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「
三
国
志
』
の
魏
志
倭
人
伝
、
正
式
に
は
東
夷
伝
・
倭
人
が
中
国
の
史
家
陳
壽
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
は
一
一
一
世
紀
だ
か
ら
、
そ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
倭
国
、
古
代
日
本
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
三
世
紀
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
魏
志
倭
人
伝
を
も
と
に
し
て
書
か

れ
た
「
後
漢
書
」
の
東
夷
伝
倭
に
は
、
漢
の
光
武
帝
に
よ
っ
て
西
暦
五
七
年
に
倭
の
国
王
に
金
印
を
紫
授
し
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
倭
国
は
一
世
紀
、
あ
る
い
は
紀
元
前
か
ら
三
世
紀
ま
で
の
記
録
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
代
を
記
録
し
た
日
本
の
資
料
と
一
一
一
一
ｍ
え
ば
、
「
古
事
記
』
と
「
日
本
書
紀
」
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
八
世
紀
に
な
っ
て
書
か
れ
た

も
の
で
信
頼
性
が
な
い
ば
か
り
か
、
魂
志
倭
人
伝
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
古
代
日
本
に
関
す
る
具
体
的
、
客
観
的
な
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な

い
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
魂
志
倭
人
伝
の
記
録
は
大
変
貴
重
な
も
の
だ
し
、
古
代
日
本
に
つ
い
て
の
研
究
に
欠
か
せ
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
記
述
が
現
在
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
議
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
記
述
が
中
国
を
中
心
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
の
も
当
然
で
、
間
接
的
に
は
中
国
の
記
録
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
の
中
国
が
有
し
て
い
た
文
化

を
無
視
し
て
は
、
一
一
の
記
録
を
正
確
に
理
解
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

古
来
日
本
で
論
議
の
中
心
と
な
っ
て
現
在
に
お
よ
ん
で
い
る
倭
国
の
位
置
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
陳

壽
の
と
い
う
よ
り
、
当
時
の
中
国
人
の
表
現
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
卑
彌
呼
を
中
心
と
し
た
政
治
形
体
の
記
述
に
し
て

鵲
と
扁
鵲

ｌ
魏
志
倭
人
伝
鳥
考

犬
飼
和
雄
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魂志倭人伝烏考

し
か
し
魏
志
倭
人
伝
の
中
に
は
三
世
紀
以
前
の
中
国
と
日
本
の
関
係
が
具
体
的
に
し
る
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
日
本
の
資
料
で
は

全
く
わ
か
ら
な
い
古
代
日
本
の
文
化
、
ま
た
そ
れ
を
見
て
い
る
中
国
文
化
の
視
点
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
宗
教
の

問
題
が
そ
う
で
あ
る
。
「
一
女
子
を
立
て
て
王
と
為
す
。
名
づ
け
て
叩
彌
呼
と
日
う
。
鬼
道
に
事
え
、
能
く
衆
を
悪
す
」
と
い
う
一
言

は
古
代
日
本
の
政
摘
宗
教
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
す
で
に
陰
陽
思
想
に
よ
る
哲
学
が

確
立
し
、
老
子
、
孔
子
の
思
想
が
存
在
し
て
い
た
中
国
が
鬼
道
を
ど
う
評
価
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
資
料
が
あ

や
土
と
た
け
る
の
み
こ
と

み
ひ
た
き
〃
３
な

る
か
ら
、
「
古
事
記
」
の
中
で
倭
建
命
が
東
国
遠
征
中
、
甲
斐
の
国
に
立
ち
よ
っ
た
時
、
御
火
焼
の
老
人
と
か
わ
し
た
問
答
の
内
容
、

老
人
の
性
格
が
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

叩
斐
の
酒
折
宮
で
倭
建
命
は
御
火
焼
の
老
人
に
、
私
が
こ
こ
ま
で
来
る
の
に
い
く
日
か
か
っ
た
か
と
質
問
す
る
。
す
る
と
老
人
が
九

も
、
巾
図
側
の
視
点
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
は
一
一
一
一
、
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
記
録
の
皿
解
に
つ
い
て
、
日
本
で
は

日
本
側
の
資
料
「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
』
と
の
一
致
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
論
議
が
現
在
に
至
る
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
倭
国
の
女
王
卑
彌
呼
は
、
日
本
の
ど
の
天
皇
で
あ
っ
た
の
か
と
か
、
魂
志
倭
人
伝
の
「
邪
馬
壹
」
の
壷
は
ま
ち
が
い
で
、
「
後
漢

書
」
の
「
邪
馬
臺
」
の
墓
が
正
し
い
と
か
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
根
拠
は
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
に
日
本
の
天
皇
は
紀
元
前
か
ら
大

和
Ⅱ
ヤ
マ
ト
に
い
て
日
本
を
支
配
し
て
き
た
、
そ
の
大
和
の
発
音
に
な
る
た
め
に
は
、
魂
志
倭
人
伝
の
壷
よ
り
「
後
漢
書
」
の
蕊
の
方

が
都
合
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
実
は
中
国
側
に
と
っ
て
全
く
関
係
な
い
ど
こ
ろ
か
、
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
の
は
た
し
か
だ
が
、
こ
う
し
た
視
点
に
日
本
が
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
内
容
、
例
え
ば
叩
彌
呼
と
中
国
と
の
従
属
関
係
を
示

す
内
群
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
問
魎
に
さ
れ
な
い
で
き
て
い
る
。
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
に
そ
う
し
た
内
容
に
Ⅲ
当
す
る
記
録
が
な
い
か

ら
で
あ
る
。
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考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

夜
十
日
だ
と
答
え
る
。
そ
の
答
が
正
し
か
っ
た
の
で
、
倭
建
命
は
老
人
を
東
国
の
国
造
、
つ
ま
り
支
配
打
に
任
命
し
て
い
る
。
こ
の
老

人
に
正
し
い
答
が
で
き
た
と
い
う
の
は
、
老
人
が
予
言
能
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
人
物
が
支
配
者
に
な
り
え
た

と
い
う
の
は
、
老
人
に
卑
彌
呼
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
も
古
代
日
本
の
政
治
形
体
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
魏
志
倭
人
伝
が
あ

る
か
ら
で
、
日
本
の
「
古
事
記
』
「
日
本
書
紀
」
か
ら
で
は
、
こ
の
老
人
の
実
像
を
容
易
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お

「
日
本
諜
紀
」
で
は
こ
の
老
人
を
抹
殺
し
て
い
る
が
、
「
日
本
書
紀
」
が
書
か
れ
た
八
世
紀
は
、
天
皇
の
存
在
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
卵

彌
呼
や
老
人
の
よ
う
な
シ
ャ
ー
マ
ン
が
日
本
の
支
配
者
だ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
不
祁
合
だ
っ
た
と
思
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
魂
志
倭
人
伝
に
は
風
俗
・
習
悩
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
録
が
い
く
つ
も
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
に
は

み
ず
。
つ

め
ん

か

全
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
其
の
風
俗
淫
な
ら
ず
。
男
子
は
皆
露
約
し
、
木
縣
を
以
っ
て
頭
に
拓
け
、
其
の
次
は
横
幅
、
世
々

結
束
し
て
机
連
ね
、
略
々
縫
う
こ
と
無
し
。
婦
人
は
被
髪
屈
緋
し
、
衣
を
作
る
こ
と
単
衣
の
如
く
…
…
」
と
衣
服
の
記
録
。
「
男
子
は

い
ね
ず
み

大
小
と
な
く
、
皆
鯨
而
文
身
す
。
．
．
…
・
諸
国
の
文
身
各
々
異
り
、
或
は
左
に
し
或
は
右
に
し
、
或
は
大
に
或
は
小
に
、
尊
卑
差
有
り
」

と
蝿
の
記
録
。
「
倭
の
他
は
温
暖
、
冬
夏
生
菜
を
食
す
」
と
生
野
菜
の
記
録
。
こ
う
し
た
記
録
は
日
本
人
に
と
っ
て
も
現
在
で
も
容
易

に
納
砕
で
き
る
し
、
同
時
に
生
野
菜
を
ほ
と
ん
ど
食
ぺ
な
い
中
国
人
か
ら
の
記
録
だ
と
い
う
の
も
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
論
文
と
は
脳
接

関
係
な
い
が
、
「
好
ん
で
沈
没
し
て
魚
蛤
を
柵
え
」
と
か
「
文
身
し
亦
以
っ
て
大
魚
水
禽
を
厭
う
」
と
か
「
真
珠
・
青
玉
を
出
だ
す
」

と
い
う
記
述
は
ど
う
考
え
て
も
倭
国
が
海
岸
に
面
し
た
国
で
、
大
和
の
よ
う
な
内
陸
の
国
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
少
く
と
も
中
国
で
は

し
か
し
今
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

ｌ
そ
の
地
に
は
小
賜
虎
豹
・
羊
腿
燃
し
Ｉ
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そ
の
地
と
は
、
倭
国
を
さ
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
一
見
何
の
問
題
も
あ
り
そ
う
も
な
い
記
述
の
中
に
疑
問
に
思

わ
れ
る
問
題
点
が
二
つ
あ
る
。
｜
つ
は
こ
の
記
録
が
否
定
的
な
記
録
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
否
定
的
な
記
録
の
場
合
は
、
単
純
な
倭

国
の
紹
介
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
中
国
に
あ
っ
て
日
本
に
な
い
と
い
う
場
合
、
そ
の
も
の
は
中
国
に
と
っ
て
誇
る
べ
き
も
の
か
、

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
場
合
だ
と
考
え
る
の
が
常
識
的
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
の
有
無
が
中
国
に
と
っ
て
記
録
す
る
意
味
が
あ
る

場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
こ
の
否
定
的
な
記
録
を
見
る
と
、
第
二
の
問
題
点
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、

鵲
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
数
多
い
烏
の
中
で
、
特
殊
な
鳥
と
も
思
わ
れ
な
い
鵲
が
、
ど
う
し
て
こ
の
否
定
的
な
記
録
に
入
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
「
無
雑
有
り
」
と
烏
に
関
す
る
肯
定
的
な
記
録
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
鵠
が
疑
問
に
思

え
て
く
る
理
川
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
他
の
動
物
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
こ
の
鵬
の
ｈ
艇
の
記
録
は
、
剛
な
る
あ

る
極
の
烏
の
存
征
に
言
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
鵠
の
何
飢
は
、
Ｍ
な
る
烏
の
有
狐
で
は
な
い
、
少

く
と
も
古
代
中
国
人
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
、
そ
う
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
鵬
と
は
古
代
の
中
国
人
に
と

鵠
と
い
う
字
の
発
音
は
、
ジ
ャ
ク
、
シ
ャ
ク
、
サ
ク
で
あ
る
。
こ
の
烏
は
日
本
語
で
は
カ
サ
サ
ギ
、
コ
マ
ガ
ラ
ス
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
ガ

ラ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
主
と
し
て
北
九
州
で
見
ら
れ
る
。
そ
の
日
本
語
名
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
十
六
世
紀
末
に
朝

鮮
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
一
一
一
一
ｍ
わ
れ
て
い
る
。
魂
志
倭
人
伝
の
記
録
は
正
確
で
あ
る
。
カ
ラ
ス
科
に
属
し
、
翼
長
二
十
セ
ン
チ
あ
ま

り
、
地
色
は
黒
色
で
、
腹
部
、
肩
は
白
色
と
い
う
、
黒
と
白
に
染
め
わ
け
ら
れ
て
い
る
鳥
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ
り
き
た
り

の
鳥
で
、
日
本
で
こ
の
鳥
が
特
別
扱
い
さ
れ
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

私
は
成
祁
へ
来
る
ま
で
、
こ
の
鳥
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
成
都
で
見
た
と
言
っ
て
も
、
成
都
の
ど
こ
に
も
い
る
わ
け

っ
て
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
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で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
偶
然
眼
に
し
た
一
枚
の
写
真
で
だ
っ
た
。
群
い
成
祁
の
汕
絵
町
家
李
熈
の
と
こ
ろ
へ
絵
を
兇
に
行
っ
た
時
、

小
口
の
少
数
氏
族
弊
族
の
写
真
が
あ
る
が
見
な
い
か
と
言
わ
れ
た
。
紘
族
と
は
四
川
尚
南
部
か
ら
雲
南
行
の
山
脇
地
帯
に
休
ん
で
い
る

氏
族
で
、
李
熈
は
も
っ
ぱ
ら
少
数
民
族
を
伽
い
て
い
る
。
そ
の
写
真
を
見
て
い
る
と
、
熟
と
日
に
染
め
わ
け
ら
れ
た
鵠
が
雪
を
背
最
に

し
て
う
つ
っ
て
い
る
姿
が
眼
に
と
び
こ
ん
で
き
た
。
つ
ま
り
、
見
た
の
は
写
真
で
あ
っ
て
実
物
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
私
と
し
て

は
成
祁
で
兄
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
成
祁
で
突
物
に
は
、
ま
だ
お
目
に
か
か
っ
て
い
な
い
。
成
祁
川
辺
の
山
防
地
柵
に
は
い
る

と
一
一
一
ｍ
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
写
典
の
鵬
を
兄
た
お
か
げ
で
、
あ
ら
た
め
て
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
ら
れ
た
の
は
邪
尖
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
先
の
魂
志
倭
人
伝
の
記
録
「
牛
・
馬
・
虎
・
豹
・
羊
・
鵬
猟
し
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
動
物
の
中
で
、
牛
・
脇
・
羊
は
人

間
の
生
活
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
ほ
ど
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
多
分
そ
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
時
に
神
柵
化
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
有
無
を
古
代
の
中
国
人
が
問
題
に
し
て
記
録
す
る
意
味
は
群
易
に
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
虎
や
豹
は
恐
怖

と
艮
敬
の
対
象
で
あ
り
、
当
然
抑
柵
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
動
物
の
有
加
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。
中
国
側

か
ら
見
て
、
こ
う
し
た
動
物
の
打
加
は
、
同
時
に
、
文
化
の
述
い
と
い
う
よ
り
差
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

と
う
て
つ

例
え
ば
、
股
（
耐
）
時
代
の
宵
銅
器
の
多
く
は
娘
祀
川
だ
っ
た
が
、
そ
の
小
の
「
漣
擬
」
は
牛
と
虎
を
組
み
△
Ⅱ
わ
せ
た
も
の
だ
と
一
一
一
一
ｍ

わ
れ
て
い
る
。
後
に
な
る
と
虎
は
想
像
化
の
動
物
竜
と
組
み
合
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
虎
が
竜
と
同
じ
よ
う
に
杣
怖
化
さ
れ

て
い
る
証
処
で
あ
る
。
ま
た
「
史
記
」
に
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
「
熊
・
熊
・
狼
・
緋
・
躯
・
虎
を
教
え
、
も
っ
て
炎
帝
と
阪
泉

之
野
に
於
て
戦
う
。
三
戦
、
然
る
後
に
此
の
志
を
得
る
」
こ
れ
は
茂
帝
が
炎
帝
と
戦
っ
た
時
の
記
録
だ
が
、
こ
れ
は
実
際
の
動
物
を
ひ

き
い
た
と
言
う
の
で
は
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
粋
汕
こ
う
し
た
助
物
を
ト
ー
テ
ム
と
す
る
部
族
を
ひ
き
い
て
戦
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
鯛
や
鮴
や
躯
は
豹
に
似
て
い
る
と
も
、
ま
た
は
豹
だ
と
も
言
わ
れ
、
こ
こ
で
は
虎
と
豹
が
元
金
に
神
柵
化
さ
れ
て
い
る
。
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魂志倭人伝烏塔
と
こ
ろ
が
鵠
と
な
る
と
全
く
ち
が
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。
牛
や
馬
や
羊
の
よ
う
に
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
れ
が
い
る
と
い
な
い
で
は
文
化
の
鑑
が
生
じ
る
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
虎
や
幼
の
よ
う
に
災
敬
の
対
象
に
な
り
仰
る
も
の

で
も
な
い
。
少
く
と
も
神
絡
化
さ
れ
た
具
体
的
な
例
は
な
く
、
肌
な
る
数
多
い
脇
の
一
睡
に
す
ぎ
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
燕
と
同
じ

よ
う
に
黒
と
口
に
染
め
わ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
は
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
特
に
珍
重
さ
れ
る
よ
う
な
鳥
で
は
な
い
。

こ
れ
が
烏
罪
に
兄
ら
れ
る
鷲
の
よ
う
な
烏
と
か
、
孔
彼
の
よ
う
に
美
し
く
て
大
き
な
偽
な
ら
わ
か
る
の
だ
が
と
、
少
く
と
も
妓
初
の
う

ち
は
そ
う
思
っ
て
首
を
ひ
ね
る
だ
け
だ
っ
た
。

し
か
し
、
鵲
は
牛
や
馬
や
虎
や
豹
や
羊
と
雌
記
さ
れ
て
い
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
鵬
は
前
記
の
動
物
に
匹
敵
す
る
、
い
や
そ
れ

以
北
に
古
代
小
川
に
お
い
て
川
俔
で
き
な
い
取
要
な
仔
化
の
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
視
点
に
立
つ
と
、
鵬
と
い
う
字
の
形
式
が
Ⅱ
に
つ
く
。
拙
の
古
宇
は
雛
で
、
化
と
は
尼
の
短
い
烏
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら

を
見
て
も
鵬
は
背
の
為
と
北
川
か
れ
て
い
る
。
隅
が
わ
ざ
わ
ざ
雌
Ⅱ
の
為
と
背
か
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
の
偽
で
は
な
い
と
批
察
で
き

る
が
、
そ
れ
な
ら
へ
１
の
駒
と
は
何
か
、
ま
た
何
時
の
時
代
を
朏
点
に
し
て
汁
と
言
っ
た
の
か
と
な
る
と
、
も
う
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

た
ま
た
ま
成
那
の
Ⅲ
川
人
学
で
研
究
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
さ
っ
そ
く
四
川
入
学
の
古
代
語
や
古
代
史
の
教
授
た
ち
に
、
紐

と
い
う
烏
は
古
代
中
旧
で
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
た
烏
な
の
か
、
ど
う
し
て
こ
の
烏
が
汁
の
為
な
の
か
、
今
の
為
と
は
何
か
と
蘭
問
し
て
み

た
。
し
か
し
こ
れ
と
い
っ
た
具
体
的
な
納
砕
の
い
く
返
珈
は
も
ど
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
わ
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、

私
の
質
問
に
答
え
る
資
料
が
な
い
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
の
資
料
と
は
直
接
資
料
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
こ
の
あ
と
鵲
を
追
求
す
る
と
す
れ
ば
、
間
接
資
料
に
も
と
づ
く
他
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅲ
接
資
料
と
し
て
浮
ん
で
く
る
言
葉
に
偏
鶴
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
と
言
っ
て
も
凧
鵬
と
い
う
の
は
烏
の
こ
と
で
は
な
く
て
人
川
の
こ
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一
人
は
黄
帝
時
代
の
名
医
と
一
一
一
一
ｍ
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
「
史
記
」
は
中
国
の
歴
史
を
こ
の
黄
帝
か
ら
と
き
お
こ
し
て
い
る
が
、
中
国

の
歴
史
は
股
か
ら
そ
の
裏
付
け
は
あ
る
が
、
股
の
前
の
夏
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
。
黄
帝
は
そ
の
良
以
前
の
皇

帝
で
伝
説
的
色
彩
の
強
い
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
頃
の
名
医
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
稲
鵬
も
何
時
頃
の
人
か
わ
か
ら
な
い
だ
け

で
は
な
く
、
伝
説
的
な
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
説
に
は
黄
帝
は
中
国
医
術
の
祖
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
こ
の
扁
鵠
が

医
術
の
祖
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
扁
鵠
に
関
す
る
記
録
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な

い
か
ら
、
こ
の
編
鵬
と
脇
の
鵬
と
の
関
係
を
兄
つ
け
る
方
法
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

も
う
一
人
の
而
鵬
は
、
戦
国
時
代
の
秦
越
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
打
潴
な
名
医
の
別
墹
で
あ
る
。
戦
国
時
代
と
言
う
と
紀
元
前
四
百
年

頃
か
ら
二
百
年
頃
ま
で
で
、
こ
の
扁
鶴
の
こ
と
は
「
史
記
」
に
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
黄
帝
時
代
の
扇
鵠
と
ち
が
っ
て
歴

史
上
の
人
物
と
い
っ
て
よ
い
が
、
実
際
に
は
そ
の
本
名
の
秦
越
人
と
い
う
名
前
に
す
ら
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
扁
鵲
は
戦
国
時
代
の
秦
と

越
の
回
に
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
偽
前
だ
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
れ
に
こ
の
扁
鵬
が
活
離
し

た
期
側
は
二
面
年
以
肚
に
お
よ
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
偏
鵬
は
個
人
の
呼
び
名
と
い
う
よ
り
医
術
に
従
う
人
に
つ
け
ら
れ
た
網
祢
だ

と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
扁
鵲
が
二
人
い
て
も
な
ん
ら
お
か
し
く
な
い
。

こ
の
戦
国
時
代
の
扁
鵠
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
医
ぶ
り
が
「
史
記
」
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
代
の

古
代
小
国
に
二
人
存
在
し
て
い
る
。

間
接
資
料
と
し
て
浮
ん
で
く
る
一
一
一
一
口
葉
に
扁
鵲
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
と
一
一
一
一
ｍ
っ
て
も
扁
鵠
と
い
う
の
は
烏
の
こ
と
で
は
な
く
て
人
間
の

こ
と
で
あ
る
。
最
初
は
魏
志
倭
人
伝
の
鵲
と
扁
鵲
の
接
点
が
あ
る
と
は
、
全
く
想
像
も
し
な
か
っ
た
。

偏
鵬
と
は
烏
と
は
全
く
関
係
な
く
、
古
代
中
国
に
お
い
て
も
っ
と
も
有
名
な
埆
灰
の
名
前
で
あ
る
。
し
か
も
扁
鵠
と
い
う
名
医
は
、
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日
本
の
医
術
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
原
始
的
な
も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
記
録
し
た
も
の
は
全
く
存
在
し
て
い
な

い
。
か
ろ
う
じ
て
醜
志
倭
人
伝
の
卑
柵
坪
の
記
録
に
よ
っ
て
そ
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
扁
鵠
は
長
桑
君
と
い
う
医
者
か
ら
医
術
を
学
ん
だ
後
、
謎
の
老
人
か
ら
医
術
を
お
そ
わ
る
が
、
そ
の
老
人
は
扁
鵠
に
医
術
を
教

え
た
あ
と
煙
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
謎
の
老
人
が
黄
帝
時
代
の
扁
鵠
で
、
秦
越
人
が
扁
鵠
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
話
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
「
史
記
」
は
そ
の
点
に
関
し
て
は
全
く
何
も
綿
っ
て
い
な
い
。

こ
の
扁
鵬
は
死
ん
だ
人
側
を
生
き
返
ら
せ
た
と
か
、
川
手
を
見
て
ひ
と
目
で
ど
こ
が
悪
い
か
わ
か
っ
た
と
か
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
興
味

深
い
の
は
針
を
よ
く
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
旧
で
は
こ
の
時
代
に
「
黄
帝
内
経
」
と
い
う
灰
学
仙
川
が
評
か
れ
て
い
る
。
こ
の
水

の
皿
名
は
、
哉
帝
を
医
術
の
杣
と
考
え
て
の
こ
と
だ
が
、
中
国
医
学
の
奥
の
深
さ
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
黄
帝
内
絲
」
は
当
時
の
巾
例

医
学
を
集
大
成
し
た
も
の
で
、
す
で
に
薬
草
ば
か
り
か
鍼
灸
に
よ
る
論
療
法
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

３

－
」
の
秦
越
人
の
扁
鵠
は
あ
ま
り
に
も
名
医
だ
っ
た
た
め
に
、
衆
の
大
医
、
令
李
筋
に
ね
た
ま
れ
て
刺
殺
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
帰
脇
の
医
術
を
附
皿
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
古
代
中
国
の
三
人
の
灰
稗
に
、
も
っ
と
広
い
趣
味
で
は
、
潴
灰

の
満
に
ど
う
し
て
鵠
が
使
わ
れ
て
い
た
の
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
鵠
と
医
術
は
携
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
、
そ
の
皿
川
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
魂
志
倭
人
伝
の
脇
川
し
と
い

潴
う
記
述
の
意
味
が
わ
か
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
編
鶴
の
扇
は
、
よ
ろ
こ
び
を
も
た
ら
す
と
い
う
愈
味
の
扇
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

雌
漢
代
の
石
刻
画
に
、
扁
鵲
像
が
あ
っ
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
絵
は
人
面
鳥
体
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
絵
か
ら
は
、
鳥
が
鵲

委劃
か
ど
う
か
明
確
で
は
な
い
が
、
鵲
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
見
て
も
、
中
国
古
代
医
術
と
鵲
は
密
接
に
つ
な

蝋
が
っ
て
い
る
の
は
わ
か
る
が
、
今
の
柵
に
つ
い
て
の
川
法
に
は
、
、
接
医
術
と
結
び
つ
く
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
鵬
を
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喜
」
と
い
う
熟
語
蝉

い
る
の
が
わ
か
る
。

こ
の
川
四
に
関
す
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
し
か
し
、
本
で
も
な
け
れ
ば
小
国
の
学
呑
で
も
な
か
っ
た
。

成
祁
へ
来
て
半
年
ば
か
り
た
っ
た
あ
る
Ⅱ
、
成
祁
晩
報
と
い
う
成
都
の
夕
刊
紙
に
、
羅
芸
齋
剛
展
開
催
の
知
ら
せ
が
出
て
い
た
。
私

は
羅
芸
と
い
う
言
葉
に
ひ
か
れ
て
足
を
は
こ
ん
だ
。
岐
初
は
仏
教
習
剛
展
か
な
と
思
っ
て
川
か
け
た
の
だ
が
、
雅
芸
と
い
う
の
は
杵
い

剛
家
の
冶
前
で
、
そ
れ
は
羅
芸
の
個
展
だ
っ
た
。
水
鍛
剛
と
油
絵
の
技
法
を
ま
ぜ
介
せ
た
よ
う
な
絵
で
、
絵
は
極
端
に
変
形
さ
れ
た
幻

Ⅲ
皿
に
な
る
と
、
川
の
手
が
か
》

て
も
し
ば
ら
く
は
同
じ
だ
っ
た
。

使
っ
た
言
蕊
に
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
川
法
が
多
く
、
烏
の
中
で
鵠
と
い
う
字
の
よ
う
な
川
法
を
持
っ
た
も
の
は
他
に
見
当
ら
な
い
。

た
だ
興
味
深
い
川
法
が
数
多
く
あ
る
の
も
珈
突
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
推
察
す
る
こ
と
は
で
き
る
Ｃ

例
え
ば
、
「
鵬
瀞
」
と
い
う
と
、
喜
び
の
た
よ
り
、
う
れ
し
い
手
紙
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
鵠
喜
」
と
い
う
と
、
吉
事
の
前
兆
を
意

味
す
る
し
、
鶴
声
も
同
じ
で
あ
る
。
今
で
も
そ
の
声
を
聞
く
と
い
い
こ
と
が
あ
る
と
喜
ぶ
人
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
吉
事
が
何
か
、
現

在
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
吉
蛎
の
中
に
病
気
元
治
が
あ
る
と
考
え
て
も
川
皿
が
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
し
、

そ
う
す
れ
ば
、
柵
と
灰
術
と
の
接
点
が
生
ま
れ
て
く
る
が
、
柵
と
い
う
川
を
古
代
中
国
人
が
ど
う
し
て
そ
う
考
え
た
か
と
な
る
と
、
こ

れ
だ
け
で
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
「
鵠
椛
」
と
一
一
一
一
ｍ
う
と
、
七
夕
の
夜
、
織
女
が
渡
る
価
の
こ
と
で
、
織
女
が
鵠
に
乗
っ
て
天
の
河

を
渡
る
と
い
う
伝
説
に
も
と
づ
く
。
こ
こ
で
は
鵲
が
あ
る
極
の
神
格
化
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
は
「
霊
鳥
兆

喜
」
と
い
う
熟
語
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
霊
鳥
と
は
鵲
の
こ
と
で
、
こ
の
場
合
は
鵠
は
単
な
る
鳥
で
は
な
く
て
、
完
全
に
神
格
化
さ
れ
て

Ⅲ
木
で
洲
ぺ
て
わ
か
っ
た
の
は
、
こ
こ
ま
で
だ
っ
た
。
鵬
と
い
う
鳥
が
ど
う
し
て
神
幡
化
さ
れ
る
資
柵
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う

皿
に
な
る
と
、
川
の
手
が
か
り
も
仰
、
わ
れ
な
か
っ
た
。
当
然
医
術
と
の
関
係
も
先
に
述
ぺ
た
批
察
の
域
を
川
な
か
っ
た
。
成
祁
へ
米
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凧
脇
は
典
片
な
顔
を
し
て
施
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
足
に
州
当
す
る
部
分
に
は
脇
の
羽
が
孔
水
は
え
て
お
り
、
そ
の
扁
脇

の
ｒ
で
は
、
子
供
を
偽
が
診
察
し
て
い
た
。
そ
の
羽
や
烏
が
綱
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
っ
た
が
、
烏
も
変
形
さ
れ
て
い
る
の
で
、

絵
か
ら
は
そ
の
脇
が
鵬
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
私
の
注
意
を
ひ
い
た
の
は
、
瓶
の
巾
で
は
な
く
て
、
侃
脳
を
瓶
に
剛
じ
こ
め
て
い
る
そ
の
雑
だ
っ
た
。
蓋
が
陰
陽
側
に
な
っ

想
的
な
裸
婦
や
、
お
そ
ら
く
民
間
伝
承
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
伯
や
、
鬼
の
よ
う
な
奇
怪
な
絵
だ
っ
た
。
私
は
中
国
で
も
日
本
で
も

こ
の
よ
う
な
絵
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
眺
め
て
い
た
が
、
勿
論
こ
の
時
、
鵲
や
扁
鵠
は
頭
の
片
隅
に
も

こ
の
若
い
画
家
が
陰
陽
図
と
硫
隅
と
柵
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
皿
解
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
他
に
も
氏
Ⅲ
伝
承
に
も
と
づ

く
絵
を
何
枚
も
書
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
絵
も
な
ん
ら
か
の
民
間
伝
承
に
も
と
づ
い
て
、
扁
鶴
と
鵠
を
壷
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
、
陰
陽

図
で
蓋
を
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
陰
陽
図
と
は
、
今
ま
で
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
て
具
体
的
に
目
の
前
に

提
示
さ
れ
る
と
、
一
つ
の
解
答
を
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
っ
た
。

陰
陽
図
と
は
、
円
を
曲
線
で
黒
と
白
と
に
二
等
分
し
、
黒
い
部
分
に
は
白
い
眼
を
、
白
い
部
分
に
は
黒
い
眼
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
万
物
の
根
源
を
象
徴
的
に
描
い
た
も
の
で
、
中
国
古
代
の
基
本
的
な
思
想
、
哲
学
、
つ
ま
り
、
陰
陽
思
想
の
図
で
あ
る
。
こ
の

な
か
っ
た
。

は
な
か
つ
た
。

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
思
い
も
か
け
な
い
絵
に
、
日
本
で
は
絶
対
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
枚
の
絵
に
ぶ
つ
か
っ
た
。

そ
れ
は
扁
鵲
、
そ
れ
も
戦
国
時
代
の
扁
鵲
、
秦
越
人
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た
。
勿
論
そ
の
絵
も
普
通
の
人
物
画
な
ど
と
い
う
も
の
で
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先
の
陰
陽
図
は
そ
う
し
た
考
え
を
示
し
た
理
想
的
な
図
だ
が
、
こ
の
黒
と
白
に
染
め
わ
け
ら
れ
た
図
を
自
然
界
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、

鵲
ほ
ど
う
っ
て
つ
け
の
動
物
は
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
鵲
は
陰
陽
図
を
そ
の
ま
ま
具
顕
化
し
た
鳥
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
陰

陽
図
の
二
つ
の
眼
が
烏
の
、
鵠
の
眼
だ
と
い
う
の
は
う
が
ら
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
記
の
よ
う
に
考
え
て
陰
陽
図
の
眼
を
見
て
い

る
と
、
不
思
議
と
鳥
の
眼
に
見
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
古
代
中
国
人
が
、
鵠
を
陰
陽
思
想
を
具
馴
化
し
た
鳥
と
考
え
て
神
聖
視
し
医
術
と
結
び
つ
け
た
、
だ
か
ら
古
代
の
名
医

は
偏
鵠
と
い
う
名
前
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
扁
鵲
の
絵
は
、
ま
さ
に
こ
の
関
係
を
示
し
た
も
の
だ
と
一
一
一
一
ｍ
え
る
。

し
か
し
鵠
が
そ
の
黒
白
模
様
の
た
め
に
神
格
化
さ
れ
、
や
が
て
医
術
と
結
び
つ
い
た
と
こ
こ
で
結
論
す
る
に
は
、
も
う
一
つ
根
拠
が

薄
弱
で
あ
る
。
こ
の
結
論
の
た
め
に
は
烏
が
、
他
の
黒
白
の
鳥
が
神
格
化
さ
れ
た
例
が
な
い
と
十
分
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
こ
れ
だ
け

で
は
、
ど
う
し
て
鵲
が
皆
の
烏
な
の
か
説
明
で
き
な
い
。
一
体
今
の
為
と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
も
同
じ
で
こ
れ
か
ら
先
は
い
く
ら

者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

史
は
古
い
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

世
界
は
、
人
体
を
含
め
て
、
陰
と
陽
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
た
ち
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
こ
わ
れ
る
と
、
例
え
ば
人
体
で
言
え
ば
、

病
気
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
図
が
道
教
や
易
で
象
徴
的
に
使
わ
れ
る
の
も
、
基
本
思
想
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
図
が

何
時
頃
作
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
陰
陽
思
想
の
誕
生
と
と
も
に
作
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
歴

と
こ
ろ
で
、
陰
陽
思
想
と
灰
術
と
の
関
係
は
、
現
生
正
で
も
明
白
で
あ
る
。
民
間
の
小
国
医
は
、
今
で
も
病
人
の
体
を
陰
と
陽
で
診
断

す
る
。
つ
ま
り
こ
の
図
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
体
は
白
と
黒
、
つ
ま
り
陽
と
陰
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
時
が
仙
康
な
時

で
ど
ち
ら
が
強
く
な
っ
て
も
い
け
な
い
、
病
人
は
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
を
元
に
戻
そ
う
と
す
る
の
が
灰
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そ
の
陶
板
画
は
、
空
に
白
い
烏
が
七
、
八
羽
飛
び
、
そ
の
下
で
三
人
の
女
性
が
水
浴
を
し
て
い
る
も
の
で
、
三
人
仙
女
と
い
う
題
が

つ
い
て
い
た
。
肢
初
見
た
時
は
烏
が
白
か
っ
た
の
と
、
仙
女
と
い
う
題
に
影
響
さ
れ
て
こ
の
絵
が
何
か
全
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
も
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
烏
が
一
羽
を
の
ぞ
い
て
卵
を
く
わ
え
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
一
羽
だ
け

何
も
く
わ
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
烏
が
卵
を
く
わ
え
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
と
言
っ
た
刀
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
ど
う
や
ら
こ

の
陶
仮
画
を
造
っ
た
陶
工
は
ま
ち
が
え
た
、
こ
の
鳥
は
白
い
は
ず
が
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
簡
狄
水
浴
図
な
の
だ
。
そ
れ
に
気

が
つ
い
た
時
、
鵬
の
意
味
が
次
第
に
わ
か
っ
て
き
た
。
簡
狄
水
浴
図
に
つ
い
て
は
、
「
史
記
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

ｌ
殿
の
饗
は
、
跡
を
繍
狄
と
日
う
．
打
蝋
氏
の
女
な
り
・
辮
轆
の
次
妃
と
な
る
．
三
人
行
然
し
て
玄
偽
の
典
の
卵
を
噸
す
を
兇
る
・

伽
炊
収
り
て
迄
を
添
ｂ
に
、
饗
を
生
む
ｌ

こ
の
契
は
、
股
の
始
柧
だ
と
言
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
な
お
帝
撚
獄
と
は
蹄
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

澱
つ
ま
り
棚
狄
が
他
の
二
人
の
女
性
、
侍
女
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
と
三
人
で
水
添
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
玄
烏
と
い
う
鳥
が
や
っ
て
き
て

帷
卵
を
落
と
し
た
。
簡
狄
が
そ
の
卵
を
飲
ん
だ
と
こ
ろ
、
股
の
始
祖
と
な
っ
た
契
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

委劃
こ
こ
で
一
一
一
局
う
玄
鳥
と
は
文
字
通
り
は
黒
い
鳥
と
い
う
意
味
だ
が
、
実
際
に
は
黒
い
鳥
で
は
は
く
、
鵲
以
外
の
も
う
一
つ
の
黒
と
臼
の

魏
烏
、
燕
の
こ
と
で
あ
る
・
燕
は
腹
部
が
白
く
、
黒
と
白
の
烏
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
、
う
ま
で
も
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
契
誕
生
に
ま
つ
わ
る

強
く
し
て
い
る
。

調
べ
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
解
決
し
て
く
れ
た
の
は
、
成
都
の
町
で
ふ
と
見
か
け
た
一
枚
の
胸
板
画
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ

を
記
念
に
と
私
が
買
っ
て
し
ま
っ
た
ら
一
枚
し
か
な
い
と
の
こ
と
で
、
そ
の
胸
板
画
は
店
先
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。
も
し
先
に
他
の

人
に
買
わ
れ
た
ら
、
い
ま
だ
に
答
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
成
都
は
私
に
と
っ
て
先
生
だ
し
書
物
だ
と
不
思
議
の
感
を
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こ
の
根
拠
と
し
て
は
、
Ⅲ
骨
文
、
金
打
文
と
い
っ
た
股
古
の
文
字
を
作
っ
た
の
は
股
だ
か
ら
で
あ
る
。
股
が
文
字
を
作
り
、
昔
の
為

と
謀
き
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
金
打
文
の
中
に
す
で
に
、
脇
が
雛
と
い
う
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
つ
い
で

に
言
う
と
燕
と
い
う
字
も
金
石
文
の
中
に
は
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
少
し
補
足
し
て
お
く
と
、
金
石
文
と
は
、
金
文
と
石
文
の
こ
と

で
、
股
の
時
代
の
青
銅
器
に
膨
ら
れ
た
文
字
が
金
文
、
石
碑
に
膨
ら
れ
た
文
字
が
石
文
で
あ
る
。
骨
に
刻
ら
れ
た
文
字
が
甲
骨
文
で
、

股
の
時
代
に
作
ら
れ
た
肢
古
の
漢
字
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
鵠
を
ト
ー
テ
ム
と
し
た
氏
族
は
ど
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
而
狄
が
有
賊
氏
の
娘
で
あ
る

か
ら
、
有
賊
氏
の
ト
ー
テ
ム
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
帝
騨
の
次
妃
だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

帝
馨
の
ひ
き
い
た
種
族
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
す
で
に
黄
帝
の
名
医
に
扁
鵠
が
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
れ

鳥
が
鵠
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

伝
説
の
巾
で
聖
鳥
と
し
て
扱
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
説
話
は
、
契
を
生
ん
だ
か
ら
燕
が
神
絡
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
こ
の
説
話
は
卵
生
伝
説
の
一
つ
で

あ
る
。
卵
生
伝
説
を
持
っ
た
臓
族
は
、
烏
を
ト
ー
テ
ム
、
つ
ま
り
烏
を
ｎ
分
達
の
机
先
だ
と
考
え
た
氏
族
で
、
こ
の
場
合
烏
は
そ
の
氏

族
の
神
で
あ
る
。
股
は
燕
を
ト
ー
テ
ム
と
す
る
民
族
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
燕
の
黒
と
白
の
模
様
を
見
て
、
そ
こ
に
陰
陽

思
想
が
具
顕
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
ト
ー
テ
ム
を
選
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
で
は
燕
が
完
全
に
神
格
化
さ
れ
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
玄
鳥
以
上
に
象
徴
的
な
黒
と
白
の
烏
、
鵠
が
他
の
樋
族
の
ト
ー
テ
ム
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
隅
は
股
以
前
の
氏
族
の
ト
ー
テ
ム
だ
っ
た
こ
と
は
、
黄
帝
の
時
代
、
そ
れ
が
股
よ
り
ど
の
く
ら
い
汁
か
わ
か
ら
な
い
が
、
に
扁

鵠
と
い
う
名
医
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
判
断
で
き
る
。
今
の
烏
と
い
う
の
は
、
股
の
時
代
の
聖
鳥
燕
で
、
そ
れ
以
前
の
古
代
氏
族
の
聖
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ｌ
鬼
道
に
率
え
、
能
く
衆
を
磯
す
Ｉ

こ
れ
が
古
代
日
本
の
宗
教
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
こ
と
を
述
ぺ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
呪
術
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て

病
気
の
治
療
を
行
う
こ
と
も
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
医
術
に
言
及
し
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
衆
を
惑
す
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
す
で
に
薬
草
を
用
い
鍼
灸
を
利
用
し
て
い
た
中
国
に
と

っ
て
倭
国
の
医
術
が
ど
の
よ
う
に
う
つ
っ
た
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
文
身
、
鯨
而
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

ば
ら

ｌ
断
髪
文
身
以
っ
て
篝
の
篝
を
避
く
…
…
文
身
し
亦
以
っ
て
大
鹸
》
、
水
禽
を
雁
う
ｌ

こ
の
記
述
は
明
ら
か
に
墨
が
人
間
の
身
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
広
い
意
味
で
は
医
術
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
の
背
景
に
は
、
中
国

に
黄
帝
口
身
医
術
の
祖
と
も
文
字
を
作
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
黄
帝
の
ひ
き
い
た
種
族
の
ト
ー
テ
ム
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
黄
帝
自
身
は
黄
熊
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
黄
帝
の
属
し
た
民
族
は
熊
を
ト
ー
テ
ム
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
黄
帝
に
属
し
医
術
を
含
め
て
文
化
を
担
当
し
た
種
族
が
鵲
を
ト
ー
テ
ム
と
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
代
は
、
股
に
と
っ
て
も
う
昔
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
魏
志
倭
人
伝
の
「
鵲
無
し
」
と
い
う
記
述
は
、
単
な
る
鳥
の
有
無
を
述
べ
た
記
録
で
は
な
く
、
当
時
最
高

の
文
化
を
有
し
た
中
国
が
、
未
開
の
倭
国
の
未
開
ぶ
り
を
象
徴
す
る
記
録
、
広
い
意
味
で
は
文
化
の
差
、
狭
い
意
味
で
は
日
本
の
医
術

の
未
開
ぶ
り
を
暗
に
述
ぺ
た
記
録
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
は
、
魏
志
倭
人
伝
の
中
に
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
医
術

に
関
す
る
記
述
が
三
か
所
も
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
証
明
で
き
る
。

そ
の
一
つ
が
、
次
の
記
録
で
あ
る
。
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の
鴫
に
肘
す
る
見
方
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
Ｐ
小
国
に
お
い
て
は
墨
刑
が
古
く
股
の
時
代
に
は
実
施
さ
れ
て
い
た

が
、
馴
志
倭
人
伝
が
譜
か
れ
た
頃
に
は
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
鍋
が
野
蛮
な
風
習
だ
と
瀞
え
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
か

ら
で
、
そ
れ
を
身
を
守
る
と
考
え
て
利
用
し
て
い
る
倭
国
の
未
開
ぶ
り
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
叩
で
血
接
嫡
気
の
治
娠
に
一
一
一
一
加
及
し
て
い
る
の
が
持
衰
に
つ
い
て
で
あ
る
。
持
衰
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
災
の
行
米
、
紘
獅
、
川
に
謝
る
に
は
、
他
に
一
人
を
し
て
航
を
く
し
け
ず
ら
ず
、
蓋
を
去
ら
ず
、
衣
服
蛎
汚
、
肉
を
食
わ

ず
、
婦
人
を
近
づ
け
ず
、
喪
人
の
如
く
せ
し
む
。
之
を
名
づ
け
て
持
衰
と
為
す
。
蒜
し
行
く
者
吉
善
な
ら
ば
、
共
に
其
の
生
ロ
、
財
物
を

、
、

噸
し
、
淵
し
旋
綱
布
り
、
蝶
蝶
に
遭
え
ば
、
艇
ら
と
を
職
さ
ん
と
欲
す
ｌ

こ
の
文
厳
は
中
刷
へ
行
く
船
の
中
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
倭
囚
に
お
い
て
も
疾
摘
に
か
か
る
か
か
か
ら
な
い
か
は
持
衰
に
左
右

さ
れ
る
と
、
当
時
の
倭
人
達
が
考
え
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
倭
国
の
医
術
に
言
及
し
た
文
章
で
あ
る
こ
と
に

か
わ
り
な
く
、
こ
の
持
褒
も
鬼
道
の
一
伽
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
少
く
と
も
中
回
人
は
そ
う
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
医
術
を
油
し
て
の
古
代
中
岡
の
倭
囚
、
古
代
Ⅱ
本
を
見
る
視
点
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
中
華
思
旭
に
よ
る
も
の
だ
と
ま
で

は
言
わ
な
く
て
も
、
中
国
に
と
っ
て
鵲
の
有
無
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
古
代

中
旧
に
と
っ
て
鵠
は
職
や
孔
恢
な
ど
足
も
と
に
お
よ
ば
な
い
ほ
ど
大
き
な
砿
要
な
存
征
で
あ
り
、
牛
・
馬
・
羊
・
庇
・
豹
に
匹
敵
す
る
ど

こ
ろ
か
、
そ
れ
以
上
の
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
「
鵬
狐
し
」
明
ら
か
に
こ
れ
は
古
代
中
国
と
川
本
の
文
化
の
差
を
明
示

し
た
一
文
だ
っ
た
。
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