ
と
と
な
る
。
湖
海
が
純
通
古
斯
系
株
鞠
諸
族
の
地
を
直
轄
領
と
し
て
府
州
県
制
に
編
成
し
て
ゐ
た
こ
と
は
先
に
二
一
目
し
た
が
、
此

の
府
州
県
制
の
施
行
が
何
年
の
頃
に
行
は
れ
た
も
の
か
は
確
知
し
難
い
に
せ
よ
、
と
に
か
く
か
う
し
た
強
力
な
直
轄
政
策
の
前
提
的
処
置
と
し

て
征
服
占
領
に
続
く
溺
海
人
の
現
地
派
置
は
充
分
考
へ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
寧
ろ
か
く
解
し
て
こ
そ
激
海
の
純
通
古
斯
系
株
輯
諸
族
に
対
す
る

統
治
方
針
が
矛
盾
な
く
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
掛
浬
や
越
喜
に
対
し
て
も
鉄
利
の
場
合
と
同
じ
く
融
海
人
が
派
置
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は

云
ふ
塩
も
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
此
の
様
に
溺
海
人
が
派
置
せ
ら
れ
て
統
治
に
当
っ
て
ゐ
た
以
上
、
戦
鞠
諸
族
の
行
動
は
す
べ
て
彼
等
溺
海
人
の

指
揮
認
許
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
て
行
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

北
方
民
族
の
中
国
品
入
手
に
対
す
る
熱
望
は
、
族
別
、
時
代
別
を
聞
は
ず
頗
る
蛾
烈
で
あ
り
、
中
国
へ
の
入
貢
は
遠
蕃
が
此
の
目
的
を
遂
げ

る
最
大
の
方
法
で
あ
り
、
機
会
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
征
服
せ
ら
れ
た
株
鞠
諸
族
が
湖
海
に
よ
っ
て
全
く
朝
貢
を
禁
止
せ
ら
れ
た
な
ら

ば
、
中
国
品
入
手
の
途
を
断
つ
も
の
と
し
て
深
く
湖
海
を
怨
み
、
そ
の
統
治
は
却
っ
て
難
し
く
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
さ
う
し
た
恐
れ
を
避
け



る
為
め
に
は
、
揃
海
自
身
の
中
国
輸
入
品
を
増
大
し
て
、
或
は
彼
等
に
売
出
す
か
、
或
は
彼
等
の
忠
順
分
子
に
そ
の
恩
賞
と
し
て
賜
与
し
て
そ

の
熱
望
を
満
し
て
や
る
外
、
時
に
そ
の
中
国
へ
の
直
接
入
貢
を
も
許
し
て
や
る
必
要
が
あ
っ
た
。
然
し
被
征
服
者
で
あ
り
、
直
轄
領
民
と
な
っ

た
彼
等
の
独
自
の
入
貢
は
許
さ
る
可
き
で
な
く
、
崩
海
人
に
従
行
し
、
崩
海
国
民
の
名
に
於
い
て
入
賞
せ
し
む
可
き
で
あ
り
、
叉
そ
の
入
買
は

湖
海
に
忠
順
な
者
に
の
み
許
し
て
憧
れ
の
中
国
品
を
獲
得
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
株
輔
諸
族
に
対
す
る
統
治
力
の
強
化
浸
透
を
は
か
る
可
き

で
あ
っ
た
。
何
れ
に
せ
よ
、
純
通
古
斯
系
株
鞠
諸
族
を
併
呑
し
て
後
ち
の
湖
海
の
中
国
輸
入
品
は
増
大
す
可
き
必
然
性
を
も
ら
、
朝
貢
・
私
貿

易
の
両
形
態
に
於
け
る
対
中
国
貿
易
は
恐
ら
く
右
の
必
然
性
に
沿
っ
て
飛
躍
的
に
増
進
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
の
詳
し
い
実
証
的

検
討
は
湖
海
史
の
問
題
と
し
て
此
所
に
取
扱
ふ
裕
り
は
な
い
が
、
少
く
と
も
貿
易
の
飛
躍
は
紛
れ
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
一
商
に
株
鞠
諸
族

に
対
す
る
潮
海
の
統
治
力
の
強
化
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
か
う
し
た
働
海
の
統
治
力
の
強
化
、
体
制
の
整
備
が
何
の
波
澗
も
無
く
一

直
線
に
進
め
ら
れ
た
と
見
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
久
し
く
抵
抗
を
続
け
た
純
通
古
斯
系
鞍
輯
諸
族
が
敗
滅
後
も
尚
輩
動
を
繰
返
へ
し
た
こ
と
は

充
分
考
へ
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
先
掲
記
事
の
鉄
利
人
の
日
本
へ
の
亡
命
も
さ
う
し
た
議
劫
の
一
余
波
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
局
部

的
な
問
題
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
大
勢
的
に
は
勘
海
の
統
治
力
は
年
々
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
占
領
直
後
に
於
け
る
湖
海
人
の
現
地
派
置
か
ら
，
府

州
県
制
施
行
へ
と
発
展
し
て
行
っ
た
湖
海
の
直
轄
政
策
の
強
佑
は
此
の
大
勢
的
な
成
功
を
証
す
る
も
の
で
み
の
る
が
、
更
に
此
の
成
功
を
年
代
的

に
察
見
せ
し
め
る
も
の
は
勘
海
の
首
都
移
転
で
あ
る
。

溺
海
の
前
身
た
る
震
国
の
首
都
が
何
処
で
あ
っ
た
か
は
学
説
紛
々
た
る
有
様
で
あ
る
が
、
後
ち
の
湖
海
の
中
京
顕
徳
府
で
み
ら
う
と
一
般
に

説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
’
示
顕
徳
府
の
所
在
に
就
い
て
も
、
今
の
敦
化
附
近
な
ら
ん
と
す
る
説
、
今
の
恭
旬
県
の
蘇
密
城
な
ら
ん
と
す
る
説
等

が
あ
る
が
、
と
に
か
く
此
の
首
都
を
文
王
欽
茂
が
今
の
東
京
城
な
る
上
京
龍
泉
府
に
北
遷
し
た
の
は
、
そ
の
即
位
の
十
八
年
、
即
ち
唐
の
天
宝

十
三
年
で
、
調
海
が
韓
輯
諸
族
を
併
呑
し
て
か
ら
十
年
あ
ま
り
後
ち
で
あ
っ
た
。
顕
徳
府
の
地
は
疑
ひ
も
な
く
趣
和
系
株
輔
の
住
域
で
あ
い
片
山

註
日

従
っ
て
湖
海
人
の
本
土
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
龍
泉
府
の
地
は
明
か
に
抽
出
椋
輔
の
住
域
で
、
純
通
古
斯
族
の
一
要
地
で
あ
っ
た
。
歳
和
族
に

突
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
綜
鞠
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
哨
領

七
五



突
阪
の
瓦
解
・
紛
海
の
綜
鞠
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

七
六

よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
そ
れ
を
支
配
階
級
と
す
る
溺
海
国
の
首
都
が
純
通
古
斯
系
の
、
然
も
嘗
て
崩
海
の
北
進
に
強
力
に
抵
抗
し
た
掛
浬
の
地
に

遷
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
地
が
全
く
識
定
せ
ら
れ
て
治
安
上
の
心
配
が
な
く
な
り
、
湖
海
の
行
政
体
制
下
に
安
定
し
て
内
地
化
し
て
ゐ
た
為
め
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
甑
海
は
彼
等
を
併
呑
し
て
か
ら
十
余
年
で
そ
の
内
地
化
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
輔
、
症
に
限
ら
ず
、
越
喜

－
鉄
利
等
に
就
い
て
も
略
々
同
様
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
尤
も
鉄
利
駄
輔
の
聞
に
は
、
後
述
す
る
如
く
、
反
勘
海
精
神
が
相
当
根
強
く
残
存

し
て
ゐ
て
時
折
表
面
佑
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
一
応
内
地
兆
し
て
鉄
利
府
六
州
に
編
成
せ
ら
れ
た
こ
と
、
先
に
三
面
し
た
如
く
で
あ

る
溺
海
は
建
国
の
初
め
唐
か
ら
受
け
た
冊
封
に
従
っ
て
震
国
と
号
し
、
次
い
で
先
天
二
年
（
開
元
元
年
）
二
月
、
玄
宗
の
授
け
た
溺
海
郡
王
の

冊
封
に
従
っ
て
勘
海
と
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
所
で
此
の
勘
海
は
開
元
・
天
宝
時
代
を
通
じ
て
崩
海
綜
輯
と
呼
ば
れ
、
此
の
称
呼
は
尚
そ
の
後

に
も
尾
を
引
い
て
続
い
て
ゐ
る
。
然
し
天
宝
以
後
は
崩
海
株
輔
の
呼
称
は
次
第
に
廃
れ
、
単
に
崩
海
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
遂
に
全

く
株
輔
を
棄
て
て
専
ら
溺
海
だ
け
と
な
っ
て
ゐ
る
。
湖
海
の
始
祖
大
昨
栄
は
粟
末
株
輔
の
出
身
で
あ
り
、
叉
此
の
国
を
建
国
し
支
持
し
た
民
族

は
浦
和
系
た
る
粟
末
・
白
山
の
両
綜
輔
と
高
句
麗
人
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
力
を
な
し
大
多
数
を
占
め
て
ゐ
た
の
は
粟
末
・
白
山
の
両
韓
輯

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
彼
等
が
合
体
し
て
湖
海
固
な
る
一
勢
力
を
構
成
し
た
際
、
此
れ
が
戦
闘
明
族
の
集
団
と
し
て
溺
海
株
輯
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に

何
ら
不
思
議
は
な
い
。
然
し
此
の
湖
海
駄
鞠
な
る
略
称
が
天
宝
以
前
に
盛
用
せ
ら
れ
、
そ
れ
以
後
漸
減
し
て
株
輔
の
名
を
消
し
去
り
、
専
ら
崩

海
と
の
み
称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
情
は
当
然
考
究
せ
ら
る
可
き
問
題
で
あ
り
、
叉
甑
海
の
北
進
と
大
き
く
聯
関
し
て
も
居
る
の
で
、
此
所
に

簡
単
に
考
説
し
て
お
く
。

開
元
時
代
に
は
株
輔
の
名
を
以
て
時
ば
れ
る
独
立
の
勢
力
が
溺
海
の
外
に
も
尚
多
数
あ
っ
て
互
に
並
立
の
関
係
を
有
し
て
ゐ
た
。
そ
の
う
ち

唐
と
深
い
関
係
を
有
っ
た
も
の
と
し
て
は
黒
水
・
梯
浬
・
越
喜
・
鉄
利
等
の
諸
大
部
や
達
垢
・
虞
婁
等
の
比
較
的
弱
小
勢
力
の
名
が
知
ら
れ
て

お
り
、
更
に
思
慕
・
郡
利
・
莫
曳
皆
・
窟
説
等
の
遠
隔
諸
部
も
殆
ん
ど
没
交
渉
に
近
い
関
係
に
在
り
乍
ら
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
て
ゐ
た
。
融
海



が
湖
海
戦
輔
と
呼
ば
れ
た
の
は
、

此
の
園
川
が
上
述
の
株
輔
諸
族
と
並
立
す
る
一
団
の
抹
鞠
勢
力
と
見
な
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
即
ち
湖
海
株
鞠
な
る
呼
称
は
此
れ
と
対
等
に
並
立
す
る
諸
株
輔
の
勢
力
が
群
在
し
て
ゐ
て
、
比
れ
と
区
別
す
る
必
要
か
ら
生
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
制
海
が
群
を
抜
く
強
大
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
認
め
ら
れ
て
ゐ
て
、
湖
海
を
指
す
に
単
に
株
鞠
と
も
厚
ぴ
、

叉
単
に
韓
鞠
と
云
へ
ば
潮
海
を
意
味
し
、
明
か
に
湖
海
を
韓
輔
諸
族
の
代
表
勢
力
と
す
る
用
法
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
強
弱

大
小
の
差
を
示
す
ま
で
で
あ
っ
て
、
崩
海
を
或
は
激
海
鞍
鞠
と
呼
び
、
或
は
単
に
鞍
鞠
と
呼
ん
だ
時
人
の
意
識
の
底
に
、
そ
の
抜
群
の
実
力
を

主
6

認
め
乍
ら
も
尚
此
れ
を
他
の
諸
鞍
鞠
と
並
立
す
る
一
勢
力
と
し
て
扱
ふ
見
方
の
存
し
て
ゐ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
d

所
が
開
元
土
木
か
ら

天
宝
初
年
に
か
け
て
唐
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
ゐ
た
抽
出
・
越
喜
・
鉄
利
等
の
諸
大
勢
力
を
併
呑
し
、
虞
盛
・
遼
垢
等
も
そ
れ
に
伴
っ
て
樹
海

に
山
内
し
、
僅
か
に
遠
在
の
県
水
の
存
在
を
許
す
の
み
と
な
り
、
叉
極
遠
の
思
慕
以
下
の
諸
枇
鞠
は
再
び
歴
史
舞
台
の
埼
外
に
押
し
や
ら
れ
て
聞

柱
時

え
な
く
な
り
、
か
く
て
彼
是
区
別
す
る
為
め
の
湖
海
戦
鞠
な
る
呼
称
は
そ
の
必
要
性
を
失
っ
た
。
歴
史
舞
台
の
上
に
活
躍
し
て
ゐ
た
諸
株
輔
は

悉
く
崩
海
に
併
入
せ
ら
れ
て
一
勢
力
に
統
合
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
や
湖
海
と
呼
べ
ば
事
実
上
満
洲
の
全
勢
力
を
包
括
し
、
特
に
此
れ

を
品
倒
海
株
鞠
と
呼
ぶ
必
要
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
然
し
さ
れ
ば
と
て
溺
海
韓
鞠
と
呼
ぴ
得
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
崩
海
韓
鞠
と
呼
ぶ

も
何
ら
差
支
へ
な
く
、
只
そ
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
云
ふ
に
す
ぎ
な
い
。
か
う
し
た
場
合
、
崩
海
株
輔
の
使
用
が
漸
次
衰
へ
、
徐
々
に
尾
称
の

韓
輯
が
取
り
去
ら
れ
て
行
く
と
し
て
も
、
尚
慣
習
的
に
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
尾
称
が
し
ば
ら
く
存
続
す
る
こ
と
は
当
然
有
り
得
る
現
象
で
あ

る
。
寧
ろ
慣
習
の
力
を
考
へ
る
時
、
株
鞠
な
る
尾
称
の
消
滅
は
此
の
尾
称
の
必
要
を
授
っ
た
時
か
ら
可
成
り
後
年
に
な
っ
て
起
っ
た
も
の
と
見

る
可
き
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
、
溺
海
鞍
輯
な
る
称
仔
は
樹
海
と
並
立
す
る
梯
浬
・
鉄
利
・
越
喜
・
黒
水
等
数
多
の
株
輯
勢
力
が
独
自
の
存
在

を
保
っ
て
ゐ
た
時
代
に
彼
是
区
別
す
る
必
要
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
湖
海
株
鞠
の
尾
称
の
綜
輔
が
消
え
去
っ
て
行
っ
た
の
は
、
此
れ
ら
並

立
す
る
諸
韓
輯
が
溺
海
に
吸
収
せ
ら
れ
消
滅
し
て
行
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
尾
称
消
滅
の
時
間
的
経
過
は
慣
習
力
の
作
用
に
よ
っ
て
牒
輔
諸
勢

力
の
消
滅
よ
り
梢
々
あ
と
に
ず
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
尾
称
の
消
滅
過
程
が
天
宝
末
以
後
に
初
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、

突
販
の
瓦
解
・
溺
海
の
綜
鞠
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

七
七



突
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
株
鞠
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

七
八

社
幹
輔
諸
勢
力
の
消
滅
の
時
期
を
天
宝
の
初
め
と
断
ず
る
見
解
と
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
逆
に
此
れ
を
支
へ
る
も
の
と
見
得
る
の
で

あ
る
。以

上
、
純
通
古
斯
系
綜
鞠
諸
族
の
唐
へ
の
入
貢
消
滅
、
鉄
利
人
の
溺
海
人
と
一
団
と
な
っ
て
の
日
本
へ
の
来
投
、
安
東
都
護
府
の
燕
郡
城
よ

り
遼
西
郡
故
城
へ
の
東
移
、
崩
海
国
首
都
の
上
京
龍
泉
府
の
地
へ
の
北
遷
、
働
海
株
輔
の
尾
称
と
し
て
の
駄
輔
の
消
滅
等
の
諸
史
実
と
そ
の
年

代
と
を
相
互
聯
関
的
に
考
察
し
た
結
果
を
総
合
す
る
に
、
勘
海
の
文
王
欽
茂
が
開
元
二
十
九
年
よ
り
天
宝
二
年
に
至
る
足
か
け
三
年
の
聞
に
拙

浬
（
虞
婁
を
含
む
）
越
喜
・
鉄
利
（
恐
ら
く
西
隣
の
達
拡
を
含
め
て
差
支
へ
な
い
と
思
は
れ
る
）
等
の
幹
輔
諸
族
を
併
呑
し
て
直
轄
領
と
し
、

そ
れ
ら
諸
勢
力
内
部
の
要
地
に
崩
海
人
を
派
置
し
、
そ
れ
よ
り
十
年
程
の
後
ち
に
は
此
れ
ら
新
領
有
地
を
大
き
く
内
地
佑
し
て
ゐ
た
こ
と
、
黒

水
綜
輔
を
圧
迫
し
て
覇
燦
領
と
し
た
こ
と
、
か
う
し
た
北
進
は
武
主
武
芸
が
強
く
念
願
し
乍
ら
生
前
に
果
し
得
な
か
っ
た
宿
望
を
達
成
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
欽
茂
の
成
功
は
開
元
二
十
九
年
の
突
厭
の
瓦
解
に
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
が
略
々
認
証
せ
ら
れ
た
こ
と
と
信
ず
る
。

つ

ま
り
融
海
の
鞍
輔
諸
族
の
併
呑
は
塞
外
の
覇
者
突
販
の
瓦
解
が
粛
し
た
東
方
満
洲
へ
の
最
大
影
響
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
所
で
突
厭
の

瓦
解
の
影
響
た
る
崩
海
の
北
進
、
純
通
古
斯
系
幹
輔
諸
族
併
呑
は
此
れ
亦
極
東
の
一
大
事
件
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
此
れ
が
更
に
大
き
な
影
響
を

諸
方
面
に
及
ぼ
し
た
。
そ
し
て
そ
の
影
響
の
一
つ
が
西
隣
の
小
高
句
麗
国
の
上
に
大
き
く
波
及
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
上
来
、
突
厭
と
湖
海
・

幹
鞠
諸
族
と
の
関
係
に
長
大
な
考
説
を
加
へ
た
の
は
、
最
後
に
此
の
小
高
句
麗
国
の
上
に
起
っ
た
変
化
を
究
明
せ
ん
が
為
め
の
意
味
を
多
分
に

有
つ
て
の
上
で
の
乙
と
で
あ
る
。

第
二
節
綜
輯
諸
族
の
亡
命
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

開
元
二
十
九
年
、
崩
海
が
突
販
の
瓦
解
に
乗
じ
て
北
進
を
開
始
し
た
時
、

そ
れ
迄
強
靭
な
抵
抗
を
続
け
て
来
た
揖
浬
・
越
喜
・
鉄
利
等
の
諸

族
が
何
ら
為
す
所
な
く
屈
服
し
て
そ
の
支
配
を
甘
受
し
た
か
ど
う
か
、

叉
融
海
が
此
れ
ら
諸
族
の
内
部
に
於
い
て
反
溺
海
活
動
を
指
導
し
て
来



た
強
硬
分
子
を
征
服
の
際
に
そ
の
ま
ま
宥
恕
安
存
せ
し
め
た
か
ど
う
か
、
す
べ
て
疑
ひ
な
き
を
得
ず
、
寧
ろ
相
当
の
波
澗
が
捲
き
起
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
の
推
想
が
抱
か
れ
る
。

第
一
項

純
通
古
斯
系
幹
輯
諸
族
の
抵
抗

遼
代
に
後
働
海
国
が
滅
亡
し
て
－
謝
和
系
通
古
斯
族
の
歴
史
的
生
命
が
絶
え
、
純
通
古
斯
系
た
る
女
直
の
独
り
天
下
と
な
る
以
前
の
満
洲
は
、

久
し
く
両
系
勢
力
の
激
烈
な
争
溺
舞
台
を
な
し
、
そ
の
優
勝
劣
敗
の
反
覆
が
満
洲
史
の
主
流
た
る
か
の
観
を
呈
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
此
の
争
闘

に
活
躍
し
た
浦
和
系
の
中
心
勢
力
は
扶
余

i
高
句
麗
、

及
び
此
の
両
者
の
子
孫
が
合
体
し
た
勘
海
人
等
で
、
時
代
的
に
大
き
く
推
移
し
て
ゐ

る
が
、
純
通
古
斯
系
勢
力
の
代
表
は
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
名
称
を
具
に
し
て
ゐ
た
と
は
云
へ
、
何
れ
も
阿
助
楚
略
河
流
域
を
根
拠
と
す
る
一
回

の
勢
力
で
あ
る
こ
と
に
於
い
て
一
致
し
て
ゐ
た
。
即
ち
古
く
は
勿
吉
、
次
い
で
は
鉄
利
等
、
す
べ
て
此
の
流
域
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

最
後
に
大
金
帝
国
も
亦
此
所
か
ら
勃
興
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

純
通
古
斯
系
と
蔵
組
系
と
の
抗
争
は
、
最
も
古
く
は
純
通
古
斯
系
た
る
邑
婁
の
減
額
系
た
る
沃
温
へ
の
連
冠
と
し
て
史
に
伝
へ
ら
れ
、
次
い

で
久
し
く
扶
余
の
隷
属
下
に
在
っ
た
勿
吉
の
勃
興
と
そ
の
扶
余
攻
滅
と
し
て
表
れ
、
降
っ
て
高
句
麗
の
圧
迫
に
よ
る
勿
吉
の
滅
亡
と
な
っ
て
ゐ

る
サ
か
う
し
た
対
立
攻
争
の
歴
史
が
両
者
の
聞
に
自
ら
融
合
し
難
い
敵
視
感
情
を
醸
成
し
、
特
に
純
通
市
斯
系
の
代
表
と
な
っ
て
扶
余
や
高
句

麗
と
華
々
し
く
覇
を
争
っ
た
勿
吉
本
土
の
住
民
、
即
ち
阿
勅
楚
略
河
流
域
の
幹
輯
に
崎
和
の
下
風
に
立
つ
を
潔
し
と
せ
ざ
る
誇
り
を
有
た
せ
た

こ
と
は
充
分
考
へ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
勿
吉
政
権
潰
滅
後
の
阿
勅
楚
略
河
流
域
の
住
民
は
安
車
骨
掠
鞠
と
呼
ば
れ
、
降
っ
て
溺
海
建
国
頃
に
は
鉄

利
駄
輔
と
昭
ば
れ
る
一
団
の
勢
力
を
な
し
て
ゐ
た
。

つ
ま
り
鉄
利
は
勿
吉
政
権
の
中
核
を
な
し
た
部
族
の
直
系
で
あ
る
。
鉄
利
と
並
ぶ
越
喜
や

註
羽

鵠
浬
の
祖
族
も
嘗
て
は
大
勿
吉
政
権
に
包
括
せ
ら
れ
、
此
れ
を
支
へ
て
ゐ
た
者
と
推
測
せ
ら
れ
る

Q

彼
等
純
通
古
斯
系
幹
輯
諸
族
の
融
海
の
北

進
に
対
す
る
抵
抗
、
即
ち
崩
海
建
国
へ
の
不
参
加
・
非
協
力
は
、
そ
の
減
額
系
に
対
す
る
種
族
関
係
以
外
に
、
此
の
様
な
過
去
の
宿
敵
的
抗
争

が
大
き
く
影
響
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
c

果
し
て
然
ら
ば
、
制
海
国
へ
の
敵
視
感
情
は
当
然
鉄
利
に
於
い
て
最
も
大
き
か
っ
た
筈
で
あ
り
、

拘
大
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
献
鞠
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
機
領

七
九



突
阪
の
瓦
解
・
沿
海
の
椋
弱
諸
族
併
呑
と
小
高
句
露
国
の
九
州
増
領

八。

事
実
、
史
書
を
通
読
す
る
に
、
そ
の
対
溺
海
活
動
は
右
の
推
断
を
充
分
に
裏
書
き
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
σ

契
丹
の
太
祖
阿
保
機
が
精
鋭
を
率
ゐ
て
東
征
し
、
内
証
に
乗
じ
て
長
駆
湖
海
の
首
都
を
陥
れ
た
時
、
鉄
利
は
此
の
侵
入
契
丹
軍
を
迎
へ
て
此

れ
に
協
力
し

禍
海
の
討
滅
に
一
役
買
っ
て
ゐ
る
。
契
丹
は
爾
後
の
溺
海
領
内
臓
定
戦
に
功
果
を
挙
げ
得
ず
、
や
が
て
移
し
い
溺
海
人
を
駆
遷

し
て
契
丹
の
本
土
や
遼
河
・
伊
通
河
流
域
に
強
制
移
住
せ
し
め
る
と
共
に
溺
海
の
地
を
大
部
分
放
棄
し
た
。
此
の
駆
遷
と
半
島
方
面
へ
の
亡
命

及
び
純
通
古
斯
系
た
る
女
直
人
仲
間
へ
の
逃
入
等
に
よ
っ
て
減
箔
系
た
る
潮
海
人
の
勢
力
は
謹
に
減
退
し
た
が
、
尚
そ
の
残
留
組
は
後
激
海
を

建
国
し
、
新
に
勢
力
を
得
た
冗
惹
女
直
の
協
力
を
得
て
再
び
満
洲
の
支
配
を
確
保
し
た
。
後
働
海
の
復
興
成
る
に
従
っ
て
鉄
利
も
再
び
そ
の
制

圧
に
帰
し
た
が
、
満
洲
の
統
一
を
終
へ
た
後
激
海
及
び
冗
惹
部
が
余
勢
を
駆
っ
て
契
丹
へ
の
反
繋
を
開
始
し
、
契
丹
が
そ
の
保
境
安
民
の
必
要

か
ら
後
揃
海
（
冗
惹
）
討
伐
に
乗
出
す
と
、
鉄
利
は
又
も
や
契
丹
に
与
し
て
或
は
基
地
を
提
供
し
、
或
は
戦
障
に
参
加
し
、

か
く
て
後
瀬
海

（
冗
惹
）
が
潰
滅
す
る
と
、
代
っ
て
一
時
満
洲
の
覇
権
ぞ
握
っ
た
。

こ
の
様
に
契
丹
の
強
大
な
武
力
を
引
き
入
れ
、
外
力
と
結
ん
で
迄
主
家
に

弓
を
引
い
た
鉄
利
の
反
崩
海
感
情
は
只
強
烈
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
云
ふ
外
な
い
が
、
然
も
此
の
外
力
と
結
ん
だ
反
抗
が
展
開
せ
ら
れ
た
の

は
、
五
代
の
中
葉
か
ら
北
宋
の
中
葉
に
及
ぶ
約
一
世
紀
に
も
わ
た
る
聞
で
、
彼
等
が
溺
海
に
併
呑
せ
ら
れ
た
開
元
末
か
ら
云
へ
ば
約
二
百
年
乃

至
三
百
年
も
の
後
ち
に
当
り
、
彼
等
の
反
勘
海
感
情
が
強
烈
な
上
に
尚
如
何
に
根
強
く
執
念
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
か
く
も

強
烈
で
根
強
い
反
崩
海
感
情
が
契
丹
の
勃
興
迄
一
度
も
爆
発
を
見
な
か
っ
た
と
は
考
へ
難
い
。
先
に
鉄
利
人
が
湖
海
人
と
共
に
日
本
に
来
投
し

設
時

た
こ
と
を
一
言
し
た
が
、
此
の
来
投
事
件
も
恐
ら
く
は
か
う
し
た
反
崩
海
感
情
の
爆
発
と
聯
関
し
て
理
解
す
可
、
き
で
あ
ら
う
。

鉄
利
人
の
日
本
へ
の
来
投
は
前
後
二
回
史
書
に
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
一
回
は
天
平
十
八
年
で
、
唐
の
天
宝
五
年
に
当
り
、
崩
海
が
北
進
を

開
始
し
て
か
ら
五
年
目
で
あ
っ
た
。
樹
海
人
と
行
を
共
に
し
、
総
勢
一
千
一
百
余
人
は
「
慕
化
来
朝
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
如
く
、
帰
佑
永
住
を

目
的
と
し
た
も
の
で
、
亡
命
の
臭
ひ
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
鉄
利
を
併
呑
し
た
湖
海
の
制
圧
力
が
強
佑
せ
ら
れ
て
行
く
の
を
不
満
と
し

た
強
硬
分
子
が
派
置
せ
ら
れ
て
ゐ
た
潮
海
人
の
一
部
を
抱
き
込
ん
で
反
抗
し
、
事
敗
れ
て
遥
々
日
本
に
亡
命
し
た
の
で
あ
ら
う
。
険
海
を
一
束
越



え
て
日
本
に
亡
命
し
た
の
は
、
中
国
そ
の
他
陸
続
き
の
地
に
亡
命
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
為
め
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

第
二
回
の
来
投
は
宝
亀
十
年
で
、
前
回
か
ら
三
十
三
年
の
後
、
唐
の
大
暦
十
四
年
に
当
る
。
同
じ
く
湖
海
人
と
鉄
利
人
と
の
一
団
で
、
日
本

註日四

に
到
達
し
た
数
は
三
百
五
十
九
人
で
あ
っ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
の
場
合
も
や
は
り
亡
命
で
、
恐
ら
く
先
回
と
同
様
反
揃
海
的
行
動
に
失

敗
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
か
う
し
た
失
敗
の
反
覆
の
底
に
流
れ
る
根
強
く
強
烈
な
反
湖
海
感
情
を
想
定
し
て
こ
そ
、
契
丹
勃

興
以
後
に
於
け
る
鉄
利
の
同
国
民
相
伐
つ
が
如
、
き
反
湖
海
活
動
色
、

さ
も
あ
る
可
き
こ
と
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

蹄
浬
や
越
喜

も
、
そ
の
度
合
の
程
は
別
と
し
て
、
同
じ
く
相
当
の
反
抗
を
示
し
た
に
相
違
な
い
。
抵
抗
に
関
す
る
史
料
は
不
幸
に
し
て
見
出
せ
な
い
が
、
渦

海
の
併
呑
に
際
し
て
は
相
当
激
し
く
争
ひ
、
力
及
ば
ず
し
て
そ
の
陣
門
に
屈
し
た
と
云
ふ
の
が
、
掛
浬
・
越
喜
・
鉄
利
等
が
滅
ぼ
さ
れ
る
際
の

真
相
で
あ
っ
た
と
推
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
項

純
通
古
斯
系
株
輔
諸
族
の
亡
命

惰
初
、
大
高
句
麗
国
が
当
時
の
粟
末
株
輔
の
中
心
部
を
な
し
、
叉
嘗
て
の
扶
余
国
の
都
で
も
あ
っ
た
扶
余
地
方
を
征
服
併
合
し
た
時
、
此
れ

羊
主
。

迄
高
句
麗
の
進
出
に
反
抗
し
て
ゐ
た
巨
魁
、
厩
稽
部
の
酋
長
突
地
稽
は
部
下
千
余
戸
の
集
団
を
率
ゐ
て
惰
の
営
州
に
来
役
し
て
お

i
v
惰
末
、

高
句
麗
の
支
配
よ
り
脱
し
た
扶
余
駄
輔
が
唐
初
に
叉
も
や
高
句
麗
に
征
服
せ
ら
れ
る
と
、
反
抗
派
の
中
心
を
な
し
て
ゐ
た
烏
素
固
部
数
百
家
が

設
時

集
団
的
に
唐
の
営
州
に
亡
命
し
て
ゐ
る
。
同
じ
滋
翻
系
た
る
高
句
麗
と
粟
末
株
輔
と
の
争
に
於
い
て
さ
へ
、
そ
の
敗
北
側
の
中
心
的
反
抗
派
は

そ
の
原
住
地
に
安
在
す
る
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
c

果
し
て
然
ら
ば
減
組
系
た
る
溺
海
の
北
進
に
強
烈
に
抵
抗
し
た

純
通
古
斯
系
幹
輯
諸
族
中
の
強
硬
分
子
は
一
層
そ
の
屈
服
後
の
安
存
が
許
さ
れ
難
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
最
後
迄
そ
の
完
全
屈
服
を
免
れ
、
薦
臨
時

的
な
藩
属
に
止
ま
り
得
に
黒
水
株
輔
の
場
合
を
除
き
、
直
轄
領
土
に
併
入
せ
ら
れ
た
排
出
・
越
膏
・
鉄
利
等
の
諸
族
の
中
で
反
湖
海
活
動
の
中
心

と
な
っ
た
有
力
分
子
は
、
敗
北
に
際
し
て
ど
う
そ
の
身
を
処
し
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
行
方
が
新
に
考
究
せ
ら
る
可
き
問
題
と
な
る
。
勿
論
、

捕
斬
や
囚
虜
の
憂
自
に
あ
っ
た
者
も
あ
ら
う
が
、
先
に
挙
げ
た
厩
稽
部
や
烏
素
田
部
の
例
か
ら
推
し
て
、
此
の
時
に
も
少
か
ら
ぬ
亡
命
集
団
が

ワ甘
フミ

阪
の
瓦
解

溺
海
の
革来
線
諸
族
併
呑
と

高
句
麗
国
の
九
州
増
領

八



突
阪
の
瓦
解

溺
海
の
綜
鞠
諮
族
併
呑
と

高
句
麗
国
の
九
州
増
領

人

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
想
せ
ら
れ
、
此
の
点
の
検
討
が
必
要
な
様
に
思
は
れ
る
。
か
う
考
へ
て
後
ち
、
新
・
旧
両
唐
書
が
安
東
府
の
端
燦

州
と
し
て
地
理
志
に
列
記
し
て
ゐ
る
州
数
の
相
違
を
再
顧
し
、
州
名
そ
の
他
の
点
に
詳
察
を
試
る
に
、
そ
こ
か
ら
右
の
亡
命
に
対
す
る
推
測
を

裏
書
、
き
す
る
幾
つ
か
の
重
大
史
実
を
新
に
抽
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

旧
唐
書
の
地
理
志
が
挙
げ
て
ゐ
る
の
は
四
都
督
府
十
州
、
計
十
四
州
で
、
此
れ
を
安
東
都
護
府
の
璃
臨
時
州
な
り
と
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
新

唐
書
の
地
理
志
が
挙
げ
て
ゐ
る
の
は
九
都
督
府
十
四
州
、
計
二
十
三
州
で
、
此
れ
を
安
東
都
督
府
に
隷
す
と
記
し
て
ゐ
る
。
即
ち
州
数
と
そ
の

管
轄
機
関
名
と
に
大
き
な
違
ひ
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
先
づ
問
題
と
な
る
の
は
州
数
の
相
違
で
あ
る
。
両
者
の
数
の
差
は
九
州
で

あ
る
が
、
此
の
九
州
を
除
い
た
残
り
の
十
四
州
の
名
称
は
両
者
完
全
に
一
致
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
新
唐
書
の
二
十
三
州
は
旧
唐
書
の
十
四
州
に

九
州
を
加
へ
た
も
の
と
な
る
。
九
州
の
内
訳
は
五
都
督
州
・
四
刺
史
州
で
、
そ
の
州
名
を
採
録
す
る
と
左
の
如
く
で
あ
る
。

ω
都
督
州

衛
楽
・
舎
利
・
居
素
・
越
喜
・
去
日
一
。

ω
刺
史
州
諸
北
・
鉄
利
・
椀
浬
・
拝
漢
。

此
の
九
州
に
就
い
て
最
も
注
目
す
可
き
は
、
純
通
古
斯
系
幹
輔
の
族
種
名
た
る
越
喜
・
鉄
利
・
梯
浬
と
全
く
同
じ
州
名
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
乙
と

で
あ
る
。
此
の
族
種
名
と
同
じ
名
の
州
名
は
必
ず
や
此
の
族
種
名
を
負
う
た
も
の
に
相
違
な
く
、
そ
れ
は
挽
浬
・
越
喜
・
鉄
利
等
の
幹
鞠
諸
族

が
助
海
に
征
服
併
呑
せ
ら
れ
た
時
、
最
後
迄
抵
抗
し
た
強
硬
分
子
で
、
原
住
地
に
留
ま
り
得
ず
し
て
亡
命
し
来
っ
た
集
団
を
以
て
置
い
た
州
で

あ
ら
う
。

独
り
黒
水
州
の
名
が
無
い
の
は
、

併
呑
か
ら
免
れ
得
た
黒
水
株
鞠
と
し
て
集
団
的
亡
命
を
出
す
迄
に
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ら

つ。
梯
浬
駄
輔
は
瑚
爾
暗
河
流
域
以
東
日
本
海
に
至
る
広
大
な
地
域
に
拡
が
り
住
し
て
大
掛
浬
と
も
呼
ば
れ
、
越
害
牒
輔
は
璃
顔
河
流
域
に
、
鉄

利
は
阿
助
楚
略
河
流
域
に
拡
り
、
何
れ
も
純
通
古
斯
系
幹
輔
中
の
最
有
力
集
団
で
あ
っ
た
。
新
唐
書
の
勘
海
伝
に
よ
っ
て
彼
等
が
潮
海
に
編
入

註
随

一
府
平
均
四
州
強
な
る
に
対
し
、
越
喜
は
懐
遠
府
九
州
、
鉄
利
は
鉄
利
府

せ
ら
れ
て
後
ち
の
州
数
を
検
す
る
に
、
期
海
十
五
府
・
六
十
二
州
、



六
州
、
梯
浬
は
東
寧
府
五
州
と
な
っ
て
ゐ
て
、
何
れ
も
全
国
の
平
均
よ
り
も
多
い
州
数
を
有
っ
た
府
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尚
私
考
に

依
れ
ば
、
鄭
都
府
ニ
州
は
鉄
利
株
輔
、
定
理
府
ニ
州
・
安
遠
府
四
州
・
中
小
賓
府
三
州
及
び
龍
泉
府
三
州
の
地
は
悉
く
締
出
綜
輔
の
地
に
置
か
れ

た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
結
局
、
帥
出
の
地
は
十
七
州
、
越
喜
の
地
は
九
州
、
鉄
利
の
地
は
八
州
に
編
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
と
な

h
叶
そ

の
合
計
三
十
四
州
は
湖
海
の
全
国
六
十
余
州
に
対
し
て
過
半
に
達
し
て
ゐ
た
。
勿
論
、
州
数
の
多
少
が
そ
の
ま
ま
面
積
や
戸
口
の
多
少
を
示
す

も
の
と
は
云
へ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
等
が
極
め
て
広
大
な
地
域
に
跨
り
住
し
、
戸
口
も
決
し
て
弱
少
で
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
ふ
参
考
に

は
な
る
で
あ
ら
う
。
か
う
し
た
広
大
な
地
域
に
跨
り
、
戸
口
総
数
も
少
く
無
か
っ
た
彼
等
の
内
部
は
数
多
の
部
族
に
分
れ
て
ゐ
た
紘
一
向
で
あ
る
。

諸
北
・
拝
漢
・
衛
楽
・
舎
利
・
居
素
・
去
日
一
等
の
六
州
は
か
う
し
た
彼
等
内
部
の
有
力
部
族
の
名
を
負
う
た
も
の
で
、

や
は
り
鉄
利
・
越
喜
・

掛
担
等
の
州
民
と
な
っ
た
者
達
と
共
に
来
陥
没
し
た
亡
命
集
団
を
以
て
置
い
た
州
で
あ
ら
う
。
駄
鞄
族
種
の
名
称
た
る
鉄
利
・
越
喜
等
も
恐
ら
く

一
元
来
は
此
の
族
種
内
の
一
部
族
の
名
称
で
、
そ
れ
が
特
に
強
大
と
な
っ
て
族
種
の
代
表
的
勢
力
に
発
展
し
た
為
め
、
此
の
部
族
を
合
ひ
族
桶
の

名
称
と
し
て
も
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
新
腐
書
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
九
州
は
、
在
郷
時

代
に
反
湖
海
活
動
の
中
心
又
は
先
鋒
を
な
し
、
問
海
の
併
呑
に
強
硬
に
抵
抗
し
た
末
、
終
に
亡
命
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
者
を
安
置
す
る
為

め
に
設
置
し
た
州
で
あ
っ
た
と
推
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
れ
ら
九
州
の
設
置
は
天
宝
初
年
の
頃
で
あ
っ
た
と
見
る
可
、
き
で
あ
る
。

又
亡
命
は
右
の
九
州
に
置
か
れ
た
者
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
く
、
梢
々
後
年
で
は
あ
る
が
日
本
に
も
来
投
し
た
例
か
ら
推
し
て
、
尚
併

呑
を
免
れ
て
ゐ
た
黒
水
や
朝
鮮
、
或
は
西
北
の
室
章
方
面
等
へ
散
走
し
た
者
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

第

項

小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

新
唐
書
の
地
理
志
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
九
州
は
湖
海
の
北
進
に
抵
抗
し
て
敗
れ
亡
命
し
来
っ
た
者
を
以
て
天
宝
の
初
年
頃
に
設
置
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
位
置
に
就
い
て
見
る
に
、
鉄
利
・
拙
、
湿
の
ニ
州
は
遼
河
の
流
域
に
在
り
、
越
喜
州
は
速
く
東
遼
河
の
北
方
に
離
れ
て
存
し

て
ゐ
た
こ
と
、
先
に
詳
し
く
論
証
し
た
如
く
で
あ
る
。
他
の
六
州
の
位
置
は
現
在
知
る
由
も
な
い
が
、
大
体
右
の
三
州
を
含
む
南
北
に
長
大
な

突
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
株
鞠
諸
族
側
容
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
檎
領

八



突
阪
の
瓦
解
・
湖
海
の
椋
鞠
諸
族
併
呑
と
小
雨
句
魔
国
の
九
州
閉
鎖

i¥ 
｜！日

地
域
に
聯
一
蹴
し
て
置
か
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
て
大
過
無
い
様
で
あ
る
。
遼
代
の
銀
州
は
今
の
鉄
績
の
地
に
比
定
せ
ら
れ
、
迷
史
崎
一
二
地
理
忘
・

東
京
道
の
銀
州
の
条
に
依
れ
ば
、
延
津
・
新
興
・
永
平
の
三
県
を
管
し
て
ゐ
た
と
云
ひ
、
新
興
県
の
条
に
は

新
興
牒
。
本
故
越
春
闘
地

一一ム一氏。

と
あ
っ
て
、
此
所
が
越
喜
国
の
地
で
あ
っ
た
と
記
し
て
ゐ
る
。
遼
史
・
地
理
士
山
の
一
東
京
道
の
記
事
が
社
撰
の
甚
し
い
も
の
で
即
信
し
難
い
乙
と

は
定
評
の
如
く
で
あ
る
が
、
此
の
場
合
、
謂
ふ
所
の
「
越
喜
園
地
」
が
上
述
の
亡
命
越
喜
抹
輯
の
置
か
れ
た
地
を
指
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
て
、

九
州
中
の
一
州
若
し
く
は
そ
の
符
下
の
一
県
が
此
所
に
置
か
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
瀦
知
す
る
史
料
と
す
る
こ
と
は
差
支
へ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
。
溺
海
国
の
北
進
の
結
果
、
小
高
句
麗
国
領
外
の
満
洲
の
地
は
殆
ん
ど
す
べ
て
湖
海
固
に
没
入
し
て
終
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等

亡
命
者
の
大
群
を
満
洲
方
面
に
置
く
と
す
れ
ば
、
小
高
句
麗
の
西
境
か
ら
北
方
に
延
び
る
右
の
地
域
以
外
に
適
地
が
無
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

九
州
に
編
置
せ
ら
れ
た
亡
命
戦
輔
が
反
湖
海
派
の
強
制
分
子
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
当
然
親
唐
派
の
中
心
で
あ
り
、
叉
親
突
厭
的
で

も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
先
に
掲
げ
た
入
唐
表
に
見
え
る
頻
貢
椋
輔
の
主
体
も
外
な
ら
ぬ
彼
等
で
あ
っ
た
と
見
て
差
支
へ
な
い
。
突
厩
亡

び
て
今
や
そ
の
支
援
を
持
み
得
な
く
な
っ
た
彼
等
反
湖
海
派
が
最
も
頼
み
と
す
る
亡
命
先
は
唐
以
外
に
な
い
。
恐
ら
く
彼
等
は
唐
の
店
護
を
期

し
営
州
ぞ
目
指
し
て
郷
土
砂
』
出
奔
し
た
の
で
あ
ら
う
。
然
し
唐
側
で
は
慎
勇
を
以
て
鳴
る
彼
等
の
大
群
島
』
集
め
て
中
国
の
内
地
に
置
く
こ
と
に

大
き
な
危
倶
を
感
じ
た
で
あ
ら
う
。
先
に
大
高
句
麗
を
討
滅
し
た
際
、
駆
遷
し
た
大
群
の
高
句
麗
人
を
中
国
の
西
北
・
西
南
・
東
南
各
方
面
に

広
く
散
置
し
て
そ
の
団
集
を
防
い
だ
先
例
に
見
ら
れ
る
唐
の
警
戒
心
は
此
の
際
に
も
や
は
り
大
き
く
動
い
て
居
た
に
途
ひ
な
い
。
高
句
麗
人
の

内
地
駆
遷
は
い
は
ば
反
唐
派
に
対
す
る
強
印
処
置
で
、
囚
山
間
扱
ひ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
思
ひ
初
っ
た
強
制
分
散
を
敢
行
す
る
を
憎
ら

な
か
っ
た
が
、
亡
命
株
鞠
人
は
親
唐
派
の
来
投
で
、
此
れ
を
囚
腐
の
如
く
分
散
せ
し
め
る
こ
と
は
彼
等
か
ら
，
脱
護
を
期
待
せ
ら
れ
た
大
国
腐
の

名
営
に
か
け
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
と
て
集
団
安
置
を
す
る
為
め
に
は
そ
の
地
域
の
選
定
を
慎
重
に
し
、
成
る
可
く
境
外

の
地
を
充
て
る
可
き
で
あ
っ
た
。
駆
遷
高
句
麗
人
の
渇
合
、
中
国
の
西
北
・
西
市
・
東
南
等
の
僻
地
を
そ
の
放
置
地
域
に
充
て
乍
ら
東
北
の
み



は
逆
に
散
置
地
か
ら
除
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
東
北
は
即
ち
彼
等
の
故
郷
た
る
満
洲
に
連
る
地
で
あ
り
、
従
っ
て
反
賠
派
の
中
心
を
な
す
彼
等
駆

遷
高
句
麗
人
を
此
所
に
置
け
ば
、
掛
か
に
満
洲
に
残
留
す
る
同
胞
と
通
謀
し
て
唐
に
刃
向
ふ
危
険
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
所
が
亡
命
株
紛
人

は
親
唐
派
で
あ
り
、
又
揃
洲
の
支
配
者
た
る
湖
海
に
逐
は
れ
て
亡
命
し
た
者
で
あ
る
か
ら
・
府
に
癌
容
を
な
す
恐
れ
も
、
布
満
の
同
胞
と
結
ん

で
唐
に
対
す
る
不
穏
の
行
動
を
な
す
心
配
色
無
か
つ
に
。
か
う
し
た
事
情
か
ら
唐
は
彼
等
亡
命
株
鞠
人
を
集
団
的
に
安
置
し
、
然
も
そ
の
地
を

彼
等
の
郷
土
に
連
接
す
る
上
述
の
地
方
に
選
ん
だ
も
の
と
思
は
れ
る
。

次
に
亡
命
聡
輔
人
九
州
の
帰
印
刷
に
就
い
て
考
へ
る
に
。
旧
情
書
が
十
四
州
を
安
東
都
護
府
に
隷
す
と
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
新
唐
香
が
右
の

λ
v
p
h
d
n
u
l
 

九
州
を
加
へ
た
二
十
三
州
を
安
東
都
梼
府
に
隷
す
と
し
て
ゐ
る
こ
と
に
先
づ
注
目
す
可
き
で
あ
る
。
新
盾
書
ヨ
ド
地
理
志
・
聡
臨
時
州
の
羽
に
は

更
に
此
の
二
十
三
州
に
就
い
て

高
蹴
降
戸
州
十
四
・
府
九
。

と
あ
っ
て
、
二
十
三
州
の
民
を
す
べ
て
高
句
麗
の
降
川
な
り
と
し
て
ゐ
る
が
、
此
れ
は
明
か
に
誤
り
で
、
小
高
句
脳
の
本
来
の
領
土
た
る
十
四

州
が
大
高
句
麗
の
降
戸
で
あ
り
、
減
額
系
の
高
句
麗
人
で
あ
る
が
、
九
州
は
亡
命
の
純
通
古
斯
系
幹
鞠
人
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
何
故
か
か
る
誤
伝

を
生
じ
た
の
か
。
新
唐
書
一
流
の
粗
雑
な
編
輯
に
そ
の
一
因
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
更
に
此
の
粗
雑
な
編
輯
の
新
唐
金
田

に
そ
の
誤
り
を
犯
さ
し
め
る
素
因
を
提
供
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
素
因
と
認
b
可
き
も
の
が
上
述
の
安
東

都
護
府
と
安
東
都
将
府
と
の
相
迩
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

開
元
以
後
の
安
東
都
謎
府
は
遼
聞
に
在
り
、
初
め
燕
郡
城
に
治
し
、
天
宝
二
年
に
遼
西
郡
故
城
に
選
り
、
通
古
斯
系
諸
勢
力
の
端
康
に
当
つ

て
ゐ
た
。
二
十
三
州
の
州
数
は
天
宝
以
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
遼
西
郡
故
城
時
代
で
あ
る
。
十
四
州
の
州
数
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
か
ら
、
開

元
二
十
九
年
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
旧
唐
書
・
地
理
志
の
十
四
州
と
新
唐
書
・
地
理
志
の
二
十
三
州
と
の
相
違
は
、
両
志
が
取

上
げ
た
年
代
の
相
違
に
由
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
所
で
新
唐
書
の
二
十
三
州
は
都
護
府
で
は
な
く
、
都
督
府
の
所
隷
で
あ
っ
た
と
明
記
せ

安
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
…
杯
開
明
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

八
五



突
欧
の
瓦
解
・
劾
海
の
妹
鴇
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

f
＼
晶
、

F
／
一
ノ

ら
れ
て
ゐ
る
。
安
東
都
悩
府
は
遼
陽
に
在
っ
て
、
そ
の
長
官
の
都
替
は
小
高
句
麗
国
王
が
唐
の
官
吏
と
し
て
此
れ
を
惜
し
、
従
っ
て
そ
の
統
督

範
囲
は
広
く
小
高
句
麗
国
一
円
に
及
ん
で
ゐ
た
。
従
っ
て
「
隷
安
東
都
袴
府
」
と
は
「
隷
小
高
句
麗
国
」
と
云
ふ
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
即
ち
純

通
古
斯
系
幹
鞠
の
亡
命
者
を
以
て
新
に
置
か
れ
た
九
州
は
、
減
額
系
た
る
高
句
麗
人
の
国
「
小
高
句
麗
」
の
領
土
に
編
入
せ
ら
れ
、
従
っ
て
彼

等
は
高
句
麗
国
民
に
加
へ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
此
れ
が
杜
撰
な
新
唐
番
を
し
て
、
純
通
古
斯
系
綜
輔
人
の
九
州
を
加
へ
た
二
十
三
州
を
以
て

軽
卒
に
も
「
高
句
麗
降
戸
」
と
し
て
一
括
書
き
伝
へ
し
め
た
所
以
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

小
高
句
麗
国
は
純
通
古
斯
系
九
州
の
増
領
に
よ
っ
て
州
数
・
戸
口
数
を
増
し
、
更
に
そ
の
領
域
も
従
来
の
北
界
た
る
今
の
鉄
嶺
附
近
よ
り
遠

く
北
方
の
束
遼
河
の
北
、
今
の
懐
徳
叉
は
長
嶺
県
附
近
迄
拡
大
し
、
西
方
に
向
つ
で
も
遼
河
の
線
よ
り
若
干
右
岸
地
域
に
張
出
す
こ
と
と
な
っ

た
。
但
し
そ
の
統
治
力
は
鉄
利
州
や
抑
浬
州
の
如
く
従
来
か
ら
の
領
土
内
附
近
に
置
か
れ
た
諸
州
に
対
し
て
強
大
で
、
越
高
州
の
如
く
界
外
遠

北
の
地
に
置
か
れ
た
も
の
に
対
し
て
は
緩
漫
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
小
高
句
麗
国
の
末
年
、
即
ち
契
丹
の
阿
保
機
が
勃
興
し

た
頃
に
は
、
鉄
利
・
抽
出
等
の
諸
州
民
は
小
高
句
麗
の
原
住
民
と
同
一
に
見
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
越
喜
州
方
面
の
州
民
は
純
通
市
斯
系

設
問

と
し
て
新
に
登
場
し
て
来
た
女
直
と
同
一
に
見
な
さ
れ
て
居
り
、
か
う
し
た
相
違
の
生
成
は
小
高
句
麗
国
の
比
れ
ら
諸
州
に
対
す
る
長
年
の
統

治
の
仕
方
の
相
違
に
由
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
鉄
嶺
以
南
の
諸
州
は
本
土
化
し
、
以
北
の
諸
州
は
璃
，
殿
地

佑
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

建
国
以
来
、
突
厩
・
抹
鞠
（
渦
海
）
・
半
島
等
へ
の
国
民
の
分
投
が
相
次
ぎ
、

民
族
的
消
耗
の
兆
が
著
し
か
っ
た
小
高
句
麗
は
、
突
廠
の
減

亡
と
此
れ
に
乗
ぜ
る
湖
海
の
北
進
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
純
通
古
斯
系
綜
輔
諸
族
の
大
群
の
亡
命
を
迎
へ
入
れ
、
唐
の
支
援
の
下
に
此
れ
を
新
な

領
州
領
民
に
加
へ
、
そ
の
一
部
を
漸
次
同
佑
し
て
些
か
国
土
を
充
実
せ
し
め
る
を
得
た
の
で
あ
る
。



第

三

節

渇
海
の
扶
館
地
方
占
領
と
小
高
句
麗
国

小
高
句
麗
国
は
純
通
古
斯
系
幹
輔
諸
族
の
九
州
を
増
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
領
域
を
遠
く
東
遼
河
の
彼
方
、
懐
徳
・
長
嶺
の
線
に
迄
拡

大
し
た
が
、
そ
の
北
方
は
崩
海
が
占
領
し
て
扶
余
府
を
設
置
し
た
の
で
、
小
高
句
麗
国
は
東
と
北
の
二
面
で
溺
海
国
と
接
境
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
以
下
、
小
高
句
麗
国
研
究
の
立
場
か
ら
湖
海
の
扶
余
地
方
占
領
に
就
い
て
簡
単
に
考
察
し
て
お
く
。

第
一
項

崩
海
国
扶
余
府
の
位
置
と
管
域

新
唐
香
芝
崩
海
伝
の
十
五
府
六
十
余
州
に
関
す
る
記
事
の
う
ち
、
扶
余
府
の
条
に
は

扶
余
故
地
為
扶
余
府
。
常
屯
勤
兵
粁
契
丹
。
領
扶
・
仙
二
州
。

と
あ
っ
て
、
十
五
府
の
一
た
る
扶
余
府
に
就
き

ω
旧
扶
余
王
国
の
故
地
に
置
か
れ
た
も
の
で
め
る
こ
と
。

(2) 

常
に
勤
兵
を
屯
し
て
契
丹
に
備
へ
て
ゐ
た
軍
事
上
の
要
地
で
あ
っ
た
こ
と
。

僅
か
に
二
州
を
領
す
る
の
み
で
、
領
州
の
最
も
少
い
府
で
あ
っ
た
こ
と
。

(3) 

等
を
伝
へ
て
ゐ
る
。

先
づ
府
治
の
位
置
か
ら
見
る
に
、
右
の
第
一
は
此
の
点
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
只
此
れ
か
ら
だ
け
で
は
明
か
で
な
い
。
然
し
幸
に
諸
先

段
目

達
の
位
置
究
明
の
論
考
が
数
多
く
出
さ
れ
て
ゐ
て
、
今
の
農
安
の
梢
々
西
南
の
地
に
当
る
こ
と
は
殆
ん
ど
確
定
的
に
立
証
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
異

註
口

説
と
し
て
今
の
八
面
城
な
る
遼
の
通
州
な
り
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
此
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
八
百
城
の
地
は
今
の
懐
徳
・
長
嶺
両
県
よ
り
も

南
に
在
り
、
そ
の
位
置
か
ら
し
て
亡
命
の
純
通
古
新
系
韓
輔
族
を
以
て
置
い
た
九
州
の
範
囲
内
に
属
し
て
ゐ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
り
、
従
っ
て

小
高
句
麗
国
が
九
州
増
領
に
よ
っ
て
北
方
に
拡
大
し
た
新
領
土
内
に
在
っ
た
。
此
の
様
に
小
高
句
箆
の
領
土
で
あ
り
、
反
融
海
感
情
に
煮
え
沸

突
欧
の
瓦
解
・
勧
海
の
綜
務
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

八
七



突
阪
の
瓦
解
・
溺
海
の
綜
鴇
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

A 
/¥. 

っ
て
居
た
亡
命
純
通
古
斯
系
幹
輔
族
の
新
住
地
と
な
っ
て
ゐ
た
所
に
崩
海
の
府
州
が
た
や
す
く
置
か
れ
得
た
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
。
叉
崩

海
の
扶
余
府
は
契
丹
拝
禦
の
勤
兵
が
常
屯
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
窺
は
れ
る
如
く
、
西
方
の
遊
牧
勢
力
と
北
満
奥
地
と
を
結
ぶ
交
通
幹

線
上
の
要
地
で
あ
り
、
然
も
両
勢
力
の
接
会
点
を
も
な
し
て
ゐ
た
。
今
の
農
安
の
地
は
正
に
比
れ
に
該
当
す
る
要
地
と
し
て
史
上
に
重
き
を
な

し
て
ゐ
る
が
、
八
面
城
、
即
ち
遼
の
通
州
が
さ
う
し
た
要
会
地
を
な
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
歴
史
上
に
そ
の
証
佐
を
求
め
難
く
、
叉
地
理
的
に
も

考
へ
難
い
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
誤
っ
て
通
州
説
が
提
出
せ
ら
れ
た
に
就
い
て
は
、
此
の
誤
り
を
犯
さ
し
め
易
い
因
子
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

註
げ

が
、
そ
れ
に
就
い
て
は
嘗
て
詳
考
し
て
ゐ
る
の
で
省
略
す
る
。

溺
海
の
扶
余
府
の
領
州
は
府
と
し
て
最
少
の
二
州
で
、
此
の
点
か
ら
推
し
て
府
域
は
広
く
な
か
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
勿
論
、
州
数
の
多
少

が
そ
の
ま
ま
府
域
の
広
狭
を
示
す
も
の
と
は
云
へ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
府
制
の
最
低
た
る
こ
州
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
府
域
を
広
し

と
見
る
こ
と
を
許
さ
な
い
様
に
思
は
れ
る
。
翻
っ
て
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領
後
の
北
界
を
再
顧
す
る
に
、
そ
れ
は
遠
く
東
遼
河
を
越
え
て
懐

徳
・
長
嶺
を
結
ぶ
線
道
包
括
し
、
従
っ
て
今
の
農
安
の
梢
々
西
南
を
治
所
と
す
る
扶
余
府
が
統
轄
す
可
き
余
地
は
、
地
理
的
自
然
条
件
か
ら
見

て
、
殆
ん
ど
伊
通
河
の
下
流
域
に
限
定
せ
ら
れ
て
来
る
。
恐
ら
く
崩
海
の
扶
余
府
は
伊
通
河
の
下
流
域
を
管
轄
す
る
比
較
的
狭
少
な
府
で
あ
っ

た
の
で
あ
ら
う
、
新
唐
書
の
渦
海
伝
に
は
旧
扶
余
王
国
の
故
地
を
扶
余
府
と
な
す
を
云
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
実
は
扶
余
王
国
の
一
部
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
特
に
「
扶
余
故
地
」
と
云
は
れ
た
の
は
王
都
の
地
と
そ
の
附
近
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
扶
余
府
の
地
は

広
く
な
か
っ
た
が
、

そ
の
占
領
は
満
洲
史
上
に
大
き
な
意
味
ぞ
有
つ
事
件
で
あ
っ
た
。
此
所
は
西
方
の
遊
牧
勢
力
と
接
し
、
東
方
奥
地
に
住
む

純
通
古
斯
系
幹
輔
諸
族
の
遊
牧
勢
力
及
び
中
国
へ
の
出
口
に
当
り
、
南
は
小
高
句
麗
の
北
境
と
隣
接
し
、
扶
余
府
の
地
が
ど
の
勢
力
に
よ
っ
て

確
保
せ
ら
れ
る
か
は
、
直
ち
に
此
の
方
面
の
情
勢
に
大
き
な
影
響
を
与
ふ
可
き
地
点
に
在
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
項
溺
海
の
扶
余
地
方
占
領
と
小
高
句
麗
国

樹
海
の
扶
余
地
方
占
領
に
就
い
て
第
一
に
究
明
す
可
き
最
大
の
問
題
点
は
そ
の
占
領
の
年
次
で
あ
る
。
勿
論
史
伝
の
記
録
は
な
い
の
で
、
そ



の
大
体
を
推
定
す
る
外
な
く
、
そ
の
推
定
の
手
掛
り
は
此
所
が
奥
地
に
住
む
純
通
古
斯
系
幹
輯
諸
族
の
遊
牧
勢
力
及
び
唐
に
通
ず
る
往
来
の
出

口
で
あ
り
、
そ
の
関
円
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
先
掲
入
貢
表
に
見
え
る
株
輯
諸
族
の
後
半
期
の
入
唐
が
此
の
地
を
経
由
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
詳
論
し
た
如
く
で
あ
り
、
又
湖
海
に
併
呑
せ
ら
れ
た
綜
輔
諸
族
の
反
抗
分
子
が
亡
命
し
た
径
路
も
や
は
り
此
の
地
に
由
っ
た
も

の
と
思
は
れ
る
。
所
が
天
宝
五
年
に
当
る
我
が
天
平
十
八
年
に
は
反
抗
諸
掠
輔
の
中
で
は
最
も
西
方
の
阿
勤
楚
昭
方
面
に
拠
り
、
従
っ
て
扶
余

の
地
に
最
も
近
く
、
逆
に
日
本
に
最
も
遠
か
っ
た
鉄
利
人
が
険
海
を
越
え
て
遥
々
日
本
に
来
投
し
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
三
十
余
年
後
に
も
再
び

来
投
し
て
居
る
。
然
も
逆
に
唐
側
に
入
貢
或
は
亡
命
し
た
例
は
、
特
別
の
存
在
を
な
し
て
ゐ
た
黒
水
を
除
く
外
、
天
宝
末
年
に
至
る
ま
で
、
全

く
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
此
れ
は
彼
等
が
併
呑
せ
ら
れ
た
こ
と
以
外
に
、
そ
の
関
門
た
る
扶
余
の
地
が
湖
海
に
占
領
確
保
せ
ら
れ
、
強
大
な
兵

力
の
配
置
を
以
て
固
く
遮
断
せ
ら
れ
て
終
っ
た
為
め
と
見
る
可
き
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
ら
ば
、
溺
海
の
扶
余
地
方
占
領
は
そ
の
斡
輯
諸
族
併

呑
の
北
進
と
略
々
時
を
同
じ
く
し
て
行
は
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

潮
海
が
占
領
す
る
以
前
の
扶
余
地
方
は
、
九
州
増
領
に
よ
っ
て
小
高
句
麗
が
新
に
拡
大
し
た
領
土
、
即
ち
鉄
嶺
方
面
か
ら
北
、
懐
徳
・
長
嶺

の
線
に
至
る
地
方
と
共
に
、
復
興
突
厩
の
所
領
で
あ
り
、
突
厩
は
此
の
扶
余
地
方
を
握
っ
て
奥
地
株
輯
に
対
す
る
璃
燦
権
を
確
保
し
、

一
時
は

黒
水
に
迄
吐
屯
を
置
く
程
の
勢
力
を
及
ぼ
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の
こ
と
は
此
れ
迄
の
論
説
の
各
処
に
置
い
て
逐
次
考
証
し
来
っ
た
所
で

あ
る
。

つ
ま
り
此
れ
ら
の
地
方
は
突
．
廠
領
土
の
東
端
を
な
し
、
そ
れ
が
突
販
の
瓦
解
後
、
減
額
系
の
一
大
拠
点
た
る
扶
余
地
方
は
湖
海
に
没

し
、
長
嶺
・
懐
徳
以
南
は
反
湖
海
強
硬
分
子
の
亡
命
入
住
地
と
し
て
小
高
句
麗
の
所
領
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

奥
満
洲
に
拠
る
純
通
古
斯
系
株
輯
諸
族
の
長
年
に
わ
た
る
反
勘
海
活
動
は
常
に
突
厩
叉
は
唐
な
ど
の
強
大
な
外
部
勢
力
と
結
び
そ
の
支
援
に

よ
っ
て
湖
海
を
制
せ
ん
と
す
る
方
策
を
軍
用
し
て
ゐ
た
。
彼
等
の
気
力
を
奪
ひ
叛
意
を
弱
め
し
め
る
為
め
に
は
か
う
し
た
外
部
勢
力
と
の
聯
絡

を
固
く
断
つ
可
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
扶
余
地
方
を
占
領
確
保
し
て
そ
の
出
入
を
遮
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
溺
海
の
扶
余
地
方
占
領

に
は
、
同
族
の
糾
合
、
遊
牧
勢
力
の
東
進
阻
止
等
の
外
に
、
か
う
し
た
純
通
古
斯
系
幹
輯
諸
族
の
経
略
を
助
け
る
意
味
を
も
含
ま
せ
ら
れ
て
ゐ

突
阪
の
瓦
触
・
溺
海
の
蘇
蒋
諸
族
併
呑
と
小
高
句
麗
国
の
九
州
増
領

A 
九



ワ甘
プ℃

阪
の
瓦
解

溺
海
の
綜
革島
諸
族
併
呑
と

高
句
麗
国
の
九

期
領

た
も
の
と
思
は
れ
る
。
尚
此
の
占
領
確
保
の
成
就
す
る
以
前
に
亡
命
し
た
彩
し
い
牒
輔
人
は
、
そ
の
強
烈
な
反
湖
海
感
情
の
外
に
更
に
故
国
を

九。

逐
は
れ
た
深
い
怨
を
も
抱
い
て
傍
近
の
地
た
る
長
嶺
・
懐
徳
以
南
の
満
洲
西
部
に
拠
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
等
が
故
郷
に
残
留
す
る
同
族
と
潜

か
に
謀
を
通
じ
て
内
外
よ
り
起
つ
は
融
海
に
取
っ
て
特
に
警
戒
す
可
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
危
険
性
は
充
分
に
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

扶
余
地
方
の
占
領
確
保
は
か
う
し
た
聯
絡
を
断
ち
切
る
意
味
で
も
亦
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

九
州
に
編
成
せ
ら
れ
た
亡
命
株
輔
人
と
事
を
構
へ
る
こ
と
は
、
や
が
て
そ
の
主
権
を
握
る
小
高
句
麗
と
粉
争
を
起
し
、
延
い
て
は
更
に
そ
の

宗
主
国
た
る
唐
と
も
紛
争
を
捲
さ
起
す
恐
れ
が
あ
っ
た
。
湖
海
と
し
て
は
彼
等
亡
命
誌
輔
の
動
き
を
よ
く
監
視
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ら

ぅ
。
史
を
検
す
る
に
、
彼
等
亡
命
韓
輯
人
が
瀬
海
と
問
題
を
起
し
た
形
、
連
は
認
め
ら
れ
ず
、
少
く
と
も
大
事
件
と
な
る
様
な
こ
と
は
無
か
っ
た

ら
し
く
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
’
裏
に
は
勧
海
の
扶
余
地
方
占
領
と
比
所
を
基
地
と
す
る
対
策
と
の
功
が
与
っ
て
大
き
な
力
を
な
し
て
ゐ
た
も
の

と
思
は
れ
る
。
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堂一
史
淵
三
叉
絹
所
載
の
拙
梢
「
勿
t
n
考
」
参
照

史
淵
四
一
乃
至
四
三
輯
所
載
の
拙
稿
「
栗
末
株
鞠
の
対
外
関
係
」
参
照

前
向
「
栗
末
株
鴇
の
対
外
関
係
」
参
照

帝
国
学
士
院
記
事
二
巻
三
号
所
識
の
拙
稿
「
後
溺
海
の
建
国
」
参
照

顕
徳
府
が
A
R
銃
尚
氏
の
云
ふ
如
く
蘇
密
城
の
地
な
ら
ば
粟
末
紋
鞠
、
洋

間
博
士
の
説
の
如
く
敦
化
地
方
た
ら
ば
白
山
蹴
鞠
の
住
地
で
あ
っ
た
こ

と
と
な
る
。

上
京
龍
泉
府
地
万
は
虞
婁
昧
鞠
の
拠
っ
た
地
と
推
定
せ
ら
れ
、
虞
婁
は

抽
抑
泡
昧
鞠
の
一
派
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
o

こ
の
推
定
に
就
い
て
は

折
あ
ら
ば
詳
し
く
論
述
し
た
い
所
存
で
あ
る
。

159 
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肘
例
制
判
な
る
一
品
業
は
、
隅
以
後
に
於
い
て
は
、
高
句
麗
人
以
外
の
布
満
通

肯
斯
族
の
凡
ゆ
る
族
派
を
呼
ぷ
中
国
人
側
の
用
語
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
但
し
そ
の
使
用
は
大
健
唐
代
迄
で
、
五
代
以
後
は
溺
海

と
女
真
（
女
直
）
と
が
用
ひ
ら
れ
、
大
鐘
前
者
は
減
箔
系
（
此
れ
に
同

化
し
た
純
通
市
斯
系
を
含
む
）
を
指
し
、
後
者
は
純
通
十
H
斯
系
（
此
れ

に
同
化
し
た
減
組
系
を
含
む
）
を
幽
閉
し
て
ゐ
る
。

此
れ
ら
諸
族
の
名
は
新
唐
者
の
伝
に
見
え
て
ゐ
る
。
彼
等
は
松
花
江
を

容
れ
る
地
点
附
近
、
即
ち
黒
水
紋
鞠
の
東
北
限
界
か
ら
更
に
下
流
の
黒

能
江
流
域
一
帯
や
H
本
海
沿
山
市
に
住
ん
で
ゐ
た
概
遠
の
住
民
で
、
伝
に

此
れ
ら
の
諸
族
に
就
い
て
「
皆
不
能
自
適
」
と
あ
る
如
く
、
直
接
唐
に

161 



入
賞
す
る
乙
と
は
な
か
っ
た
、
唐
が
か
う
し
た
入
貢
絶
無
の
極
遠
居
住

民
に
関
す
る
知
織
を
得
た
の
は
、
首
て
考
説
し
た
如
く
、
開
元
十
四
年

黒
水
脈
鞠
の
住
地
に
都
督
府
・
州
を
慌
き
、
鎮
押
の
為
め
に
唐
官
を
差
歯

し
た
結
果
で
あ
る
。
即
ち
黒
水
紙
調
の
地
で
唐
官
が
聞
知
し
た
所
を
報

告
し
た
の
が
新
唐
書
の
伝
に
採
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
溺
海
が
純
通

古
斯
系
の
綜
鴇
諸
族
を
併
呑
し
た
際
、
黒
水
紙
調
の
み
は
此
れ
を
直
轄

領
に
併
入
す
る
を
符
ず
、
僅
か
に
此
れ
を
外
よ
り
腐
廃
す
る
程
度
に
終

っ
た
。
従
っ
て
比
の
黒
水
を
越
え
て
更
に
そ
の
背
後
の
地
に
遠
在
す
る

上
述
の
諸
族
を
併
呑
し
得
た
筈
は
な
い
（
然
し
溺
海
が
北
進
し
て
鉄
利
・

越
喜
・
払
混
等
の
諸
綜
鞠
を
直
轄
領
に
編
入
す
る
と
、
彼
等
の
独
自
的
入

賞
を
抑
へ
た
の
み
な
ら
ず
、
更
に
黒
水
の
入
唐
を
も
喜
ば
ず
し
て
著
し

く
此
れ
ぞ
牽
制
す
る
態
度
に
出
た
も
の
の
如
く
、
天
宝
以
後
の
国
雨
水
の

入
唐
は
次
第
に
遠
の
い
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
奥
地
紙
縄
と
唐
と
の
聯
絡

の
社
絶
は
自
ら
黒
流
江
下
流
域
に
住
む
所
謂
遠
蕃
の
消
息
を
絶
た
し
め

る
乙
と
と
な
っ
た
。
満
州
の
東
北
極
辺
に
位
す
る
黒
流
江
下
流
域
や
江

口
附
近
の
日
本
海
沿
岸
は
古
よ
り
此
の
時
代
に
至
る
迄
未
だ
陪
史
舞

台
に
仲
間
入
り
す
る
迄
に
は
な
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
思
慕
以
下
の
諸

都
が
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
の
も
彼
等
の
廃
史
的
活
躍
を
通
じ
て
で
は
無

く
、
只
黒
水
鯨
鞠
を
極
限
と
す
る
以
内
の
踏
史
的
諸
勢
力
と
唐
と
の
関

係
が
一
時
著
し
く
緊
密
化
し
た
乙
と
に
絡
っ
て
遇
然
的
に
伝
名
の
機
会

を
恵
ま
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
溺
海
が
強
大
と
な
っ
て
満
州
の
断
史
的
舞

台
を
統
合
し
、
外
部
勢
力
の
領
内
浸
潤
を
許
さ
な
く
な
る
と
共
に
彼
等

の
名
が
聞
え
な
く
な
る
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
消
息
が
絶
え
た
以

上
、
中
国
側
と
し
て
此
れ
ら
の
極
遠
紋
鞠
誇
族
と
溺
海
と
を
対
置
し
て

蓄
の
瓦
解

溺
海
の
綜
碕
諸
族
併
呑
と

高
句
麗
国
の
九
州
場
領

162 

区
別
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
＋
ん
も
突
販
の
吐
屯
差
置

や
唐
の
鎮
押
官
業
置
に
続
く
溺
海
の
北
進
、
特
に
黒
水
綜
鞠
の
務
廃

は
、
自
然
の
勢
と
し
て
そ
の
先
進
文
佑
を
黒
水
か
ら
更
に
そ
の
東
方
の

遠
蕃
に
も
波
及
せ
し
め
、
殊
に
溺
海
に
於
い
て
年
々
成
長
発
展
し
た
中

国
文
化
の
華
は
黒
水
巻
越
え
黒
龍
江
に
沿
っ
て
浸
透
し
、
彼
等
極
遠
の

未
開
族
に
大
き
な
剣
戟
を
与
へ
た
こ
と
と
恩
は
れ
る
。
窟
説
部
が
溺
海

末
年
か
ら
間
隔
進
を
開
始
し
、
激
海
滅
亡
後
の
満
州
に
入
っ
て
大
活
動

を
展
開
し
、
此
所
に
比
の
紙
迭
の
地
を
Mm史
舞
台
の
中
に
加
へ
る
発
展

を
開
い
て
ゐ
る
の
は
、
か
う
し
た
中
国
文
化
の
直
接
叉
は
溺
海
を
介
し

て
の
奥
地
浸
潤
の
影
響
の
占
ん
も
顕
著
な
表
れ
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

以
上
、
減
額
系
と
純
通
古
斯
系
と
の
対
立
抗
争
に
就
い
て
は
、
前
出
の

「
勿
吉
考
」
、
「
粟
末
献
掴
輔
の
対
外
関
係
」
、
史
淵
三
四
輪
所
載
の
拙
稿

「
扶
除
国
考
」
等
の
外
、
未
発
表
の
「
抱
婁
即
粛
慎
考
」
等
参
照
。

尚
「
扶
余
国
考
」
に
就
い
て
は
補
訂
を
出
し
た
い
所
存
で
、
稿
を
了
へ

て
ゐ
る
。
紙
調
諸
族
と
勿
吉
政
権
と
の
関
係
に
就
い
て
は
未
発
表
の
「

綜
鞠
七
部
成
立
の
由
来
」
に
於
い
て
詳
考
し
て
ゐ
る
。

鉄
利
の
反
働
海
活
動
に
就
い
て
は
別
に
専
考
の
一
輸
を
組
む
必
要
を
感

じ
て
ゐ
る
。
史
淵
二
九
乃
至
三
三
輯
所
載
の
拙
稿
「
冗
惹
部
の
発
展
」

中
に
若
干
触
れ
て
ゐ
る
の
で
参
照
を
乞
う
。

続
日
本
紀
玲
一
一
銅
賞
亀
十
年
九
月
庚
辰
の
条
に

殺
溺
海
及
鉄
利
三
百
五
十
九
人
。
慕
化
入
制
。
在
州
羽
因
。
宜
依

例
給
之
、
但
来
使
軽
微
不
足
為
賓
、
今
欲
遺
使
給
饗
。
自
彼
放
還
。

其
駕
来
船
、
若
有
損
壊
。
亦
修
宜
造
。
帰
蕃
之
目
。
勿
令
留
滞

と
あ
り
、
更
に
九
月
笑
巳
の
条
に
も
此
の
三
百
五
十
九
人
に
関
す
る
記

163 164 
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阪
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溺
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諸
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併
呑
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高
句
麗
国
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九
州
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事
ー
が
あ
る
。

史
淵
四
五
相
個
所
識
の
拙
稿
「
隔
腐
に
帰
属
せ
る
粟
宋
跡
調
人
突
地
稽
一

党
」
参
照

前
設
の
論
文
の
附
説
「
唐
に
来
帰
せ
る
粟
末
株
鴇
烏
素
間
部
」
参
照

新
唐
書
活
溺
海
伝
参
照
。
尚
同
伝
に
は
六
十
二
州
と
あ
る
が
、
実
際

そ
こ
に
列
挙
せ
ら
れ
て
ゐ
る
州
名
は
六
十
し
か
無
く
、
脱
落
の
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
六
十
二
州
中
の
三
州
は
独
奏
州
と
云
は
れ
る
中
央
直

隷
の
州
で
、
ど
の
府
に
も
属
し
な
い
か
ら
、
十
五
府
の
所
管
は
五
十
九

州
と
な
り
、
一
府
平
均
四
州
を
下
廻
っ
て
ゐ
る
。

前
出
「
後
激
海
の
建
設
」
、
史
淵
三
六
・
三
七
合
総
号
所
載
の
拙
稿
「
跡

調
七
都
の
住
域
に
就
い
て
」
等
参
照

此
の
こ
と
に
就
い
て
は
契
丹
の
太
祖
阿
保
機
の
遼
東
経
路
を
中
心
と
し

て
更
め
て
考
説
す
る
。

溺
海
の
府
は
二
以
上
の
州
を
領
し
て
中
央
に
直
隷
す
る
地
方
統
治
の
最

高
機
関
で
あ
っ
た
。

扶
余
府
に
関
す
る
学
説
に
就
い
て
は
、
史
淵
四
九
・
五
一
・
五
二
輯
連

載
の
拙
稿
「
溺
海
の
扶
余
府
と
契
丹
の
龍
州
・
資
龍
府
」
参
照

前
註
に
同
じ

前
註
に
同
じ

167166 168 169 170 171 173172 
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The collapse of Tiirkiit (~I(', the annexation 

of Mo-ho ( :f:Uij) tribes by Pu-hai (~ffil!E) and the 

increase of nine provinces in Small Kao-kou-li 

C ,J,jWji:iJIIIE). 

Kaizaburo Hino 

It was an aim of Pu-hai Kingdom, soon after her founding 



-2-

(A.D. 712), to conquer the pure Tungus GffitfWD tribes which 

inhabited in the north of the kingdom, but the latter was, un

der the protection of Tiirkiit, keeping the enemy at bay. 

In the meanwhile, as the empire of Tiirkiit, the strongest 

in Asia, was collapsed in A. D. 741, on account of her inner 

conflict, the third King of Pu-hai kingdom, mobilizing immed

iately his soldiers, put down Mo-ho, a pure Tungus, subjugated 

tribes such as T'ieh-li (tkfU), Yiieh-hsi (~lJ), Fu-nieh (~73!) 
and so on under his direkt control and subjected Hei-shui (~ 

7J<) too. 

At this time, those who most stoutly resisted, fled into 

Tang (!l!) to be protected 

Tang settled them in the territory which spread from the 

basin of the Liao-ho river (~M) to the north of the East Liao

ho river, and made them subordinated to the Small Kao-kou-li. 

As the number of provinces in which they settled was nine, 

the Small Kao-kou Ii which had been of fourteen provinces, be

came then consisted of twenty-three provinces. 

The settlement of nine provinces had been over, it is und

erstood, by the year 743. 
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