
1 「烏丸鮮卑東夷伝」の教えること 

  
 

 

『
三
国
志
魏
書
』
「
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
」
の
教
え
る
こ
と 

 

部
分
的
に
だ
が
『
三
国
志
』
を
読
ん
だ
お
り
に
、
「
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
」
に
も
目
を
通
し
た
。
誰
も
が

知
っ
て
い
る
女
王
卑
弥
呼
が
ど
こ
に
い
た
か
を
、
『
三
国
志
』
全
体
の
記
述
方
針
に
沿
っ
て
虚
心
に
読
み

解
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
か
い
が
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
こ
と
に
つ
い
て
認
識
を
新
た

に
し
、
「
東
夷
伝
」
は
卑
弥
呼
の
い
た
国
の
場
所
を
告
げ
て
い
る
と
確
認
で
き
た
。 

  

『
三
国
志
』
は
、
魏
書
の
帝
紀
と
、
蜀
書
と
呉
書
の
帝
紀
に
当
た
る
巻(

伝
と
さ
れ
て
い
る)

と
で
、
皇

帝
た
ち
の
事
績
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
歴
史
を
記
述
す
る
。
そ
の
ほ
か
の
巻
は
み
な
人
物
伝
で
、
出
来
事

を
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
側
か
ら
語
る
複
眼
的
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
人
物
伝
で
な
い
唯
一
の
例
外
が
魏

書
の
最
後
第
三
十
に
置
か
れ
た
「
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
だ
け
、
中
国
の
外
の
民
族
の
こ

と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
」
に
は
、
中
国
の
北
と
東
の
民
族
し
か
登
場
し
な
い
け
れ
ど
も
、
筆
者
陳
寿
は
記

述
の
意
義
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
る
。
末
尾
の
「
評
」
で
、
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
は
別
の
民
族

が
登
場
す
る
こ
と
を
言
っ
て
、
「
歴
史
の
記
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
起
こ
っ
た
事
を
記
録
し
て
ゆ
く
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も
の
で
あ
っ
て
、
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
対
象
が
つ
ね
に
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
考

え
を
述
べ
る 

(

訳
文
は
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
『
正
史
三
国
志
』
に
よ
る
。
以
下
同
様)

。
実
際
に
、
こ
の
伝
に
よ
っ

て
後
世
の
者
は
、
中
国
の
外
の
北
と
東
の
領
域
に
つ
い
て
三
世
紀
初
め
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
冒
頭
の
文
で
も
、
帝
国
の
史
書
と
し
て
外
患
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
で
あ
る
。「
蛮

夷
の
も
の
た
ち
が
中
国
の
地
に
患
い
を
も
た
ら
す
の
は
、
こ
の
よ
う
に
古
い
む
か
し
か
ら
の
こ
と
な
の
だ
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
漢
の
武
帝
の
四
境
征
服
に
つ
い
て
、
「
み
な
は
る
か
な
異
域
の
土
地
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
中
国
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
う
ち
で
は
匈
奴
が
も
っ

と
も
中
華
の
地
に
近
接
し
、
彼
ら
異
族
の
騎
兵
が
南
方
へ
の
侵
攻
を
開
始
す
れ
ば
、
中
国
は
三
方
か
ら
敵

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
」
、
だ
か
ら
そ
れ
を
討
伐
し
た
と
し
、
今
は
烏
丸
と
鮮
卑
が
外
敵
で
あ
る
と
続
く
。

現
代
的
に
表
現
す
れ
ば
ま
さ
し
く
地
政
学
的
な
捉
え
方
だ
。
魏
朝
の
記
録
官
が
帝
国
の
権
威
を
誇
張
し
て

書
い
た
の
で
、
「
倭
人
の
条
」
の
行
路
記
事
な
ど
信
用
で
き
な
い
と
い
う
意
見
を
聞
く
。
し
か
し
、
歴
史

家
陳
寿
は
地
政
学
的
に
も
意
味
が
あ
る
も
の
を
書
こ
う
と
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
だ
。 

  

「
烏
丸
鮮
卑
伝
」
は
、
北
方
遊
牧
民
た
ち
の
広
大
な
領
域
で
、
覇
権
を
に
ぎ
っ
た
民
族
が
交
代
し
た
こ

と
を
教
え
る
。
秦
・
漢
代
の
強
敵
だ
っ
た
匈
奴
は
武
帝
の
征
服
戦
で
力
を
弱
め
、
長
城
内
部
に
移
住
し
た

匈
奴
は
漢
に
服
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
代
わ
り
に
新
顔
の
遊
牧
民
で
あ
る
烏
丸
、
続
い
て
鮮
卑
が
中
国
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を
侵
す
よ
う
に
な
っ
た
。
「
烏
丸
鮮
卑
伝
」
は
、
こ
れ
ら
の
遊
牧
民
と
の
和
戦
両
様
の
交
渉
史
を
述
べ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
風
俗
な
ど
を
記
し
て
い
る
が
、
重
大
な
外
敵
を
よ
く
認
識
し
よ
う
と
政
府
が
記
録
し
た
の
だ

ろ
う
。
内
戦
で
彼
ら
を
傭
兵
と
し
、
鮮
卑
を
防
ぐ
の
に
烏
丸
の
助
け
を
借
り
る
、
と
い
う
こ
と
も
し
て
い

る
。
陳
寿
が
「
烏
丸
鮮
卑
伝
」
を
書
き
と
め
て
注
意
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
努
力
は
報
わ
れ
ず
、
結
局
そ

の
外
患
は
現
実
の
も
の
と
な
る
。
魏
を
簒
奪
し
た
晋
は
匈
奴
に
敗
れ
て
華
南
へ
逃
げ
、
華
北
は
五
胡
十
六

国
が
交
代
す
る
戦
乱
の
時
代
に
な
っ
た
。
華
北
を
統
一
し
た
の
は
鮮
卑
族
で
あ
る
。
中
国
の
北
方
遊
牧
民

と
の
攻
防
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
と
の
攻
防
を
思
い
浮
か
ば
せ
る
。 

 

帝
国
が
「
蛮
族
」
と
呼
ぶ
文
化
の
異
な
る
近
隣
は
、
文
明
的
に
は
後
進
国
だ
と
し
て
も
、
軍
事
的
に
は

強
敵
で
、
交
流
が
進
む
う
ち
に
文
明
を
と
り
入
れ
帝
国
を
倒
し
た
。
「
烏
丸
鮮
卑
伝
」
は
そ
の
な
り
ゆ
き

の
前
半
を
記
述
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
の
「
東
夷
伝
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
魏
が
、
後
漢
末
の
動
乱
期
に

離
反
し
た
遼
東
を
討
ち
、
さ
ら
に
海
を
越
え
て
朝
鮮
半
島
北
部
西
岸
を
攻
略
し
た
か
ら
で
あ
る
。
の
ち
に

高
句
麗
が
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
と
、
ま
た
軍
を
派
遣
し
た
。
こ
う
し
て
、
「
極
遠
の
地
を
き
わ
め
、
…
東

方
の
大
海
に
臨
む
地
に
ま
で
到
達
し
た
。
…
ひ
き
つ
づ
い
て
そ
の
あ
た
り
の
国
々
を
く
ま
な
く
観
察
し
て

ま
わ
り
、
そ
の
掟
や
風
俗
を
採
訪
し
て
、
彼
ら
の
間
の
大
小
の
区
別
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
名
が
詳
細
に

記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
…
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
国
々
を
順
々
に
記
述
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
っ
た

点
を
列
挙
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
史
書
に
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
補
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
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「
東
夷
伝
」
の
記
述
が
始
ま
る
。
こ
の
文
章
に
は
陳
寿
の
意
気
込
み
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
を
粗

略
に
扱
っ
て
は
申
し
わ
け
な
い
。 

 
つ
ま
り
魏
は
、
長
城
の
外
の
後
漢
の
版
図
だ
っ
た
地
域
を
回
復
す
る
と
、
そ
こ(

遼
東
と
楽
浪
・
帯
方
郡)

の
支
配
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
周
囲
の
情
報
ま
で
収
集
し
た
の
で
あ
る
。
魏
朝
の
記
録
庫
に
保
管

さ
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
「
東
夷
伝
」
は
、
直
接
の
脅
威
だ
っ
た
烏
丸
と
鮮
卑
の
伝

を
上
回
る
ほ
ど
の
分
量
で
、
東
夷
の
国
々
を
記
述
し
、
さ
ら
に
海
を
渡
っ
た
最
遠
の
倭
国
の
記
事
で
掉
尾

を
飾
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
「
東
夷
伝
」
は
信
頼
性
の
高
い
史
料
だ
と
言
え
る
。
だ
か
ら
倭
国
を
そ
の
前

に
記
述
さ
れ
た
国
々
と
比
較
分
析
す
れ
ば
実
り
多
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
す
で
に
専
門
家
が
や
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
わ
た
し
の
関
心
は
邪
馬
壹
国(

原
表
記
を
改
変
し
な
い)

へ
ど
う
行
く
の
か
に
あ
る
。
そ
こ
へ
の

行
路
記
事
も
、
魏
に
よ
る
東
夷
の
情
報
収
集
の
一
環
と
し
て
、
実
際
の
踏
査
に
基
づ
く
。
や
は
り
、
そ
れ

を
軽
々
し
く
改
変
し
て
読
ん
で
は
い
け
な
い
。 

  

比
較
の
た
め
に
、
倭
の
と
な
り
の
韓
か
ら
見
て
い
こ
う
。
「
韓
は
、
帯
方
郡
の
南
に
あ
り
、
東
西
は
海

で
限
ら
れ
、
南
は
倭
と
境
を
接
し
て
、
そ
の
広
さ
は
方(

縦
横)

四
千
里
ば
か
り
で
あ
る
。
三
つ
の
種
族
が

あ
っ
て
、
一
つ
は
馬
韓
、
二
つ
目
は
辰
韓
、
三
つ
目
は
弁
韓
で
あ
る
」
と
概
説
す
る
。
こ
こ
に
重
要
な
記

述
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
韓
が
倭
と
境
を
接
す
る
と
し
、
南
辺
を
海
と
言
わ
な
い
こ
と
。
二
つ
目
は
、
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韓
の
広
さ
が
方
四
千
里
ば
か
り
と
す
る
こ
と
。
後
者
は
、
『
三
国
志
』
呉
書
第
九
「
周
瑜
魯
粛
呂
蒙
伝
」

で
、
赤
壁
の
戦
い
の
前
、
周
瑜
が
衆
論
に
反
対
し
て
曹
操
と
の
主
戦
論
を
唱
え
た
文
中
に
、
孫
権
の
父
兄

が
割
拠
し
て
築
い
た
根
拠
地
「
江
東
」
の
広
さ
を
数
千
里
と
す
る
の
と
比
較
で
き
る
。
東
ア
ジ
ア
の
地
図

を
開
い
て
み
る
と
、
朝
鮮
半
島
の
東
西
を
四
千
里
と
し
、
長
江
が
東
北
へ
流
れ
る
地
域
か
ら
東
方
の
海
岸

ま
で
を
数
千
里
と
表
現
す
る
の
は
矛
盾
し
な
い
。
地
図
で
朝
鮮
半
島
の
東
西
を
測
っ
て
、
四
千
里
が
約
二

百
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
概
算
で
き
る
。
千
里
は
お
お
よ
そ
六
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
当
た
る
。 

 

も
う
少
し
三
韓
の
記
事
を
拾
っ
て
お
こ
う
。
馬
韓
に
つ
い
て
は
国
名
を
列
挙
し
、
「
全
部
で
五
十
余
国

が
あ
る
。
大
き
な
国
は
一
万
余
家
、
小
さ
な
国
は
数
千
家
で
、
全
部
あ
わ
せ
る
と
十
余
万
戸
に
な
る
」
と

書
く
。
東
海
岸
に
あ
る
辰
韓
に
つ
い
て
は
短
く
由
来
を
説
明
し
、
「
も
と
も
と
六
国
で
あ
っ
た
が
、
だ
ん

だ
ん
と
分
か
れ
て
十
二
国
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
。
続
け
て
弁
韓
を
弁
辰
と
書
い
て
、
「
十
二
国
か
ら
な

る
」
と
し
た
あ
と
、
辰
韓
と
弁
辰
の
国
々
二
十
三
の
国
名
を
列
挙
し
て
、
「
弁
韓
と
辰
韓
と
で
合
わ
せ
て

二
十
四
国
、
大
き
な
国
は
四
、
五
千
家
か
ら
な
り
、
小
さ
な
国
は
六
、
七
百
家
か
ら
な
っ
て
、
合
わ
せ
て

四
、
五
万
戸
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
十
二
国
は
辰
王
に
属
し
て
い
る
。
辰
王
の
王
位
は
、
か
つ
て
馬
韓
の

者
が
即
く
こ
と
に
な
っ
て
以
来
、
代
々
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
で
来
た
」
と
記
す
。
記
述
が
屈
曲
し
て
い
る
が
、

馬
韓
の
と
こ
ろ
に
、
「
辰
王
は
月
支
国
に
そ
の
宮
廷
を
置
い
て
い
る
」
と
あ
る
か
ら
、
馬
韓
の
う
ち
の
月

支
国
が
辰
王
を
出
し
て
い
て
、
月
支
国
を
加
え
て
辰
韓
が
十
二
国
、
弁
辰
が
十
二
国
、
合
わ
せ
て
二
十
四
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国
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
弁
辰
の
と
こ
ろ
に
は
十
二
国
の
そ
れ
ぞ
れ
に
王
が
い
る
と
書
か
れ
て
い
る

の
で
、
彼
ら
は
辰
王
の
権
威
を
認
め
て
も
臣
下
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
大
き
な
馬
韓
を
統
率
す
る
王
の
こ

と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
馬
韓
の
記
述
の
中
に
、
楽
浪
郡
が
辰
韓
の
八
国
を
併
合
し
よ
う
と
し
た
ら
反
抗

し
て
攻
撃
を
し
か
け
て
来
た
の
で
、
楽
浪
・
帯
方
二
郡
の
軍
勢
が
韓
を
亡
ぼ
し
た
と
あ
る
の
で
、
こ
の
時

に
馬
韓
の
王
は
廃
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
頃
、
の
ち
に
百
済
に
発
展
す
る
馬
韓
が
強

く
、
新
羅
に
発
展
す
る
辰
韓
は
そ
れ
ほ
ど
大
国
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

 

倭
に
関
係
す
る
記
事
と
し
て
、
後
漢
末
に
遼
東
の
軍
閥
が
楽
浪
・
帯
方
を
支
配
す
る
と
、
倭
と
韓
は
帯

方
郡
に
服
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
く
。
ま
た
弁
辰
の
記
述
中
に
、
「
男
女
の
様
子
は
、
倭
人
た
ち
に

近
く
、
入
れ
墨
も
し
て
い
る
」
、
「
弁
辰
の
う
ち
の
瀆
蘆
国
は
、
倭
と
境
界
を
接
し
て
い
る
」
と
い
う
文

が
あ
る
。
弁
辰
と
倭
の
関
係
が
深
く
、
人
々
に
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
こ
れ
を
現
代
の

民
族
観
か
ら
論
じ
る
の
は
有
害
で
あ
る
。
古
代
、
対
馬
海
峡
両
岸
の
人
々
の
言
葉
や
民
族
系
統
は
、
未
分

化
で
連
続
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
。
そ
こ
で
の
農
業
は
水
稲
耕
作
で
、
稲
を
も
ち
こ
ん
だ
人
々
は
、

栽
培
し
な
か
っ
た
中
国
北
部
や
朝
鮮
半
島
北
部
で
は
な
く
大
陸
南
部
か
ら
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
水
稲
耕

作
は
か
な
り
高
度
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
稲
作
を
始
め
た
初
期
、
両
岸
で
主
導
的
な
立
場
に

立
っ
た
人
々
は
同
系
統
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
蝶
の
雑
記
帳
、
第
二
十
」
で
、
対
馬
・
壱
岐
・
九
州
北

岸
・
本
州
西
岸
の
海
人
た
ち
が
共
有
し
た
神
々
の
体
系
を
話
題
に
し
た
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
半
島
南
岸
か
ら
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東
に
広
が
る
海
を
往
来
す
る
人
々
に
共
通
す
る
文
化
の
中
に
、
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。 

  

倭
人
の
条
の
冒
頭
は
、
読
み
下
し
文
で
書
く
と
、
「
倭
人
は
、
帯
方
の
東
南
の
大
海
の
中
に
在
り
、
山

島
に
依
っ
て
国
邑
を
為
す
。
も
と
百
余
国
、
漢
の
時
朝
見
す
る
者
有
り
。
今
使
訳
し
て
通
ず
る
所
三
十
国
」
。

こ
こ
に
は
、
『
漢
書
』
地
理
志
の
文
「
楽
浪
海
中
倭
人
有
り
、
分
か
れ
て
百
余
国
を
為
す
、
歳
時
を
も
っ

て
来
た
り
献
見
す
と
い
う
」
が
、
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
陳
寿
は
、
歴
史
を
ふ
り
か
え
り
、
『
漢
書
』
に

登
場
し
た
倭
人
の
現
在
の
姿
を
描
く
と
意
識
し
て
い
る
。 

 

準
備
が
整
っ
た
の
で
、
い
よ
い
よ
倭
国
へ
の
行
路
を
進
も
う
。
「(

帯
方)

郡
よ
り
倭
に
至
る
に
は
、
海

岸
に
し
た
が
っ
て
水
行
し
、
韓
国
を
へ
て
あ
る
い
は
南
し
あ
る
い
は
東
し
、
そ
の
北
岸
狗
邪
韓
国
に
到
る

七
千
余
里
」
と
あ
る
。
縦
横
四
千
里
と
し
た
韓
国
を
、
南
へ
、
東
へ
と
ジ
グ
ザ
グ
に
進
む
の
だ
が
、
最
初

の
水
行
や
斜
め
に
行
く
場
合
を
考
慮
し
て
、
帯
方
郡
か
ら
半
島
の
南
岸
ま
で
七
千
余
里
と
す
る
の
は
ま
ず

妥
当
だ
ろ
う
。
北
岸
「
狗
邪
韓
国
」
が
弁
辰
の
中
の
「
弁
辰
狗
邪
韓
国
」
と
同
じ
か
ど
う
か
不
分
明
だ
が
、

韓
は
「
南
は
倭
と
境
を
接
し
」
や
「
弁
辰
の
う
ち
の
瀆
蘆
国
は
、
倭
と
境
界
を
接
し
て
い
る
」
と
前
述
し

て
い
る
の
で
、
文
脈
か
ら
し
て
倭
の
領
分
の
海
岸
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
最
初
水
行

し
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
楽
浪
・
帯
方
を
渡
海
作
戦
で
攻
略
し
た
魏

が
、
倭
へ
使
者
を
送
る
の
に
自
前
の
船
を
用
意
し
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
な
の
に
陸
路
を
と
っ
て
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韓
を
通
過
し
た
の
は
、
は
じ
め
の
方
で
論
じ
た
よ
う
に
、
服
属
す
る
国
々
を
踏
査
し
記
録
す
る
こ
と
が
目

的
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
船
は
半
島
南
岸
ま
で
回
航
し
た
は
ず
だ
。 

 
そ
こ
か
ら
、
「
始
め
て
一
海
を
渡
る
千
余
里
、
対
海
国
に
至
る
。
…
居
る
所
は
絶
島
、
方
四
百
余
里
ば

か
り
、
土
地
は
山
険
し
く
深
林
多
く
、
道
路
は
禽
鹿
の
径
の
如
し
、
千
余
戸
有
り
…
」
と
対
馬
を
記
述
し
、

「
ま
た
南
に
一
海
を
渡
る
千
余
里
、
…
一
大
国
に
至
る
。
方
三
百
里
ば
か
り
、
竹
木
・
叢
林
多
く
、
三
千

ば
か
り
の
家
有
り
…
」
と
壱
岐
を
語
る
。
次
に
、
「
ま
た
一
海
を
渡
る
千
余
里
、
末
蘆
国
に
至
る
。
四
千

余
戸
有
り
…
」
と
書
い
て
、
九
州
本
島
へ
上
陸
し
た
こ
と
を
告
げ
、
再
び
、
「
草
木
茂
盛
し
、
行
く
に
前

人
を
見
ず
、
…
」
と
記
す
。
続
く
「
東
南
陸
行
五
百
里
、
伊
都
国
に
至
る
。
…
千
余
戸
有
り
…
」
の
文
が
、

伊
都
国
へ
の
到
来
を
告
げ
る
。
そ
こ
は
「
郡
使
が
往
来
す
る
に
常
に
駐
す
る
所
」
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、

魏
使
の
ひ
と
ま
ず
の
到
着
地
で
あ
る
。 

  

伊
都
国
が
今
の
糸
島
市
付
近
に
あ
っ
た
こ
と
に
、
誰
も
が
同
意
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
先
の
行
路
記

事
の
書
き
方
に
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
の
で
、
「
女
王
の
都
す
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
」
の
果
て
し
な
い
論
争

が
続
い
て
き
た
。
君
子
危
う
き
に
近
寄
ら
ず
。
連
続
し
た
行
程
で
あ
い
ま
い
さ
の
な
い
伊
都
国
ま
で
の
里

程
を
数
え
て
み
よ
う
。
明
示
さ
れ
て
い
る
里
数
を
足
す
と
一
万
五
百
余
里
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
論
争
者

た
ち
の
多
く
が
無
視
し
て
い
る
が
、
行
路
記
事
の
末
尾
に
は
っ
き
り
と
「
郡
よ
り
女
王
国
に
至
る
万
二
千
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余
里
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
残
り
の
伊
都
国
か
ら
女
王
国
ま
で
は
お
よ
そ
千
五
百
里
、
朝

鮮
半
島
の
幅
四
千
里
の
四
十
分
の
十
五
の
距
離
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
算
定
か
ら
す
れ
ば
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
な
い
。
地
図
を
開
い
て
、
糸
島
市
付
近
を
中
心
に
半
径
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
円
を
描
い
た
ら
、
女

王
の
都
は
そ
の
円
内
に
あ
る
。
や
っ
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
王
国
は
、
遠
い
大
和
で
は
な
く
九

州
島
に
在
る
の
で
あ
る
。
行
路
記
事
は
こ
の
限
界
条
件
を
告
げ
て
い
る
。 

 

倭
人
の
風
俗
や
政
治
状
況
を
記
述
し
た
あ
と
に
、
全
体
的
な
地
理
を
総
括
し
て
、
「
女
王
国
の
東
、
海

を
渡
る
千
余
里
、
ま
た
国
有
り
、
皆
倭
種
、
…
倭
の
地
を
参
問
す
る
に
、
海
中
洲
島
の
上
に
絶
在
し
、
あ

る
い
は
絶
え
あ
る
い
は
連
な
り
、
周
旋
五
千
里
ば
か
り
」
と
言
う
。
女
王
国
が
本
州
の
大
和
に
あ
る
と
す

る
と
、
「
女
王
国
の
東
、
海
を
渡
る
千
余
里
、
ま
た
国
有
り
」
と
い
う
表
現
に
矛
盾
す
る
。
こ
の
表
現
は
、

女
王
国
が
九
州
島
に
あ
る
場
合
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
大
和
を
女
王
国
の
候
補
地
か
ら
除
外
す
る
。
最
後

の
「
周
旋
五
千
里
ば
か
り
」
は
、
郡
よ
り
女
王
国
に
至
る
一
万
二
千
余
里
か
ら
韓
国
内
の
七
千
里
を
差
し

引
い
た
値
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
別
個
の
情
報
を
提
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
、
朝
鮮
半
島
の
南
岸
か
ら
九
州
島
ま
で
が
倭
国
の
領
域
で
、
そ
の
東
へ
海
を
渡

っ
た
領
域
に
も
倭
人
が
い
る
、
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
、
異
論
の
さ
し
は
さ
み
よ
う
が
な
い
結
論
「
邪
馬
壹
国
の
女
王
の
都
は
、
糸
島
市

付
近
を
中
心
に
半
径
約
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
円
の
外
に
は
な
い
」
が
得
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
論
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者
は
、
上
の
明
白
な
論
理
の
つ
め
方
を
誤
っ
た
の
だ
。
考
古
学
者
は
、
大
和
で
の
発
掘
を
卑
弥
呼
と
結
び

つ
け
る
必
要
は
な
い
。
す
ば
ら
し
い
発
見
が
あ
れ
ば
、
大
和
に
も
そ
う
い
う
文
明
が
あ
っ
た
と
主
張
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
。 

  

さ
て
、
女
王
国
の
限
界
範
囲
は
確
定
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
は
ま
だ
確
定

で
き
な
い
。
伊
都
国
か
ら
先
の
行
路
記
事
は
何
と
言
っ
て
い
る
か
。
慎
重
に
分
析
す
る
た
め
に
、
伊
都
国

か
ら
邪
馬
壹
国
ま
で
の
行
路
記
事
を
箇
条
書
き
に
し
て
み
よ
う
。
四
つ
の
行
路
が
、
前
の
二
つ
と
う
し
ろ

の
二
つ
で
そ
れ
ぞ
れ
対
句
の
形
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

一 

東
南
、
奴
国
に
至
る
百
里
。
…
二
万
余
戸
有
り
。 

 
 

二 

東
行
、
不
弥
国
に
至
る
百
里
。
…
千
余
家
有
り
。 

 
 

三 

南
、
投
馬
国
に
至
る
水
行
二
十
日
。
…
五
万
余
戸
ば
か
り
。 

 
 

四 

南
、
邪
馬
壹
国
に
至
る
、
女
王
の
都
す
る
所
、
水
行
十
日
陸
行
一
月
。
…
七
万
余
戸
ば
か
り
。 

 

机
上
で
空
論
を
弄
す
る
だ
け
で
は
道
に
迷
う
。
最
初
の
起
点
は
伊
都
国
だ
か
ら
、
糸
島
市
と
そ
の
周
辺

の
地
理
を
お
さ
ら
い
し
て
お
こ
う
。
糸
島
市
の
南
方
は
、
東
西
に
つ
ら
な
る
背
振
山
系
で
限
ら
れ
て
い
る
。

魏
使
は
末
蘆
国
か
ら
背
振
山
系
の
南
へ
で
は
な
く
北
側
の
海
岸
沿
い
に
進
ん
だ
の
だ
か
ら
、
め
ざ
す
邪
馬

壹
国
は
伊
都
国
よ
り
も
東
方
に
あ
る
。
こ
の
時
代
、
唐
津
湾
と
博
多
湾
は
北
の
志
摩
と
南
の
伊
都
の
あ
い
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だ
を
通
る
水
道
で
つ
な
が
っ
て
い
た
。
他
方
糸
島
市
と
福
岡
市
の
あ
い
だ
に
は
、
背
振
山
系
ほ
ど
で
は
な

い
け
れ
ど
か
な
り
高
い
山
が
背
振
山
系
か
ら
北
の
海
岸
ま
で
つ
ら
な
る
。
地
形
は
水
道
と
平
行
す
る
陸
路

を
発
展
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
船
路
を
と
れ
ば
伊
都
国
は
、
東
の
博
多
湾
と
西
の
唐
津
湾
へ
往
来
で
き
る

波
の
静
か
な
港
と
な
る
。
九
州
北
岸
の
東
西
へ
の
航
行
に
便
利
で
、
壱
岐
・
対
馬
・
さ
ら
に
朝
鮮
へ
近
道

で
よ
り
安
全
な
唐
津
湾
を
通
っ
て
行
け
る
。
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
伊
都
国
に
「
一
大
率

を
置
き
」
、
「
女
王
国
よ
り
以
北
の
諸
国
を
検
察
せ
し
む
」
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
世
々
王
有
り
」

と
い
う
記
述
も
、
こ
こ
が
古
く
か
ら
重
要
な
土
地
だ
っ
た
こ
と
を
教
え
る
。
郡
か
ら
来
た
魏
使
が
い
つ
も

こ
こ
に
駐
在
し
た
理
由
が
分
か
る
。(

七
世
紀
に
は
、
広
い
博
多
湾
に
突
き
出
た
今
の
西
公
園
の
小
山
が
波

風
を
防
ぐ
南
、
後
世
福
岡
城
が
築
か
れ
た
場
所
に
鴻
臚
館
が
置
か
れ
た
こ
と
が
参
考
に
な
る)

。 

  

上
の
四
つ
の
文
の
先
頭
は
当
然
伊
都
国
を
起
点
と
し
て
い
る
。
「
東
南
奴
国
に
至
る
百
里
」
は
、
そ
こ

が
奴
国
の
中
心
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
百
里
は
せ
い
ぜ
い
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
な
の
で
、
上
述
の
糸
島
市
付

近
の
地
理
か
ら
し
て
、
伊
都
国
と
奴
国
は
背
振
山
系
の
北
側
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
を
、
「
伊
都

国
の
戸
数
千
余
戸
は
そ
こ
に
で
き
た
小
都
市
を
表
現
し
、
そ
の
南
一
帯
に
広
い
奴
国
が
あ
る
」
と
理
解
す

る
の
が
合
理
的
だ
ろ
う
。
奴
国
の
戸
数
が
面
積
に
比
べ
て
二
万
余
戸
と
多
い
の
が
気
に
な
る
が
、
そ
こ
の

弥
生
遺
跡
か
ら
王
墓
級
の
出
土
物
が
出
た
の
で
、
一
応
そ
の
記
述
に
意
味
が
あ
る
と
し
て
お
こ
う
。
三
韓
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の
例
か
ら
す
る
と
、
伊
都
国
に
い
る
王
が
奴
国
を
支
配
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

第
二
の
文
は
、
起
点
を
ど
こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
次
の
二
つ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。 

 
Ａ
：
伊
都
国
か
ら
出
発
し
て
、
水
道
と
お
お
よ
そ
平
行
な
幹
線
交
通
路
を
東
へ
百
里
行
け
ば
博
多
湾
に

 
 

出
る
。
そ
こ
が
伊
都
国
と
同
じ
く
千
余
家
ぐ
ら
い
の
不
弥
国
で
あ
る
。
博
多
湾
西
南
部
の
海
岸
一
帯

 
 

が
不
弥
国
な
の
だ
ろ
う
。 

 

Ｂ
：
伊
都
国
か
ら
東
南
百
里
の
奴
国
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
東
へ
百
里
行
っ
た
と
こ
ろ
に
不
弥
国

 
 

が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
東
の
険
し
い
峠
道
を
百
里
超
え
る
と
福
岡
市
室
見
川
中
流
に
出
る
。 

 

第
三
の
文
は
、
起
点
を
伊
都
国
と
す
る
と
、
陸
地
の
あ
る
南
の
方
向
に
船
で
二
十
日
行
け
と
言
っ
て
い

る
か
ら
、
方
角
と
道
の
り
を
示
す
道
し
る
べ
で
あ
る
。
不
弥
国
が
海
岸
に
あ
る
と
し
て
も
同
じ
。
奴
国
も

そ
の
先
の
不
弥
国
も
海
岸
か
ら
離
れ
て
い
る
場
合
、
そ
こ
か
ら
船
で
行
け
と
言
う
の
は
お
か
し
い
。
二
十

日
も
船
で
行
け
ば
、
邪
馬
壹
国
へ
の
残
り
の
距
離
の
最
大
値
千
五
百
里
を
ゆ
う
に
超
え
て
し
ま
う
。
南
を

東
に
読
み
替
え
よ
と
い
う
論
者
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
限
界
距
離
を
超
え
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
何
よ

り
も
、
二
十
日
も
船
旅
を
し
て
海
岸
の
よ
う
す
や
寄
港
地
に
一
言
も
触
れ
な
い
こ
と
が
、
魏
使
一
行
の
実

際
に
た
ど
っ
た
行
路
で
な
い
こ
と
を
明
か
す
。
こ
の
道
案
内
の
文
を
邪
馬
壹
国
へ
の
行
程
に
加
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
単
に
、
「
投
馬
国
へ
行
く
に
は
船
で
二
十
日
か
か
る
、
そ
の
方
角
は
南
で
あ
る
」
と
言
っ

て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
記
さ
れ
る
理
由
は
、
投
馬
国
が
戸
数
五
万
余
戸
の
大
国
だ
か
ら
だ
ろ
う
。 



13 「烏丸鮮卑東夷伝」の教えること 

 
第
四
の
文
で
も
、
「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
と
い
う
旅
程
は
、
起
点
を
伊
都
国
・
奴
国
・
不
弥
国
の
ど

こ
に
と
っ
て
も
、
限
界
距
離
千
五
百
里
を
は
る
か
に
超
え
て
し
ま
う
。
伊
都
国
か
ら
邪
馬
壹
国
へ
の
行
程

に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
の
道
案
内
の
文
と
対
句
に
す
る
書
き
方
を
し
て
、
前
の
文
節
と
つ
な

が
る
よ
う
に
見
え
る
文
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
節
が
意
味
を
も
つ
と
し
た
ら
、
別
の
こ
と
を
表

現
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
切
り
離
し
た
「
南
、
邪
馬
壹
国
に
至
る
、
女
王
の
都
す
る
所
」
と
言
う
文
が

主
文
で
あ
る
。
こ
の
文
が
示
す
行
路
は
、
起
点
が
ど
こ
か
に
よ
っ
て
次
の
三
つ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、
起
点
を
伊
都
国
に
す
る
の
は
、
伊
都
国
の
南
が
背
振
山
系
で
限
ら
れ
て
い
て
七
万
余
戸
の
大
国
を

も
う
一
つ
容
れ
る
余
地
が
な
い
か
ら
、
否
定
さ
れ
る
。
第
二
の
文
で
Ａ
の
コ
ー
ス
を
た
ど
れ
ば
、
伊
都
国

を
出
た
魏
使
は
、
幹
線
交
通
路
を
東
に
百
里
進
ん
で
博
多
湾
西
南
部
の
海
岸
に
あ
る
不
弥
国
へ
出
て
、
そ

こ
か
ら
邪
馬
壹
国
へ
向
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
文
で
Ｂ
の
コ
ー
ス
を
と
る
と
、
伊
都
国
か
ら
百
里

の
奴
国
の
中
心
部
へ
進
み
、
さ
ら
に
東
の
険
し
い
峠
道
を
百
里
超
え
て
室
見
川
中
流
に
出
る
。
そ
こ
か
ら

南
に
向
か
う
と
室
見
川
上
流
の
隘
路
に
入
る
。
女
王
国
が
丁
重
に
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
魏
使
を
案
内

す
る
と
し
た
ら
、
Ａ
と
Ｂ
ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
を
選
ぶ
か
自
明
で
あ
る
。 

  

こ
う
し
て
、
「
魏
使
は
、
伊
都
国
を
出
発
し
て
東
に
百
里
の
不
弥
国
へ
至
り
、
そ
こ
か
ら
南
に
向
か
い

邪
馬
壹
国
へ
入
っ
た
」
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
踏
査
し
た
里
程
を
律
儀
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に
記
述
し
て
き
た
の
に
、
最
後
に
な
っ
て
そ
っ
け
な
く
「
南
、
邪
馬
壹
国
に
至
る
」
と
だ
け
言
っ
て
、
距

離
を
書
か
ず
に
す
む
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
思
い
つ
く
の
は
、
魏
使
が
来
た
ら
い
つ
も
駐
在
し
た
伊
都
国

は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
駐
在
す
る
意
味
が
な
い
か
ら
、
当
然
「
女
王
の
都
す
る
所
」
に
近
か
っ
た
と
い
う

仮
定
だ
。
諸
国
の
迎
賓
館
が
王
宮
へ
ど
の
く
ら
い
の
時
間
で
行
け
る
場
所
に
置
か
れ
た
か
を
想
起
す
れ
ば

よ
い
。
丸
一
日
も
か
か
っ
て
は
遠
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
駐
在
す
る
建
物
を
出
た
使
節
一
行
は
、
伊
都
国
の
南

と
東
に
つ
ら
な
る
山
々
を
見
て
、
自
然
に
幹
線
道
路
を
東
に
向
か
う
。
百
里
東
の
不
弥
国
へ
の
道
で
あ
る
。

も
し
、
「
邪
馬
壹
国
が
、
不
弥
国
に
接
し
て
、
南
か
ら
東
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
る
」
な
ら
、
そ
の
道
が

終
わ
る
頃
、
魏
使
は
境
界
を
南
に
ま
た
い
で
邪
馬
壹
国
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ん
と
か
「
南
」
と
い

う
言
葉
だ
け
で
「
邪
馬
壹
国
に
至
る
」
。
第
四
の
文
を
こ
う
解
釈
す
れ
ば
、
短
い
表
現
が
行
路
記
事
と
し

て
意
味
を
結
ぶ
。
こ
の
解
釈
を
採
用
す
れ
ば
、
女
王
の
都
が
置
か
れ
た
場
所
は
博
多
湾
の
南
、
現
在
の
福

岡
都
市
圏
の
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

邪
馬
壹
国
は
戸
数
が
七
万
余
戸
と
さ
れ
て
い
る
。
韓
の
大
国
と
比
較
し
て
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
の
首

都
は
、
ま
わ
り
に
耕
作
地
が
広
が
る
戦
略
的
な
要
衝
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
博
多
湾
岸
と
後
背
地
は
十
分
広

く
、
こ
こ
に
大
国
が
発
展
す
る
条
件
を
供
え
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
吉
武
高
木
遺
跡
や
須
玖
岡
本
遺

跡
ほ
か
、
弥
生
時
代
前
期
の
遺
跡
と
遺
物
の
集
中
す
る
土
地
で
あ
る
。
邪
馬
壹
国
の
都
が
福
岡
都
市
圏
の

ど
こ
か
に
あ
っ
た
と
す
る
の
は
仮
説
に
と
ど
ま
る
け
れ
ど
も
、
九
州
内
に
都
を
探
す
と
な
れ
ば
こ
こ
以
上
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に
ふ
さ
わ
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
。 

  

邪
馬
壹
国
ま
で
行
き
着
い
た
け
れ
ど
も
、
よ
く
見
る
と
、
里
程
を
示
す
数
字
に
く
い
ち
が
い
が
あ
る
。

明
示
さ
れ
た
不
弥
国
ま
で
の
距
離
の
総
和
は
一
万
六
百
余
里(

奴
国
経
由
で
も
一
万
七
百
余
里)

に
し
か
な

ら
な
い
の
に
、
末
尾
に
は
「
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
一
万
二
千
余
里
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

駐
在
し
た
伊
都
国
か
ら
女
王
の
都
ま
で
千
五
百
余
里(

お
よ
そ
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

も
あ
る
と
、
威
儀
を
正

し
た
使
節
一
行
の
入
京
と
す
る
解
釈
が
疑
問
に
な
る
。
し
か
し
、
不
弥
国
か
ら
邪
馬
壹
国
ま
で
残
り
の
距

離
が
千
四
百
余
里
も
あ
る
の
に
、
た
だ
「
南
、
邪
馬
壹
国
に
至
る
、
女
王
の
都
す
る
所
」
と
書
く
の
で
は
、

そ
も
そ
も
文
書
と
し
て
お
ざ
な
り
す
ぎ
る
。
こ
れ
で
は
、
く
ま
な
く
観
察
し
記
録
す
る
と
い
う
方
針
に
反

し
、
邪
馬
壹
国
ま
で
の
行
路
記
事
全
体
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
場
合
、
邪
馬
壹
国
が
九
州
北
部

に
あ
っ
た
と
い
う
結
論
以
上
の
議
論
を
あ
き
ら
め
る
ほ
か
は
な
い
。
も
し
、
行
路
記
事
が
意
味
あ
る
も
の

と
し
て
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
総
里
程
一
万
二
千
余
里
か
、
不
弥
国
ま
で
の
積
算
距
離
一
万
六
百
余
里
の

ど
ち
ら
か
に
誤
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
前
者
な
ら
、
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
の
距
離
一
万
二
千
余
里
、
倭
の

地
は
周
旋
五
千
里
ば
か
り
と
い
う
概
観
は
大
き
な
誤
差
を
含
む
の
で
あ
り
、
伊
都
国
か
ら
女
王
国
ま
で
近

い
と
す
る
先
の
解
釈
は
生
き
残
る
。
後
者
な
ら
、
里
程
の
積
算
を
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
。 

 

魏
使
一
行
は
、
韓
国
で
も
陸
行
し
、
伊
都
国
へ
到
着
す
る
だ
け
な
ら
船
で
来
れ
ば
い
い
の
に
末
蘆
国
で
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上
陸
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
草
木
が
茂
っ
て
前
を
行
く
人
が
見
え
な
い
道
を
進
む
。
そ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
、

通
過
し
た
国
々
の
情
報
収
集
が
目
的
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
対
馬
で
の
「
山
険
し
く
深
林
多
く
、

道
路
は
禽
鹿
の
径
の
如
し
」
と
、
壱
岐
で
の
「
竹
木
・
叢
林
多
く
」
と
い
う
記
述
も
、
単
な
る
文
飾
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
対
馬
と
壱
岐
に
つ
い
て
、
面
積
が
正
方
形
に
換
算
し
て
表
示
し

て
あ
る
こ
と
が
見
過
ご
せ
な
い
。
船
か
ら
の
観
察
だ
け
で
島
の
広
さ
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
住
民
に

訊
く
に
し
て
も
、
し
っ
か
り
し
た
デ
ー
タ
で
な
け
れ
ば
、
自
国
の
単
位
で
表
現
す
る
の
は
難
し
い
。
対
馬
・

壱
岐
程
度
な
ら
、
歩
数
か
歩
い
た
時
間
で
距
離
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
何
人
か
が
実
際
に
陸
路
を

横
断
し
て
確
認
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
面
積
と
道
路
の
よ
う
す
の
記
述
は
、
陸
路
へ
の
関

心
を
示
す
。
す
る
と
、
対
馬
・
壱
岐
で
の
陸
路
が
、
郡
よ
り
女
王
国
へ
の
里
程
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
の
距
離
をα

里
と
書
く
と
、
伊
都
国
か
ら
女
王
国
ま
で
の
距
離
は
、(

千
五
百−

α
)

里
と
な
っ

て
、
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
よ
り
も
短
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
方
四
千
里
の
韓
国
の
行
程
を
七
千
里
と
し
た
や

り
方
に
倣
え
ば
、
方
四
百
里
の
対
馬
の
行
程
は
七
百
里
、
方
三
百
里
の
壱
岐
の
行
程
は
五
百
数
十
里
に
な

る
か
ら
、α

は
千
二
百
数
十
と
概
算
で
き
る
。
誤
差
が
大
き
い
だ
ろ
う
が
、
伊
都
国
か
ら
女
王
国
ま
で
の

距
離
は
目
安
と
し
て
三
百
里
足
ら
ず(

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
足
ら
ず)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
途
中
で
休
息

す
る
な
ら
、
先
ほ
ど
想
像
し
て
み
た
魏
使
一
行
の
行
進
と
し
て
遠
す
ぎ
る
距
離
で
は
な
い
。 

 

じ
つ
は
、
以
上
の
結
論
は
、
古
田
武
彦
が
『
邪
馬
台
国
は
な
か
っ
た
』
で
提
出
し
た
も
の
に
等
し
い
。
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前
提
な
し
で
テ
ク
ス
ト
に
従
っ
た
考
察
は
、
古
田
説
を
追
認
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
古
田
説
は
方
四
百
里

の
対
馬
と
方
三
百
里
の
壱
岐
の
そ
れ
ぞ
れ
二
辺
を
合
計
し
てα

を
千
四
百
と
し
て
い
る
が
、
千
二
百
里
と

千
四
百
里
の
あ
い
だ
に
本
質
的
な
差
は
な
い
。
し
か
し
、
女
王
国
ま
で
の
里
程
に
対
馬
と
壱
岐
で
の
行
程

α

を
加
え
る
と
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
に
と
ど
ま
る
。
古
田
説
で
は
、

不
弥
国
と
邪
馬
壹
国
と
の
距
離
は
ゼ
ロ
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
書
く
必
要
が
な
い
と
考
え
る
。
だ
が
、
邪

馬
壹
国
に
入
っ
た
魏
使
一
行
は
い
く
ら
か
の
距
離
を
行
進
し
て
「
女
王
の
都
す
る
所
」
に
着
い
た
は
ず
だ

か
ら
、
不
弥
国
か
ら
そ
こ
ま
で
の
距
離
も
書
く
の
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
。
「
東
夷
伝
」
に
書
か
れ
な

か
っ
た
の
は
、
も
と
の
記
録
文
書
に
そ
れ
が
抜
け
て
い
た
せ
い
だ
ろ
う
か
。 

  

以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
、
邪
馬
壹
国
へ
の
行
路
記
事
を
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
三
国

志
東
夷
伝
倭
人
の
条
」
は
、
論
理
上
必
然
的
に
「
邪
馬
壹
国
が
九
州
北
部
に
あ
っ
た
」
と
告
げ
る
。
さ
ら

に
、
き
わ
め
て
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
「
女
王
の
都
す
る
と
こ
ろ
は
博
多
湾
の
南
、
現
在
の
福
岡
都
市
圏

に
あ
っ
た
」
と
い
う
結
論
へ
導
く
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
四
年
初
霜
の
降
る
頃 
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蛇
足 

 

福
岡
都
市
圏
の
地
形
を
考
え
る
と
、
蛇
足
を
加
え
る
誘
惑
に
か
ら
れ
る
。
地
形
図
は
、
福
岡
城
址
か
ら
南
一
帯
へ

小
山
や
丘
が
広
が
り
主
峰
油
山
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
。
今
は
住
宅
地
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
古

く
は
ほ
ぼ
樹
木
に
お
お
わ
れ
て
東
西
の
境
界
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
側
は
古
代
国
制
上
の
早
良
郡
で
、

縄
文
時
代
・
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
と
続
く
多
く
の
遺
跡
が
あ
る
。
吉
武
高
木
遺
跡
は
そ
の
代
表
例
だ
が
、
全
域
で

甕
棺
墓
さ
ら
に
丘
陵
部
で
小
墳
丘
墓
が
見
つ
か
る
。
も
し
早
良
郡
の
海
岸
部
が
不
弥
国
で
そ
の
南
の
ど
こ
か
に
女
王

の
宮
殿
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
南
、
邪
馬
壹
国
に
至
る
、
女
王
の
都
す
る
所
」
と
い
う
文
が
適
切
で
あ
る
。
し
か

し
、
東
側
の
那
珂
郡
に
は
さ
ら
に
重
要
な
多
く
の
遺
跡
が
あ
る
上
に
、
地
理
的
に
も
こ
の
地
域
全
域
の
中
心
地
に
ふ

さ
わ
し
く
、
都
が
こ
ち
ら
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
の
南
の
御
笠
郡
で
は
、
怡
土
郡
北
部
に
あ
っ
た
伊
都
国
か

ら
遠
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
女
王
の
宮
殿
の
場
所
が
特
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
歴
史
の
理
解
に
と
っ
て
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。 
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