
は
じ
め
に

こ
れ
か
ら
白
川
文
字
學
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
か

を
讀
者
と
と
も
に
追
體
驗
し
て
み
た
い
と
思
う
。
周
知
の
よ
う
に
白
川
文
字
學
は

字
書
三
部
作
で
あ
る
『
字
統
』『
字
訓
』『
字
通
』
の
刊
行
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
口
に
膾
炙
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
字
源
の
結
論
だ
け
を
求
め
る
人
に
と

っ
て
は
、
博
士
の
該
博
な
知
識
と
鋭
い
洞
察
力
に
富
ん
だ
文
章
に
接
す
る
だ
け
で

も
、
知
的
欲
求
は
十
分
滿
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
合
間
を
縫
っ
て
も
の

さ
れ
た
『
漢
字
の
世
界
』
な
ど
の
一
般
書
も
大
變
魅
力
的
な
學
術
的
讀
み
物
と
な

っ
て
い
て
、
博
士
の
本
領
が
遺
憾
な
く
發
揮
さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
一
般
書
の

常
と
し
て
、
學
術
論
文
の
ス
タ
イ
ル
で
論
證
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
一
般
的
に

馴
染
み
に
く
い
の
で
、
か
な
り
自
由
な
ス
タ
イ
ル
が
採
ら
れ
た
。
そ
れ
で
讀
者
の

中
に
は
思
い
つ
き
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
抱
く
向
き
も
あ
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
字
源
の
書
の
大
方
の
傾
向
と
し
て
そ
の
よ
う
な

も
の
が
多
い
と
い
う
、
一
般
的
な
事
實
か
ら
の
類
推
に
過
ぎ
な
い
。
實
際
、『
甲

骨
金
文
學
論
叢
』
と
い
う
初
期
論
文
集
に
よ
っ
て
、
綿
密
か
つ
多
角
的
な
論
證
を

通
じ
て
得
ら
れ
た
結
論
が
、
そ
れ
ら
の
字
書
類
に
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
は
も
っ
と
廣
く
世
に
知
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、

白
川
文
字
學
の
眞
價
は
む
し
ろ
論
證
の
過
程
そ
の
も
の
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

白
川
文
字
學
が
綿
密
な
論
證
を
經
て
構
築
さ
れ
た
こ
と
が
廣
く
知
ら
れ
て
い
な

い
も
う
一
つ
の
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
初
期
論
文
が
一
般
に
公
刊
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
油
印
本
の
形
で
一
部
の
專
門
家
な
ど
に
配
布
さ
れ
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
論
文
の
内
容
が
甲
骨
金
文
に

關
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
極
め
て
專
門
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
、
今
ひ
と
つ
は
、

油
印
と
い
う
印
刷
形
態
が
さ
ほ
ど
大
部
數
に
對
應
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
と
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
甲
骨
金
文
の
學
に
志
す
人
た
ち
の

要
望
に
應
じ
て
、
朋
友
書
店
か
ら
油
印
本
の
影
印
と
い
う
形
態
で
何
度
か
刊
行
さ

れ
た
が
、
こ
の
時
も
百
部
程
度
の
部
數
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
聞
く
。

今
回
こ
の
よ
う
な
形
で
、
一
般
の
手
引
き
に
な
る
よ
う
な
文
章
を
書
き
連
ね
よ

う
と
考
え
た
理
由
は
、
上
記
の
初
期
論
文
集
に
收
録
さ
れ
た
論
文
が
何
れ
も
大
變

難
物
で
あ
る
點
に
あ
る
。
難
物
と
は
難
解
な
た
め
に
通
讀
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
通
讀
を
試
み
な
が
ら
も
途
中
で
挫
折
し
た
と
い
う
話
を
し
ば
し
ば
聞

き
及
ぶ
。
當
然
讀
ん
で
い
る
は
ず
の
人
が
讀
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
耳
に
す

る
と
と
て
も
殘
念
な
氣
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。

仄
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
近
々
平
凡
社
の
『
白
川
靜
著
作
集
』
別
卷
の
形
で

『
甲
骨
金
文
學
論
叢
』
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

今
回
は
「
釋
文
」
を
取
り
あ
げ
る
。
現
在
で
は
、「
文
」
＝
「
文
身
」
説
は
ほ
ぼ

學
界
の
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
て
、「
文
」
自
體
は
格
別
の
議
論
を
要
す
る
文
字

で
は
な
い
の
だ
が
、
博
士
の
文
字
學
が
東
洋
（
東
ア
ジ
ア
）
の
文
化
圈
の
共
通
性

を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
の
に
最
も
相
應
し
い

の
が
こ
の
「
釋
文
」
で
あ
る
と
い
う
點
と
、「
文
」
そ
の
も
の
が
「
文
字
」「
文
化
」

の
觀
念
を
内
包
す
る
重
要
な
文
字
で
あ
る
點
か
ら
、
こ
れ
を
冒
頭
に
据
え
る
こ
と

に
し
た
。１

白
川
文
字
學
の
基
本
姿
勢

白
川
博
士
の
文
字
學
が
こ
れ
ま
で
の
文
字
學
と
違
う
點
は
、「
文
字
」
の
字
形
・

原
義
を
論
ず
る
際
に
、
そ
の
「
文
字
」
が
ど
の
よ
う
な
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

か
を
調
べ
た
上
で
、
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
文
字
」
を
單

に
字
形
の
み
に
焦
點
を
當
て
て
字
形
の
由
來
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
文
字
」

を
「
語
」
と
し
て
捉
え
、「
語
」
の
用
法
・
用
例
に
基
づ
い
て
原
義
を
考
え
る
と
い

う
視
點
に
常
に
立
た
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
學
的
態
度
は
博
士
の
學

問
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、「
文
字
」
の
原
義
を
考
え
る
時
に
だ
け
適
用

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
詩
經
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
文
獻
を
解
釋
す

る
際
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
不
明
の
「
語
」
の
意

味
を
再
檢
討
す
る
際
に
は
、
そ
の
「
語
」
の
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
を
徹
底
的
に

調
査
し
用
法
を
分
析
し
た
上
で
、
語
意
の
再
定
義
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
方
法
が

採
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
白
川
文
字
學
の
學
的
態
度
が
も
っ
と
も
よ
く
窺
え
る
の
が
、『
甲

骨
金
文
學
論
叢
』
に
收
め
ら
れ
た
初
期
論
文
で
あ
る
。〈
白
川
文
字
學
の
原
點
に

還
る
〉
と
い
う
標
題
を
掲
げ
て
初
期
論
文
を
再
讀
す
る
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
の

は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
で
あ
る
。
文
字
學
に
お
い
て
は
博
士
は
何
よ
り
も
先

ず
「
文
字
」
を
「
語
」
と
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
文
字
」
の
用
法
・
用

例
を
丹
念
に
調
べ
た
上
で
、「
語
」
の
概
念
を
あ
る
程
度
想
定
し
な
が
ら
「
文
字
」

の
原
義
を
考
え
、
字
形
解
釋
の
妥
當
性
を
追
究
す
る
と
い
う
態
度
が
と
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
今
回
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、「
文
」
は
元
來
美
稱
と
し
て
祖
王
等
の

廟
號
に
用
い
ら
れ
る
文
字
（
語
）
で
あ
る
。
甲
骨
文
の
用
例
で
は
「
文
武
丁
」「
文

丁
」「
文
廟
」「
文
祖
」「
文
考
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
「
語
」
で
あ
る
。
そ
れ
で

こ
の
用
例
に
基
づ
き
な
が
ら
原
義
と
字
形
解
釋
を
考
え
る
と
い
う
過
程
に
進
ん
で

い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

２

加
藤
説
批
判
の
意
味
す
る
も
の

「
文
」
字
の
原
義
に
關
す
る
説
の
中
で
白
川
博
士
が
檢
討
の
對
象
と
さ
れ
た
の

は
、
當
時
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
加
藤
常
賢
氏
の
新
説
で
あ
る
。
加
藤
説

と
は
「
文
と
は
弁
を
冠
る
と
き
髮
を
包
む
冠
卷
で
あ
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る

が
、
博
士
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
甚
だ
複
雜
な
説
」
な
の
で
箇
条
書
き
に
し
て
お

こ
う
。

讀
「
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１
、「
壽
」
と
「
夊
」
と
は
本
來
同
字
で
は
な
い
。

２
、「
夊
」
は
金
文
で
は
「
壽
」
と
同
義
に
使
わ
れ
て
い
る
が
借
用
で
あ
る
。

３
、「
夊
」
は
『
説
文
解
字
』
心
部
に
見
え
る
「
忞
」
の
古
形
で
あ
る
。

４
、
甲
骨
文
の
「
夂
」
字
は
「

」
と
同
系
統
の
字
で
、
甲
骨
金
文
の
「
壽
」
の

上
部
は
「

」
の
上
部
と
同
形
の
字
で
あ
る
。

５
、「
酢
」
は
正
に
「

」
の
「
酢
」
で
あ
り
、「
夂
」
は
甲
骨
文
の
「
文
」
と

同
形
で
あ
る
。
從
っ
て
、
金
文
の
「
壽
」
は
「
酢
」
の
形
を
採
っ
た
よ
う
に

見
え
る
が
、
實
は
「
夂
」
の
省
文
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
「
酢
」
は

「
夂
」
と
は
別
物
で
あ
る
。

６
、「
酢
」
は
弁
の
形
で
あ
り
、「
夂
」
は
弁
を
被
る
た
め
に
髮
を
包
む
冠
卷
き

で
あ
る
。
と
す
る
と
「
臼
」
形
は
布
目
を
表
し
た
こ
と
に
な
る
。

氏
は
契
文
（
甲
骨
文
）
と
金
文
の
字
形
を
對
象
に
議
論
す
る
ス
タ
イ
ル
を
採
っ

て
い
る
た
め
、
甲
骨
金
文
を
讀
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
に
は
か
な
り
強
い
説
得
力
で

迫
っ
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
讀
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
氏
の
議
論
は

甲
骨
金
文
と
い
う
資
料
を
讀
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
單
に
『
甲
骨
文
編
』
や

『
金
文
編
』
と
い
っ
た
字
形
資
料
集
の
類
に
よ
っ
て
文
字
の
形
だ
け
を
見
て
議
論

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
論
じ
方
は
何

も
加
藤
氏
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
音
韻
論
の
觀
點
か
ら
漢
字
の
字
源
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
光
景
な
の
で
不
思
議
に
思
わ

な
い
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
字
源
の
追
究
の
仕
方
は
、

そ
れ
ら
の
「
文
字
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
の
か
を
念
頭
に

置
か
な
い
議
論
で
あ
る
た
め
、「
語
」
と
し
て
の
用
法
を
檢
討
す
る
と
い
う
重
要

な
過
程
を
缺
い
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

加
藤
氏
は
結
局
こ
の
文
字
を
象
形
文
字
と
捉
え
る
と
説
明
で
き
な
い
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
度
は
文
字
を
構
成
要
素
に
分
解
し
、
分
解
さ
れ
た
字
形

別
に
同
形
の
文
字
を
集
め
て
き
て
、
そ
れ
ら
の
文
字
か
ら
文
字
解
釋
を
再
構
成
し

よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
字
形
を
理
解
す
る
に
當
た
っ
て
、
文
字

の
形
か
ら
出
發
し
な
が
ら
も
、
文
字
の
構
成
要
素
と
な
る
字
形
に
分
解
し
そ
れ
ら

の
字
形
に
付
着
す
る
觀
念
を
結
合
し
て
解
釋
を
構
築
す
る
と
い
う
次
第
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
私
自
身
の
理
解
も
少
し
交
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
白
川
博
士

に
よ
る
加
藤
説
批
判
を
具
體
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
博
士
は
加
藤
説
の

問
題
點
を
二
點
に
整
理
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
博
士
の
整
理
に
沿
っ
て
見
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
點
は
、「
壽
と
夊
と
は
本
來
同
字
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
で

あ
る
。
こ
の
加
藤
説
は
「
壽
」
と
「
夊
」
と
に
絞
っ
て
議
論
を
し
て
い
る
の
だ
が
、

氏
が
「
夊
」
と
し
て
い
る
文
字
に
は
實
は
他
に
も

の
よ
う
に

樣
々
な
字
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
現
在
な
ら
異
體
字
と
い
う
概
念
で
表

わ
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
特
に
金
文
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
例
が
多
い
わ
け
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
言
う
な
ら
む
し
ろ
、「

（
心
）」
字
に
從
う
文
字
の
方
が
少
數

だ
と
い
う
事
實
が
あ
る
。
加
藤
氏
は
こ
の
よ
う
な
現
象
に
氣
づ
か
な
い
ま
ま
議
論

を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
文
字
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
そ
れ

ぞ
れ
別
字
と
見
な
し
て
し
ま
う
と
、
話
題
に
上
っ
て
い
る
「
夊
」
字
に
近
い
他
の

字
形
を
全
て
未
詳
字
と
し
て
處
理
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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加
藤
氏
が
甲
骨
金
文
の
文
字
を
論
ず
る
上
で
、「
語
」
と
し
て
の
具
體
的
な
用
例

に
當
た
ら
ず
、
字
形
の
み
で
議
論
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
露
呈
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
解
釋
の
例
と
し
て
、
博
士
は
、『
尚
書
』「
大
誥
」
篇
の

「
前
文
人
」「
文
考
」
を
傳
統
的
に
「
前
寧
人
」「
寧
考
」
と
誤
傳
さ
れ
て
き
た
例

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
誤
傳
の
歴
史
の
延
長
上
で
考
え
れ
ば
、
加
藤
氏
の

よ
う
な
議
論
が
出
て
き
て
し
ま
う
の
も
頷
け
る
の
だ
が
、
議
論
の
是
非
は
こ
の
よ

う
な
異
體
字
の
存
在
に
氣
づ
く
か
ど
う
か
と
い
う
點
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
博

士
の
行
論
は
加
藤
氏
の
議
論
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
た
形
に
な
る
が
、
主
張
の

力
點
は
む
し
ろ
、
文
字
の
議
論
を
す
る
際
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
文
字
の
用
例

を
踏
ま
え
た
上
で
字
義
を
考
え
る
手
續
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
い
う

點
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
點
に
入
る
。「
夂
字
は

と
同
系
の
字
」、「
壽
の
上
部
は

の
上
部
と
同

形
の
字
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
字
形
の
細
部
に
こ

だ
わ
り
過
ぎ
て
文
字
を
構
成
要
素
に
分
解
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
改
め
て
觀
念
的

に
再
構
成
す
る
方
法
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、「
文
」
字
の
「
臼
」
字
形
を

内
に

見
え
る
格
子
縞
の
臼
に
結
び
つ
け
、

が
「
布
目
の
粗
い
布
で
製
っ
た
冠
の
象

形
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
臼
」
字
形
を
「
粗
文
の
冠
」
と
解
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
な
る
と
「
壽
」
字
中
の
「
臼
」
字
形
の
他
に
も
樣
々
な
字

形
が
あ
る
と
い
う
現
象
に
對
し
て
は
、
全
く
説
明
し
え
な
い
事
態
を
招
く
こ
と
に

な
る
。

博
士
は
字
形
の
捉
え
方
に
關
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
左
記
の
三
點
に
整
理
さ
れ
た
。

一
、
そ
の
全
形
が
大
の
形
と
同
じ
く
人
の
全
形
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
文
の
字
の
諸
形
か
ら
見
て
、
冠
の
粗
布
の
目
文
を
含
む
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

三
、「
夊
」
と
「
壽
」
と
が
異
字
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

白
川
博
士
の
批
判
は
、
加
藤
氏
の
字
形
解
釋
の
細
か
さ
に
合
わ
せ
た
律
義
な
も

の
に
な
っ
て
い
て
、
讀
む
の
が
か
な
り
煩
わ
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
も
は

や
反
駁
の
餘
地
は
な
い
。
そ
れ
で
「
夊
」
字
系
列
の
文
字
中
に
見
え
る
「
臼
」

「
∨
」「
＋
」
な
ど
、
樣
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
字
形
は
何
を
示
し
て
い
る

の
か
と
い
う
問
題
に
、
自
ず
か
ら
焦
點
が
定
ま
っ
て
く
る
次
第
に
な
る
。

博
士
は
す
か
さ
ず
「
私
は
文
は
文
身
を
示
し
た
字
で
あ
る
と
考
え
る
。」（
七
四

頁
）
と
述
べ
て
お
い
て
本
論
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

３

文
身
の
認
識
と
そ
の
分
布
─
「
文
」
の
字
形
と
沿
海
民
族
の

「
文
身
」

「
文
は
文
身
を
示
し
た
文
字
と
考
え
る
」
と
い
う
自
説
を
先
ず
開
陳
さ
れ
た
わ

（
１
）

讀
「
釋
文
」
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け
だ
が
、
實
は
こ
の
説
は
博
士
に
よ
っ
て
初
め
て
立
て
ら
れ
た
獨
自
の
説
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
錢
坫
・
孫
海
波
・
中
島
竦
ら
先
人
が
す
で
に
立
て
て
い
た
説
で

あ
る
こ
と
に
斷
り
を
入
れ
ら
れ
る
。
先
人
の
樣
々
な
説
を
十
分
檢
討
し
た
上
で
の

立
論
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
先
人
の
説
に
必

ず
し
も
滿
足
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
結
論
は
同
じ
で
あ
っ
て
も

十
分
な
論
證
を
缺
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
字
形
だ
け
で
議
論
し
て
い
る
と
い
う

點
で
は
、
加
藤
氏
の
姿
勢
と
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
用

例
の
分
析
を
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
論
證
を
進
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
「
文
身
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
示
さ
れ
る
。

文
身
の
習
俗
を
も
つ
種
族
は
、
こ
の
ほ
か
沿
海
民
族
の
間
に
は
な
お
多
く
、

ま
た
今
で
は
そ
の
習
俗
を
失
っ
て
い
る
も
の
も
、
こ
れ
を
古
く
文
獻
に
徴
す

べ
き
も
の
も
乏
し
く
な
い
。
思
う
に
こ
の
風
は
中
國
の
古
代
に
も
ま
た
存
し

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
文
化
の
進
む
に
伴
っ
て
こ
れ
を
失
う
に
至
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
國
に
も
古
く
文
身
の
風
が
あ
っ
た
が
、
大
和

朝
廷
の
末
期
頃
に
は
す
で
に
こ
れ
を
失
っ
て
い
た
ら
し
い
。
い
ま
漢
字
中
の

文
身
に
關
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
諸
字
を
檢
す
る
と
、
殷
代
に
文
身
の
習
俗

が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
七
六
頁
）

大
變
示
唆
に
富
む
言
説
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
文
明

化
が
進
ん
だ
社
會
か
ら
見
て
、「
文
身
」
が
自
分
た
ち
と
無
關
係
な
社
會
の
「
習

俗
」
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
古
く
遡
れ
ば
同
じ
「
習
俗
」
が
存
し
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
沿
海
民
族
」
な
る
語
が
示
す
對
象
が
東
南
夷
民
族
そ
の
他
廣
い
範
圍
に
わ
た
る

も
の
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、「
沿
海
民
族
」
と
し
て
の
東
夷
の
系
統

で
あ
る
殷
を
も
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
東
夷

の
一
角
を
成
す
わ
が
列
島
の
古
い
習
俗
に
も
あ
る
時
期
ま
で
「
文
身
」
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
。
そ
れ
が
大
和
朝
廷
の
末
期
頃
に
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
ら
し
い

こ
と
が
付
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
示
唆
に
富
む
。「
沿
海
民
族
」
東
夷
と
し
て
の

殷
人
と
倭
人
。
か
つ
て
は
「
文
身
の
習
俗
」
を
有
し
な
が
ら
、
や
が
て
あ
る
時
期

以
降
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
的
經
過
を
有
す
る
點
で
共
通
性
を
も
つ
殷

人
と
倭
人
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
自
身
の
考
え
で
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
殷
王
朝

が
内
陸
部
に
深
く
入
っ
た
と
こ
ろ
に
都
を
置
い
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
沿
海
民
族
と

い
う
出
自
を
も
つ
と
言
え
る
の
か
？

と
い
う
質
問
の
出
て
く
る
こ
と
が
豫
想
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
か
ら
言
え
ば
、
殷
人
に
は
子
安
貝
を

尊
重
す
る
文
化
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
沿
海
民
族
で
あ
っ
た
名
殘
り
で
あ
る
。
し
か

し
忘
れ
ら
れ
や
す
い
事
柄
と
し
て
擧
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
過
去
の
地
形
と
現
在

の
地
形
と
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
殷
の
都
で
あ
る
安
陽
は
太
行

山
脈
の
麓
近
く
に
位
置
し
て
い
る
が
、
そ
の
東
方
に
は
廣
い
平
原
が
海
ま
で
續
い

て
い
て
、
か
つ
て
は
海
岸
線
が
か
な
り
内
陸
部
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
見
は
歴
史
地
理
學
の
分
野
に
屬
す
る
が
、

『
黄
河
的
研
究
與
實
踐
』（
水
利
電
力
出
版
社
。
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る

洪
積
世
中
期
の
地
形
で
は
太
行
山
脈
の
麓
ま
で
海
岸
線
が
來
て
い
た
。〔
左
圖
參

照
〕
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
現
在
の
か
な
り
内
陸
部
深
く
に
ま
で
海
岸
線

五

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
二
號



が
來
て
い
た
時
代
が
長
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
後
海
岸
線
が
徐
々
に

後
退
し
て
い
っ
て
現
在
の
よ
う
な
地
形
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
念
頭
に
置
い

た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

４

文
身
の
部
位
と
通
過
儀
禮

Ａ

胸
部
の
文
身

文
の
字
の
本
義
は
、
立
人
形
の
中
に
加
え
ら
れ
て
い
る

臼
∨
○
等
の
諸

文
に
あ
る
。
こ
の
諸
文
を
加
え
て
あ
る
場
所
は
、
字
形
か
ら
い
う
と
概
ね
胸

部
に
當
っ
て
い
る
。
文
身
を
加
え
る
場
所
は
種
族
に
よ
っ
て
各
々
異
り
、
と

こ
ろ
に
よ
っ
て
は
頭
頂
か
ら
足
趾
ま
で
全
身
に
及
ぶ
も
の
も
あ
る
が
、
今
日

の
未
開
民
族
の
通
例
か
ら
い
え
ば
、
主
と
し
て
頭
・
四
肢
・
胸
部
で
あ
り
、

背
や
腹
・
臀
そ
の
他
に
施
す
こ
と
は
餘
り
多
く
な
い
。
い
ま
文
の
字
形
か
ら

い
え
ば
、
そ
の
胸
部
に
あ
た
っ
て

臼
∨
○
等
の
諸
文
を
施
し
、
こ
れ
を
文

と
稱
し
た
こ
と
は
甚
だ
明
ら
か
で
あ
る
。

は
あ
る
い
は
胸
部
に
心
字
の

象
形
を
畫
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
に
文
身
の
文
樣
は
、
そ
の
繁
簡
を

問
わ
ず
、
幾
何
學
的
線
條
が
好
ま
れ
た
ら
し
く
、
竝
行
し
あ
る
い
は
交
錯
し
、

屈
折
す
る
線
状
の
も
の
が
多
い
。
胸
部
は
人
身
の
う
ち
で
も
最
も
廣
闊
に
し

て
前
面
に
向
い
、
特
に
入
墨
に
適
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
胸
部
の

形
に
沿
う
て
文
身
を
施
す
こ
と
が
至
っ
て
多
く
、
そ
の
た
め
胸
部
に
∨
字
形

の
モ
チ
ー
フ
を
示
す
も
の
が
甚
だ
普
遍
的
で
あ
る
。（
七
五
～
七
六
頁
）

夂

字
は
胸
部
に
施
さ
れ
た
文
身
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
甲
骨

文
の
形
に
則
し
て
見
る
な
ら
、「
兩
肩
か
ら
臍
部
に
か
け
て
、
胸
郭
を
含
ら
み
の

あ
る
∪
字
形
に
結
び
、
そ
の
中
に
施
さ
れ
て
い
る
文
身
は
、
美
麗
に
し
て
文
彩
に

富
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
彩
の
意
を
以
て
文
に
彡
を
加
え
、
彣
の
字
を
成
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
彣
彰
の
彰
も
、
の
ち
に
い
う
よ
う
に
や
は
り
文
身
の
義
で
あ
る
と

讀
「
釋
文
」
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考
え
ら
れ
る
。」（
七
六
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
考
證
に
よ
っ
て
「
文
」
字
が
立
人
形
の
胸
部
に
文
身
を
施
す
形
で
あ
る

こ
と
が
了
解
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
「
胸
」
字
も
文
身
と
何
ら
か
の
關
係

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。「
胸
」
字
そ
の
も
の
は
ど

う
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
「
胸
」
に
關
す
る
一
連
の
文
字
に
つ
い
て
一
瞥
を
加
え

る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
凶
】

『
説
文
解
字
』（
以
下
『
説
文
』
と
略
記
す
る
）
に
は
「
凶
は
惡
な
り
。
地
穿
た
れ
て

其
の
中
に
こ
も
ご
も
陷
る
に
象
る
。」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
凶
」
字
の
「
臼
」

形
を
「
交
錯
」
の
意
味
と
し
て
觀
念
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
字
形
解

釋
が
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
ま
で
甲
骨
文

の
「
文
」
字
形
を
見
て
き
た
よ
う
に
、「
臼
」
形
も
胸
部
の
文
身
の
形
象
の
一
つ
と

し
て
見
え
て
い
た
。
そ
れ
で
『
説
文
』
の
「
凶
」
部
に
入
れ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の

文
字
で
あ
る
「
兇
」
字
の
説
解
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

【
兇
】

「
兇
は
戌
恐
な
り
。
儿
の
凶
下
に
在
る
に
从
ふ
。
春
秋
の
傳
に
曰
は
く
、『
曹

人
兇
懼
す
』
と
。」
こ
の
「
兇
」
字
は
「
人
身
に
お
い
て
特
に
胸
部
を
大
書
し
、
そ

の
兇
懼
す
る
と
こ
ろ
の
意
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
」（
七
七
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
基
本
形
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
て
み
る
と
「
胸
」
字
に
進
む

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、「
胸
」
の
初
形
は
「
匈
」
で
あ
っ
た
。

【
匈
】

「
胸
」
字
の
本
字
は
「
匈
」
で
あ
る
。『
説
文
』
の
「
勹
」
部
に
「
匈
は
膺
な
り
。

勹
に
从
ふ
。
凶
の
聲
、
。
匈
或
は
肉
に
从
ふ
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
勹
」
は
人
の

側
身
の
形
で
あ
る
。『
説
文
』
の
「
勹
」
字
の
説
解
に
「
勹
は
裹
む
な
り
。
人
の
曲

つ
つ

形
に
象
ど
り
、
包
裹
す
る
所
有
り
。」
と
あ
っ
て
、
字
形
の
捉
え
方
は
適
切
で
あ
る
。

ま
た
相
似
た
字
形
で
あ
る
「
孕
」
も
「
勹
」
の
形
に
な
っ
て
い
て
『
説
文
』
に
は

「
孕
は
裹
な
り
。
子
に
从
ひ
儿
に
从
ふ
。」
と
あ
る
。

以
上
、『
説
文
』
の
説
解
に
沿
っ
て
關
連
字
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
胸
」
の

本
字
「
匈
」
は
「
側
身
の
形
に
凶
を
加
え
て
胸
部
を
示
し
た
字
」（
七
七
頁
）
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
甲
骨
文
の
「
文
」
字
形
に
數
多
く
見
え
て
い

た
「
臼
」
字
形
も
、「
凶
」「
匈
」
に
見
え
る
「
臼
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
明

ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

博
士
は
、
殷
代
に
文
身
の
習
俗
が
實
際
に
殘
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て

文
身
を
施
し
た
石
人
の
例
を
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
は
私
獨
自
に
調
べ
た
資
料

と
し
て
、
殷
墟
婦
好
墓
出
土
の
玉
人
の
例
を
見
て
お
こ
う
。
殷
墟
婦
好
墓
か
ら
は

玉
や
石
で
作
ら
れ
た
人
物
全
體
像
と
見
ら
れ
る
も
の
が
六
件
あ
る
。
そ
れ
ら
の
像

か
ら
當
時
の
多
彩
な
髮
型
が
窺
え
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
當
時
の
人
々
の
髮

型
は
短
髮
あ
り
長
髮
あ
り
で
、
長
髮
の
場
合
は
み
な
髷
に
し
て
頭
上
に
戴
い
て
い

る
。
髮
を
編
ん
で
髷
に
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
葮
」
字
に
示
さ
れ
る
「
羌
」
族
の

特
徴
で
あ
る
長
い
辮
髮
を
後
頭
部
か
ら
下
に
垂
ら
す
よ
う
な
髮
型
の
玉
人
は
存
在

し
な
い
の
で
、
殷
人
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
玉
人
の
中
で
文
身

と
思
わ
れ
る
も
の
が
一
件
〔
標
本
三
七
二
〕
あ
っ
て
、
胸
に
∨
字
形
を
基
本
と
し
た

（
２
）
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文
樣
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｂ

顏
面
の
文
身
…
…
彦
・
顏
・
産

通
過
儀
禮
の
際
に
文
身
を
施
す
部
位
と
し
て
眞
っ
先
に
擧
げ
ら
れ
る
の
が
顏
面

で
あ
る
。
そ
の
ま
さ
し
く
顏
面
に
關
す
る
文
字
に
や
は
り
文
身
が
施
さ
れ
た
痕
跡

が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
は
要
約
に
從
う
。

【
彦
】

『
説
文
』
で
の
部
首
は
「
彣
」
部
で
あ
る
。「
彦
は
美
士
の
彣
た
る
あ
る
な
り
。

人
の
言
ふ
所
な
り
。
彣
に
从
ひ
厂
聲
な
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
人
の
言
う
所
な

り
。」
と
し
た
の
は
彦
と
げ
ん

言
と
を
音
で
も
っ
て
巧
み
に
こ
じ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

げ
ん

博
士
の
考
證
で
は
「
彦
も
ま
た
文
身
の
文
彩
あ
る
を
示
す
字
で
あ
る
が
、
彦
が
顏

字
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
點
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
文
身
の
施
さ
れ
た
場
所

は
顏
面
で
あ
っ
た
と
思
う
。」（
七
八
頁
）
と
さ
れ
る
。

【
産
】

南
方
の
繍
面
蠻
に
は
生
後
一
ヶ
月
を
過
ぎ
る
と
面
上
に
入
墨
す
る
習
俗
が
あ
る

が
、「
産
」
は
そ
の
よ
う
な
習
俗
を
示
す
文
字
で
あ
る
。
金
文
に
も
そ
の
よ
う
な

事
情
を
傳
え
る
も
の
が
あ
り
、〈
陳

鮎
〉「
余
皋
仲
曳
孫
、
癢
叔
和
子
」
と
あ
る
。

こ
の
曳
字
は
「
初
生
後
の
繍
面
と
關
係
が
あ
る
文
字
で
、
彦
と
釋
す
べ
き
字
で
は

な
い
か
と
思
う
。」（
七
八
頁
）
と
さ
れ
る
。

【
顏
】

「
顏
」
は
『
説
文
』
に
「
顏
は
眉
目
の
間
な
り
。
頁
に
从
ふ
。
彦
の
聲
な
り
。」

と
あ
る
が
「
眉
目
の
間
」
と
は
兩
眉
の
直
ぐ
上
の
と
こ
ろ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
白
川
博
士
の
文
章
を
引
用
し
て
お
く
。

思
う
に
顏
も
ま
た
文
身
を
施
し
た
面
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
す
と

こ
ろ
は
多
く
顙
額
〔
ひ
た
い
〕
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
顙
額
に
文
身
し
た
も
の
を

顏
と
い
っ
た
も
の
だ
と
思
う
。
顏
面
の
文
身
も
、
全
顏
に
施
し
て
頂
顱
に
至

る
も
の
か
ら
、
額
・
頬
・
鼻
・
耳
・
顎
・
頸
な
ど
に
部
分
的
に
、
あ
る
い
は

そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
施
す
も
の
な
ど
、
種
族
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
多
樣

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
原
則
と
し
て
は
、
文
身
の
多
い
も
の
ほ
ど
身
分
高
く
、

入
墨
が
特
權
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
顏
は
、
本
來
は
入
墨
し

讀
「
釋
文
」

八



た
顏
面
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
身
を
施
す
場
所
が
、
顏
面
で

は
主
と
し
て
顙
額
で
あ
っ
た
た
め
に
、
や
が
て
顙
額
を
顏
と
す
る
狹
義
の
意

味
も
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
顏
に
入
墨
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く

夷
人
の
習
俗
と
し
て
後
ま
で
遺
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
左
傳
莊
公
五
年

に
見
え
る
邾
顏
の
字
は
夷
父
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
名
字
の
意
義
が
對
應
す
る

あ
ざ
な

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
早
く
王
念
孫
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
夷
人

が
顏
に
入
墨
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
風
に
よ
っ
て
、
顏
の
名
に
對
し
て
夷
父

と
字
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
夷
人
は
被
髮
し
て
冠
を
用
い
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
も
し
顏
が
弁
冠
の
美
を
稱
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
邾
顏
字
は
夷
父

の
名
字
を
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。（
七
八
～
七
九
頁
）

こ
う
し
て
白
川
博
士
に
よ
っ
て
文
身
を
表
わ
し
た
文
字
と
さ
れ
た
「
顏
」「
彦
」

「
産
」
は
、
い
ず
れ
も
通
過
儀
禮
と
し
て
の
文
身
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
通
過

儀
禮
と
言
え
ば
、
こ
の
論
考
で
は
「
文
」
が
ど
の
通
過
儀
禮
に
用
い
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
な
い
が
、「
文
考
」「
文
祖
」
な
ど
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ
た
祖
考

へ
の
美
稱
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
後
に
葬
禮
の
際
に
胸
に
文
身
を
施
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
の
は
當
然
の
推
定
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
文
」
は
、

男
性
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
女
性
に
は
女
性
特
有
の
語
が
あ

っ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
述
べ
る
。

６

難
讀
文
字
「
藹
」
は
王
妃
の
文
身

Ａ
「
爾
」「
禰
」「
爽
」

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、「
凶
」「
兇
」「
匈
」「
胸
」
諸
字
に
見
え
る
「
臼
」
形

は
胸
部
に
施
さ
れ
る
文
身
の
文
樣
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
身
の
文
樣

を
示
す
最
も
簡
略
な
形
で
、
い
わ
ば
そ
の
文
樣
の
代
表
格
と
し
て
象
徴
的
に
用
い

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、梨
字
形
も
文
身
に
關
係
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
以
下
、
關
連
字
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

【
爾
】

『
説
文
』
に
は
「
爾
は
麗
爾
な
り
。
猶
ほ
靡
麗
の
ご
と
き
な
り
。梨
を
冂
ふ
に

お
ほ

从
ふ
。梨
は
其
の
孔梨梨
た
る
な
り
。
洸
の
聲
に
从
ふ
。
此
れ
爽
と
同
意
な
り
。」

と
あ
る
。
靡
麗
す
な
わ
ち
美
麗
を
本
義
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
詩
』
小
雅
「
采
薇
」

に
「
彼
の
爾
た
る
は
維
れ
何
ぞ
」
と
い
う
句
が
あ
っ
て
注
の
「
毛
傳
」
に
は
「
爾

で
い

は
華
盛
な
る
な
り
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
字
が梨
に
從
う
の
は
、
花
紋
の
多
い

こ
と
を
象
っ
た
も
の
で
、
文
身
の
臼
形
と
關
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
禰
】

『
説
文
』
に
は
「
親
廟
な
り
」、『
周
禮
甸
祝
注
』
に
「
父
廟
な
り
」
と
あ
る
よ
う

に
父
廟
の
名
で
あ
る
が
、
こ
の
字
も
「
爾
」
に
从
う
。『
春
秋
公
羊
傳
』
の
隱
公
元

年
「
隱
の
考
な
り
」
の
注
に
「
生
き
て
は
父
と
稱
し
、
死
し
て
は
考
と
稱
す
。
廟

ち
ち

に
入
り
て
は
禰
と
稱
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
禰
」
は
亡
父

を
祀
る
際
に
「
文
考
」
と
稱
す
る
時
の
「
文
」
の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。「
禰
祖
」

で
い
そ

と
い
う
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
文
祖
」
と
稱
す
る
の
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
禰
」
の
音
義
は
「

で
い

黥
涅
」
な
る
文
身
の
「

げ
い
で
つ

涅
」
と
關
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

で
つ

る
。
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【
爽
】

『
説
文
』
に
は
「
爽
は
明
也
、梨
に
从
ひ
大
に
从
ふ
。」
と
あ
る
。
た
だ
、
甲
骨

金
文
の
「
爽
」
字
は

形
の
字
に
な
る
も
の
が
多
く
、
今
の
「
爽
」
字
と
字
形
が

甚
だ
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
文
字
が
元
來
「
得
喪
」
の
「
喪
」
の
意

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
敢
え
て
「
爽
」
字
に
近
い
も

の
を
求
め
る
と
、
西
周
時
代
後
期
の
〈
散
氏
盤
〉
に
見
え
る
「

」
字
が
そ
れ
に

な
る
。
こ
の
字
形
を
も
っ
て
推
す
な
ら
ば
、
大
人
形
と
二

と
か
ら
成
っ
て
い
る
。

こ
の

は
「
文
」
の
臼
と
は
繁
體
・
簡
體
の
關
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
文
身

の
模
樣
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば梨
も
ま
た
文
身
の
文
樣
で
あ
っ
て
、

「
爽
」
の
初
義
は
胸
部
に
施
さ
れ
た
文
身
で
あ
る
。「
爾
」
に
「
華
盛
」
と
い
い
、

「
爽
」
に
「
明
」
と
い
う
の
は
、
み
な
文
身
の
華
や
か
で
美
し
い
こ
と
か
ら
そ
の

よ
う
な
意
味
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
卜
辭
中
の
難
讀
字
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
る
「
藹
」
の
解
釋
に
一
つ
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

Ｂ

卜
辭
中
に
見
え
る
先
妣
關
係
難
讀
字

卜
辭
に
見
え
る
文
字
で
、
先
妣
す
な
わ
ち
先
王
の
王
妃
を
祀
る
特
別
な
祭
祀
を

行
な
う
こ
と
を
卜
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
卜
辭
に
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
王
名

と
妣
名
と
の
間
に
「
藹
」
形
の
一
字
を
加
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

庚

3618

辰
卜
貞
、
王
賓
示
壬

妣
庚
翌
日
、
亡
尤
。

合
集

3
3618

甲
子
卜
貞
、
王
賓
示
癸

妣
甲

、
亡
尤
。

合
集

4

丙
寅
卜
貞
、
王
賓
大
乙

妣
丙
翌

3619

日
、
亡
尤
。

合
集

4

壬
寅
卜
貞
、
王
賓
大
戊

妣
壬
卸

3622

日
、
亡
尤
。

合
集

7

癸
卯
卜
貞
、
王
賓
仲
丁

妣
癸

3622

、
亡
尤
。

合
集

5

庚
午
卜
貞
、
王
賓
小
乙

妣
庚
午
卸

3626

、
亡
尤
。

合
集

4

辛
卯
卜
貞
、
王
賓
武
丁

妣
辛
翌

3626

日
、
亡
尤
。

合
集

7

戊
寅
卜
貞
、
王
賓
祖
甲

3628

妣
戊
彡
日
、
亡
尤
。

合
集

4

辛
酉
卜
貞
、
王
賓
康
祖
丁

妣
辛

3628

、
亡
尤
。

合
集

9

こ
の
字
の
釋
文
と
字
解
に
は
從
來
諸
説
が
あ
っ
て
定
解
を
得
て
い
な
か
っ
た
。

配
妣
の
意
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
も
の
の
、
こ
の
字
形
の
中
に
含

ま
れ
る
諸
形
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、

各
説
に
對
す
る
博
士
の
批
判
點
を
箇
条
書
き
し
て
お
こ
う
。

１

兩
火
説
［
羅
振
玉
・
呉
其
昌
］

甲
骨
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
形
を
火
の
象
形
と
し
て
示
す
こ
と
は
な
く
、

火
の
象
形
と
し
て
炬
火
や
火
主
を
書
く
時
は
こ
れ
を
掲
げ
執
る
形
に
書
く
の

が
一
般
的
で
あ
る
。

２

乳
房
説
［
郭
沫
若
］

乳
房
を
附
し
た
字
形
に
は

の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
諸

形
が
乳
房
を
示
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
藹
と
母
と
は
造
字
上

か
ら
も
區
別
が
あ
る
。

３

夾
物
説
［
葉
玉
森
］

「
夾
」
字
と
の
異
同
が
説
明
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
諸
形
が
何
ら
か
の
物
體

を
表
わ
し
た
形
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

讀
「
釋
文
」
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４

兩
皿
説
［
唐
蘭
］

字
形
が
合
致
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
意
味
か
ら
も
腋
下
に
皿
を
重
ね
る
こ

と
に
な
っ
て
、
ま
こ
と
に
不
自
然
で
あ
る
。
特
に
「
爽
」
字
が
皿
に
從
う
と

い
う
が
ご
と
き
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。

Ｃ
「
文
」
と
「
藹
」
…
…
男
子
の
文
身
と
婦
人
の
文
身

「
文
」
が
一
般
に
男
子
の
文
身
を
稱
す
る
の
に
對
し
て
、「
藹
」
は
婦
人
の

文
身
の
あ
る
も
の
を
稱
す
る
の
が
そ
の
原
義
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
男
子
の
文
身
が
、
主
と
し
て
肩
や
頸
筋
か
ら
胸
部
に
強
く
流
れ
る

い
わ
ゆ
る
∨
字
形
を
示
す
の
に
對
し
て
、
女
子
の
文
身
は
乳
房
の
膨
ら
み
に

對
應
し
て
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
施
さ
れ
、
そ
の
神
祕
性
を
強
調
す
る
と
い
う

志
向
を
も
ち
、
從
っ
て
そ
れ
に
適
わ
し
い
意
匠
を
と
る
こ
と
は
甚
だ
當
然
の

こ
と
で
あ
る
。（
八
七
頁
）

右
に
掲
げ
た
文
身
の
文
樣
の
諸
形
を
男
女
で
比
較
し
て
み
て
、
近
似
し
つ
つ
も

異
な
る
形
状
の
も
の
が
あ
る
の
は
、
博
士
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
當
然
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
文
身
を
示
し
た
字
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
う
餘
地
が

な
く
、
從
っ
て
「
藹
」
字
も
そ
の
用
法
か
ら
見
て
王
の
配
妣
た
る
身
分
關
係
を
示

す
語
で
あ
る
こ
と
も
疑
う
餘
地
が
な
い
の
で
あ
る
。「
文
」「
藹
」
が
王
と
妃
と
の

死
後
の
呼
稱
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
、
文
身
が
通
過
儀
禮
の
際
に
施
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
と
を
勘
案
す
る
と
、「
文
」
と
「
藹
」
と
に
見
え
る
文
身
は
そ
れ
ぞ
れ

の
葬
禮
の
際
に
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
に
自
ず
か
ら
導
か
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

７

文
身
の
方
法
と
「
商
」

Ａ

入
墨
に
用
い
る
「
辛
」

文
身
に
は
左
記
の
よ
う
な
三
種
の
方
法
が
あ
る
。

１

Painting
The

Bod

繪
身

y

た
だ
丹
靑
を
以
て
花
紋
を
身
體
に
描
く
だ
け
の
非
永
久
的
な
も
の
。

Tattooin

２

黥
涅

g

概
ね
數
本
も
し
く
は
數
十
本
の
針
で
皮
膚
を
刺
突
し
、
そ
こ
に
色
料
を
す

り
こ
ん
で
行
な
う
。

Scarificatio

３

瘢
紋

n

刀
で
肉
を
剜
り
、
あ
る
い
は
熱
火
で
燬
く
と
い
う
方
法
。

「
文
」
系
統
の
字
と
「
藹
」
系
統
の
字
が
繪
身
か
黥
涅
か
明
ら
か
で
な
い
が
、

博
士
は
黥
涅
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
繪
身
は
概
ね
退
化
し
た
形
式
と
目
す
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
、
文
身
の
原
初
形
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
黥
涅
で
あ
ろ
う
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
身
の
華
や
か
で
美
し
い
こ
と
を
示
す
「
彣
彰
」
の

「
彰
」
の
字
形
が
「
辛
」
に
從
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。「
辛
」
字
は
入
墨

の
時
に
用
い
る
針
の
形
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
文
身
が
黥
涅
で
あ
る

こ
と
を
示
す
文
字
へ
と
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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『
説
文
』
に
衋
と
い
う
字
が
あ
っ
て
、「
傷
痛
な
り
。
血
聿
に
从
ふ
。
苑
の
聲
な

り
。」
と
し
て
い
る
。
部
首
も
「
奭
」
と
同
じ
く
「
苑
」
に
從
う
。「
聿
」
も
ま
た

入
墨
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
「
筆
」
の
初
形
で
あ
る
。
こ
の
「
奭
」
も
爽
・
藹
と

同
じ
構
造
を
も
つ
字
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
兩
百
は
文
身
の
文
樣
で
あ
る
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
「
衋
」
は
『
説
文
』
の
記
す
よ
う
に
入
墨
の
際
の
「
傷

痛
」
を
意
味
す
る
文
字
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
入
墨
は
後
に
刑
罰
と
し
て
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
刑
罰
と
し
て
行
な
わ
れ
る
入
墨
を
示
す
諸
字
が
、
辛
字

に
從
う
の
は
そ
う
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
文
字
を
簡
單
に
見
て

み
よ
う
。

Ｂ

刑
罰
關
係
の
文
字
及
び
商
…
…

・
辠
・
事

博
士
の
「
釋
史
」
で
は
文
字
毎
に
『
説
文
』
の
説
解
を
引
用
し
、
甲
骨
金
文
の

字
形
を
示
し
な
が
ら
、
檢
討
を
加
え
た
上
で
再
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅

の
關
係
で
博
士
の
説
明
の
み
を
記
し
た
。

童
…
…
辛
と
目
に
從
う
の
が
本
字
。
眼
の
縁
に
加
え
た
文
身
。

わ
が
國
に
も
古
く
眼
縁
に
く
ま
ど
り
の
入
墨
を
す
る
風
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。

妾
…
…
罪
を
犯
し
て
額
に
入
墨
さ
れ
た
女
。

辠
…
…
自
は
鼻
の
形
。
鼻
に
入
墨
を
し
て
そ
の
刑
を
示
し
た
。

言
…
…
「
言
」
字
が
辛
に
從
う
の
は
、
そ
の
言
誤
る
と
き
は
辛
を
受
け
る
意

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

辟
…
…
甲
骨
文
の
字
形
は
能
。
辛
を
以
て
肉
を
傷
つ
け
る
意
味
で
あ
る
。

（
３
）

能
は
孼
の
初
文
で
あ
ろ
う
。

章
…
…
入
墨
の
意
で
、
文
彩
の
た
め
に
施
さ
れ
た
文
身
を
稱
す
る
語
。

Ｃ

商
「
商
」
は
『
説
文
』
に
「
外
从
り
内
を
知
る
な
り
。
冏
章
に
从
ふ
。
省
聲
な

り
。」
と
し
、「
冏
」
字
に
は
「
言
の
訥
な
る
な
り
。
口
内
に
从
ふ
。」
と
あ
る
が
、

商
が
冏
に
從
う
理
由
は
少
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
甲
骨
文
で
は
商
は
ほ
と
ん
ど
綜

に
作
り
、
横
を
加
え
る
字
形
は
む
し
ろ
少
數
で
あ
る
か
ら
、
綜
が
原
字
で
あ
ろ
う
。

「
商
」
は
い
わ
ゆ
る
殷
の
本
號
で
、
そ
の
都
は
大
邑
商
（
ま
た
は
天
邑
商
）
と

稱
ん
だ
。
ま
た
金
文
で
は

と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
辛
字
形
の
左
右
に
見
え

る
形
が
前
述
し
た
文
身
の
文
樣
と
類
似
し
て
お
り
示
唆
的
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

「
商
」
字
は
臺
座
の
上
に
文
身
を
施
す
辛
を
建
て
て
、
そ
の
標
識
と
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
以
上
の
考
察
か
ら
、「
商
」
を
本
號
と
す
る
殷
は
文
身
の
習
俗
を
有
す

る
種
族
、
少
な
く
と
も
文
身
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
を
も
つ
種
族
で
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

８

文
身
習
俗
の
分
布
（
東
ア
ジ
ア
文
化
圈
）

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
殷
代
の
文
字
構
造
の
上
に
文
身
の
習
俗
の
證
跡
が
存

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
證
跡
が
存
す
る
の
か

に
つ
い
て
更
に
掘
り
下
げ
て
考
え
る
と
、
次
の
二
つ
の
解
釋
が
あ
り
う
る
と
さ
れ

る
。１

そ
の
造
字
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
種
族
自
身
が
文
身
の
習
俗
を
も
っ
て

讀
「
釋
文
」

一
二



い
た
と
解
す
る
こ
と
。

２

他
の
種
族
の
行
な
っ
て
い
た
文
身
の
俗
に
對
す
る
知
識
が
、
造
字
の
上
に

反
映
し
た
と
解
す
る
こ
と
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
博
士
の
結
論
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

文
身
關
係
の
文
字
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
擔
う
語
に
多
く
、
他
の

種
族
に
對
す
る
單
な
る
知
識
と
し
て
取
り
扱
え
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
王
を
祀
る
に
文
を
冠
す
る
こ
と
が
多

く
、
先
妣
を
祀
る
に
某
王
の
藹
と
い
う
定
め
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、

文
身
は
こ
の
國
に
お
い
て
、
最
高
の
權
威
と
神
聖
性
と
を
表
象
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
胸
・
顏
な
ど
、
身
體
部
分
の
稱
謂
の
よ
う
な
基

本
語
彙
の
う
ち
に
こ
の
字
形
が
多
く
見
え
て
い
る
事
實
は
、
文
身
の
習
俗
が

こ
の
種
族
に
お
い
て
極
め
て
普
遍
的
に
行
な
わ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
本
來
的
な

も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
、
殷
族
を
以
て
、
文

身
の
習
俗
を
有
す
る
種
族
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

（
九
二
頁
）

以
上
で
、「
釋
史
」
に
展
開
さ
れ
た
主
要
な
問
題
は
ほ
ぼ
整
理
で
き
た
も
の
と

考
え
る
が
、
博
士
は
最
後
に
、
殷
族
と
密
接
な
交
渉
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
地
帶
、

具
體
的
に
は
中
國
の
國
土
内
と
そ
の
周
邊
に
住
む
種
族
の
文
身
習
俗
に
關
す
る
文

獻
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
る
文
身
文
化
圈
を
描

き
出
さ
れ
て
い
く
。
今
、
そ
れ
ら
の
文
獻
資
料
を
丹
念
に
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
、
引
用
を
も
っ
て
替
え
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
筆
者
が
獨
自
に
文
身
の
習
俗
の
分
布
を
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
の

廣
西
壯
族
自
治
區
に
住
む
壯
族
の
故
鄕
は
亞
熱
帶
の
濱
海
の
地
に
あ
り
、
長
く
文

身
の
習
俗
を
留
め
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
海
南
島
に
住
む
黎
族
は
最
近
ま
で
文

身
の
習
俗
を
殘
し
て
お
り
、『
中
國
黎
族
』
に
は
カ
ラ
ー
寫
眞
入
り
で
文
身
の
部

位
や
文
樣
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
傣
族
史
』
に
も
、
淸
代

に
お
け
る
雲
南
・
廣
西
・
貴
州
・
廣
東
諸
省
の
「
地
方
志
」
中
に
百
越
族
の
系
統

に
屬
す
る
各
族
の
多
く
に
は
、
な
お
黥
面
文
身
の
習
俗
を
殘
し
て
い
て
枚
擧
に
暇

が
な
い
と
の
記
述
が
見
え
る
。
ま
だ
他
に
擧
げ
る
べ
き
例
は
數
多
い
が
今
は
紙
數

の
關
係
で
省
略
に
從
う
。

【
古
代
文
獻
】

・
呉
越
に
お
け
る
「
被
髮
文
身
」、
南
方
の
蠻
に
は
「
題
に
雕
す
」
と
い
っ
た
習

ひ
た
い

俗
が
見
え
る
。

・
呉
の
開
國
説
話
に
見
え
る
仲
雍
が
斷
髮
文
身
の
形
姿
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ

が
殷
の
舜
の
後
裔
で
あ
る
意
味
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。〔
山
海
經
大
荒
東

經
〕

・
越
も
禹
の
苗
裔
で
夏
后
少
康
の
庶
子
の
後
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
呉
と
同
じ

く
文
身
の
俗
が
あ
る
こ
と
が
「
國
語
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

・
越
人
短
髮
文
身
〔
莊
子
逍
遙
遊
〕

・
越
王
句
踐
、
剪
髮
文
身
〔
墨
子
公
孟
篇
〕

・
夫
刻
肌
膚
、
鑱
皮
革
、
被
創
流
血
、
至
難
也
、
然
越
人
爲
之
以
求
榮
〔
淮
南
子

泰
族
訓
〕

（
４
）

（
５
）

（
６
）
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・
越
王
勾
踐
、
鳩
髮
文
身
〔
淮
南
子
齊
俗
訓
〕

・
越
王
句
踐
、
其
先
禹
之
苗
裔
…
…
文
身
斷
髮
〔
史
記
越
世
家
〕

・
粤
地
…
…
其
君
禹
後
…
…
文
身
斷
髮
、
以
避
蛟
龍
之
害
〔
漢
書
地
理
志
〕

・
越
方
外
之
地
、
鳩
髮
文
身
之
民
也
〔
漢
書
嚴
助
傳
〕

・
乃
使
文
身
之
技
、
水
格
鱗
蟲
、
注
、
服
虔
曰
、
文
身
越
人
也
〔
漢
書
揚
雄
傳
〕

・
彼
越
亦
天
子
之
封
也
。
…
…
是
以
剪
髮
文
身
〔
説
苑
奉
使
篇
〕

・
越
文
身
剪
髮
、
范
蠡
大
夫
種
出
焉
〔
説
苑
善
説
篇
〕

・
越
漚
、
剪
髮
文
身
〔
逸
周
書
王
會
第
五
十
九
〕

・
黎
俗
男
女
週
歳
、
即
文
身
〔
海
槎
餘
録
〕

・
繍
面
乃
吉
禮
。
…
…
涅
爲
極
細
蟲
蛾
花
卉
、
而
以
淡
栗
紋
編
其
餘
地
、
謂
之

繍
面
。〔
廣
東
通
志
〕

・
女
將
嫁
、
面
上
刺
花
紋
、
涅
以
靛
、
其
花
或
直
或
曲
、
各
隨
其
俗
、
…
…
〔
張

慶
長

黎
岐
紀
聞
〕

・
繍
脚
蠻
、
繍
面
蠻
、
竝
在
永
昌
南
市
、
…
…
繍
面
蠻
、
初
生
後
出
月
、
以
針

刺
面
上
、
以
靑
黛
傅
之
〔
樊
綽

蠻
書
〕

・
九
疑
之
南
、
陸
事
寡
而
水
事
多
、
於
在
人
民
、
斷
髮
文
身
、
以
象
鱗
蟲
〔
淮
南

子
原
道
訓
〕

・
種
人
、
皆
刻
畫
其
身
、
象
龍
文
、
衣
皆
著
尾
〔
後
漢
書
西
夷
傳
〕

・
男
子
有
勇
黥
其
手
、
女
已
嫁
黥
項
〔
唐
書
黠
戛
傳
〕

・
倭
國
…
…
男
子
皆
黥
面
文
身
、
以
其
文
左
右
大
小
、
別
尊
卑
之
差
〔
後
漢
書
東

夷
列
傳
〕

・
今
倭
人
好
沈
沒
捕
漁
蛤
、
文
身
亦
以
厭
大
魚
水
禽
。〔
晉
書
四
夷
傳
〕

・
倭
者
、
自
云
太
伯
之
後
、
俗
皆
文
身
〔
梁
書
諸
夷
狄
傳
〕

・
男
女
多
黥
臂
、
黥
面
文
身
、
沒
水
捕
魚
〔
隋
書
倭
國
傳
〕

・
流
求

婦
人
以
墨
黥
手
、
爲
蟲
蛇
之
文
。〔
隋
書
流
求
傳
〕

・
蝦
夷

東
夷
之
中
、
有
日
高
見
國
、
其
國
人
、
男
女
竝
椎
結
文
身
、
爲
人
勇

悍
、
是
摠
曰
蝦
夷
〔
日
本
書
紀
景
行
紀
〕

・
文
身
國

在
倭
東
北
七
千
里
、
人
體
有
文
如
獸
、
其
額
上
有
三
文
、
文
直
者

貴
、
小
文
者
賤
〔
南
史
東
夷
傳
〕

・
馬
韓

其
南
界
近
倭
、
亦
有
文
身
者
〔
後
漢
書
東
夷
傳
〕

・
辰
韓

其
國
近
倭
、
故
頗
有
文
身
者
〔
後
漢
書
東
夷
傳
〕

・
弁
韓

今
辰
韓
人
皆
褊
頭
、
男
女
近
倭
、
亦
文
身
〔
魏
志
東
夷
傳
〕

・
臺
灣

有
文
身
之
俗
、
但
不
於
面
、
而
於
手
臂
背
等
處
〔
林
惠
祥

臺
灣
蠻
族

之
原
始
文
化
〕

・
男
女
黥
面
爲
飾
、
故
又
稱
黥
面
番
、
男
子
自
額
至
額
之
中
央
作
直
紋
、
女
子

自
口
經
兩
頬
至
兩
耳
、
作
橫
而
斜
上
之
闊
紋
、
使
口
似
有
鋭
突
之
勢
、
漢
人

稱
之
爲
鳥
鴨
嘴
〔
同
書
〕

９

む
す
び

以
上
、
白
川
博
士
の
「
釋
史
」
へ
の
誘
い
の
つ
も
り
で
駄
文
を
勞
し
た
。
博
士

の
論
文
は
多
方
面
に
言
及
す
る
長
大
な
も
の
で
あ
り
、
と
う
て
い
小
文
に
よ
っ
て

語
り
つ
く
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
博
士
の
か
な
り
難
解
な
文
章
を
讀
む
羅

針
盤
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
と
念
じ
て
、
論
證
過
程
が
た
ど
れ

る
よ
う
に
私
な
り
に
整
理
し
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
後
讀
者
は
是
非
と
も
獨

讀
「
釋
文
」

一
四



力
で
博
士
の
「
釋
史
」
の
展
開
す
る
豐
か
な
世
界
に
挑
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思

う
。註（

１
）
頁
數
は
一
般
に
流
布
し
て
い
る
『
甲
骨
金
文
學
論
集
』（
朋
友
書
店
。
一
九
七
三

年
）
の
も
の
に
從
い
、
假
名
遣
い
は
現
代
假
名
遣
い
に
改
め
た
。

（
２
）
中
國
社
會
科
學
院
考
古
研
究
所
編
著
『
殷
墟
婦
好
墓
』（
文
物
出
版
社
。
一
九
八

〇
年
）
彩
版
二
四
─
２
。

（
３
）
神
武
東
征
の
際
に
、
大
久
米
命
が
伊
須
氣
余
理
比
賣
と
問
答
し
た
歌
の
「
あ
め

つ
つ

千
鳥
ま
し
と
と

な
ど
鯨
け
る
利
目
」
が
、
眼
に
黥
し
て
鋭
い
の
を
奇
し

ん
だ
意
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
劉
映
華
『
壯
族
古
俗
初
探
』（
廣
西
人
民
出
版
社
。
一
九
九
四
年
）

（
５
）
王
學
萍
編
『
中
國
黎
族
』（
民
族
出
版
社
。
二
〇
〇
四
年
）

（
６
）
江
應
樑
『
傣
族
史
』（
四
川
民
族
出
版
社
。
一
九
八
三
年
）

一
五

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
二
號


