
嶺

南

考

l
l
l秦
よ
り
漢
初
期
の
南

νナ
|

|

手

塚

隆

義

シ
ナ
本
部
は
、
従
来
一
般
に
黄
河
流
域
地
方
を
云
う
北
シ
ナ
と
、
揚
子
江
の
流
域
お
よ
び
流
域
以
南
の
全
域
を
ふ
く
む
南
シ
ナ
と
に
分
け

ら
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
南
・
北
シ
ナ
の
分
類
は
必
ず
し
も
文
化
と
か
歴
史
と
か
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

た
と
え

ば
江
蘇
・
安
徽
・
湖
北
三
省
の
北
部
の
ご
と
き
は
、
地
理
的
に
は
南
シ
ナ
に
属
し
て
は
い
る
も
の
の
、
北
シ
ナ
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ

と
は
、
夙
に
桑
原
博
士
の
指
摘
せ
ら
れ
た
(
る
ご
と
く
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
体
に
於
て
シ
ナ
本
部
の
南
と
北
と
で
は
、
地
理
的
に
は
云

考

う
ま
で
も
な
く
、
気
候
・
産
物
ひ
い
て
は
住
民
の
性
格
に
い
た
る
ま
で
対
蹴
的
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
分
類
は
、

ク
レ
ツ
シ
イ
教
授
の

強
調
せ
ら
る
る
(
三
ご
と
く
、
妥
当
で
あ
る
。

南

し
か
し
、
南
・
北
シ
ナ
の
分
類
に
対
し
て
、
南
シ
ナ
と
呼
ん
だ
地
域
を
更
に
二
分
し
て
、
揚
子
江
流
域
を
中
部
シ
ナ
と
し
、

そ
の
南
の

嶺

福
建
・
広
東
・
広
西
の
三
省
方
面
を
南
シ
ナ
と
し
、
従
来
の
北
シ
ナ
に
加
え
て
北
支
・
中
支
・
南
支
と
三
分
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
き

た
。
そ
の
分
類
の
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
や
動
機
、
ま
た
は
そ
れ
が
歴
史
以
外
の
学
術
上
の
立
場
か
ら
も
是
認
さ
れ
る
も
の
か
否

41 

か
、
に
つ
い
て
は
全
く
無
智
で
あ
る
。
た
だ
自
分
は
、
こ
の
分
類
が
歴
史
的
に
み
て
、
可
成
り
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
か
、

と
考
へ
る
必
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で
あ
る
。

南
シ
ナ
は
、
揚
子
江
流
域
と
山
脈
を
以
て
区
劃
せ
ら
れ
た
、
古
く
よ
り
五
嶺
以
南
の
意
味
で
嶺
南
と
か
、
嶺
外
と
か
、
ま
た
は
、
嶺
表

と
か
呼
ば
れ
た
地
域
で
あ
る
。
五
嶺
は
す
)
江
流
域
よ
り
南
に
達
す
る
の
に
越
え
た
五
つ
の
峠
を
指
す
称
呼
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
五
嶺
を

越
え
れ
ば
南
シ
ナ
で
あ
り
、
気
候
も
古
く
中
原
の
人
士
が
江
流
域
を
卑
湿
と
云
っ
た
の
に
対
し
、
暑
熱
で
あ
る
c

五
嶺
の
一
つ
で
あ
る
大

庚
嶺
(
梅
嶺
)
に
つ
い
て
、
「
大
庚
、
梅
多
し
、
南
枝
は
す
で
に
落
つ
る
も

北
枝
は
方
に
開
か
ん
と
す
云
々
」
(
と
と
云
う
程
の
差
違
が

あ
る
の
で
あ
る
。

歴
史
の
上
よ
り
み
れ
ば
、
黄
河
の
中
流
域
に
発
祥
し
た
シ
ナ
文
明
は
、

シ
ナ
民
族
の
発
展
進
出
に
伴
っ
て
、
周
囲
の
民
族
に
光
被
し
、

ま
た
同
化
し
た
が
、
北
へ
の
発
展
は
山
西
省
・
河
北
省
の
北
部
に
達
す
る
お
よ
ん
で
止
ま
っ
た
。
蒙
古
は
農
耕
民
族
た
る
シ
ナ
人
の
発
展

を
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
限
界
を
示
し
た
の
が
、
戦
国
燕
・
越
・
秦
な
ど
が
築
い
た
長
城
で
あ
る
む
元
来
、
蒙
古
の
遊
牧
民

族
を
防
禦
す
る
為
め
に
築
造
せ
ら
れ
た
長
城
は
、
華
・
夷
の
二
世
界
を
劃
す
る
政
治
上
の
境
界
で
あ
る
と
と
も
に
、

シ
ナ
民
族
の
北
方
へ

の
発
展
の
限
界
を
示
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
同
時
に
南
へ
進
ん
で
は
揚
子
江
涜
域
へ
発
展
し
、
江
中
流
の
現
今
の
苗
族
な
ど
に
最
も
近

縁
な
住
民

(

5

)

に
よ
る
楚
の
建
国
を
み
た
、
楚
は
シ
ナ
文
明
の
刺
激
に
よ
っ
て
で
き
た
国
で
あ
る
、
楚
は
中
原
の
人
士
に
楚
蛮
と
卑
し
め

ら
れ
つ
つ
も
、

そ
の
撲
強
な
国
が
ら
で
大
を
な
し
た
、

つ
づ
い
て
影
響
は
江
の
下
流
域
に
お
よ
び
、
江
・
析
の
地
に
呉
と
か
越
と
か
の
建

国
を
み
る
に
至
り
、

そ
れ
ら
の
国
々
が
中
原
の
争
覇
に
参
与
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
大
体
西
暦
前
八
世
紀
よ
り
前
三
世
紀
に
か
け

て
、
い
わ
ゆ
る
春
秋
戦
国
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
期
の
こ
と
で
あ
る
ハ
も
と
よ
り
江
流
域
の
土
着
民
族
が
シ
ナ
文
明
の
光
沢
を
受
け
て
開
化



す
る
と
と
も
に
、

シ
ナ
人
も
大
い
に
移
り
住
ん
で
、
こ
の
地
方
が
全
く
シ
ナ
化
し
て
し
ま
う
に
は
長
い
期
聞
を
必
要
と
し
た
ハ
旦
。

し
か

し

シ
ナ
民
族
の
旺
盛
な
発
展
が
一
応
こ
の
方
面
に
止
ま
っ
て
、
順
調
に
吏
に
南
方
に
延
び
ず
、
南
が
化
外
の
地
と
し
て
遺
さ
れ
た
の

は
、
遵
互
し
た
山
脈
が
自
然
の
障
壁
を
な
し
て
、

シ
ナ
人
の
発
展
を
阻
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
五
嶺
を
以
て
代
表
さ
る
る
山
脈

は
、
北
に
於
け
る
長
城
と
同
じ
役
割
り
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
秦
始
皇
の
対
外
政
策
を
の
ベ
て

南
は
五
嶺
に
成
し
、
北
は
長
城
を
築
き
て
、
以
て
胡
・
越
に
備
う
(
7
v

な
ど
と
云
っ
て
、
始
皇
が
戦
国
燕
・
越
・
秦
の
長
城
を
連
結
し
て
の
万
里
長
城
の
築
造
と
守
備
と
嶺
南
の
経
路
と
は
、
民
力
を
罷
ら
せ
た

暴
政
と
し
て
並
称
さ
れ
る
が
、
長
城
と
五
嶺
と
が
南
北
で
同
じ
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
福
建
省
や
広
東
省
の
省
境
に
連
な
る
山
脈
が
、

シ
ナ
民
族
の
発
展
を
匝
む
障
害
を
な
し
た
と
し
て
も
、
揚
子
江
の
流
域
に
進

出
し
た
シ
ナ
人
が
、
嶺
南
の
地
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
無
い
。
南
海
に
産
す
る
珍
貴
な
貨
物
、
珠
を
始
め
と
し
て
、
越
の

|
|
シ
ナ
人
は
子
闇
に
産
す
る
玉
を
、
仲
継
ぎ
し
た
間
同
氏
に
産
す
る
と
考
へ
、
「
田
内
氏
の
玉
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
越
す
な
わ
ち
嶺
南
が

産
地
と
考
え
て
い
た
|
|
犀
角
・
象
歯
・
窮
翠
が
(
自
)

古
く
よ
り
中
原
に
粛
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
南
海
の
物
産
の

考

史
記
・
貨
殖
列
伝
に
は
、

番
高
を
九
疑
(
湖
南
省
寧
遠
県
の

集
積
地
と
し
て
古
く
よ
り
番
高
(
広
東
)
が
繁
栄
し
た
(

9

)

の
で
あ
る
c

南

南
)
以
南
の
)
都
会
と
し
て

珠
磯
・
犀
・
薄
暗
・
果
布
の
湊
な
り

嶺

と
云
ひ
、
漢
書
・
地
理
志
の
卑
地
の
条
に

処
は
海
に
近
く
し
て
犀
・
象
・
毒
官
・
珠
磯
・
銀
・
銅
・
果
布
の
湊
る
も
の
多
し
。
中
国
の
商
賀
す
る
者
、
多
く
富
を
取
る
。
番
園
内
は

43 

そ
の
一
都
会
な
り
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と
み
え
る
の
は
、
番
高
の
商
業
都
市
と
し
て
の
性
格
を
示
す
と
と
も
に
、

シ
ナ
の
商
人
が
往
来
し
て
商
売
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
番
高
が
富
を
取
る
絶
好
の
交
易
場
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
都
し
た
南
越
国
な
ど
も
豊
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
越
王
趨
陀
が

漢
文
帝
に
白
壁
一
隻
・
翠
烏
千
・
犀
角
十
・
紫
貝
五
百
・
桂
謹
一
器
・
生
翠
四
十
隻
・
孔
雀
二
隻
を
献
じ
た
(
時
)
こ
と
や
、

漢
高
祖
の
ム
叩

で
南
越
国
に
使
ひ
し
た
陸
買
が
、
王
の
趨
陀
よ
り
「
嚢
中
の
装
値
千
金
」
「
他
送
も
亦
千
金
」
を
贈
ら
れ
、
後
に
そ
の
装
を
千
金
に
売
却

し
て
諸
子
に
与
え
生
産
の
資
本
と
せ
し
め
た
(
日
〉
話
な
ど
は
、

番
高
に
於
け
る
利
に
依
っ
て
南
越
が
股
富
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る

と
思
う
。

古
く
よ
り
南
海
の
物
産
が
中
原
に
賓
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
考
え
れ
ば
、

シ
ナ
の
商
人
が
嶺
を
越
え
て
番
高
に
趨
む
い
た
こ
と
も
、

可
成
り
以
前
か
ら
で
あ
ろ
う
。
藤
田
博
士
の
研
究
に
依
れ
ば
、
漢
代
シ
ナ
人
の
南
海
に
関
す
る
知
識
は
、

ス
マ
ト
ラ
島
の
西
北
岸
や
イ
ン

ド
の
東
岸
、
ま
た
は
イ
ラ
ヲ
ヂ
河
の
上
疏
地
方
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
〈

3
0
も
と
よ
り
、

渓
代
に
初
め
て
こ
の
方
面
と
番
高
と
の
交
渉

が
始
っ
た
の
で
は
無
く
、

そ
れ
以
前
よ
り
そ
れ
ら
各
地
の
物
産
が
番
高
に
搬
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、

か
か
る
香
田
向
に
衆

積
さ
れ
た
南
海
の
物
産
が
、
嶺
を
越
え
て
先
づ
揚
子
江
流
域
へ
運
搬
さ
れ
、

シ
ナ
の
商
買
達
が
往
来
す
る
路
が
、
当
然
早
く
よ
り
聞
か
れ

て
い
た
筈
で
あ
る
。

嶺
南
地
方
を
劃
す
る
山
脈
が
、

た
と
へ
一
た
び
は
シ
ナ
民
族
の
進
出
を
阻
ん
だ
に
せ
よ
、
南
シ
ナ
が
い
か
に
多
く
の
困
難
な
条
件
に
あ

る
に
せ
よ
、
蒙
古
の
ご
と
く
シ
ナ
人
の
移
住
の
全
く
不
可
能
な
土
地
で
は
な
い
。

い
わ
ん
や
番
偶
の
ご
と
き
巨
利
を
博
す
る
に
好
適
な
中

心
地
の
魅
力
が
シ
ナ
人
を
、

ひ
き
つ
げ
る
に
於
て
は
な
ほ
さ
ら
で
あ
る
、
秦
始
・
孝
武
の
経
路
は
、

か
か
る
点
に
発
す
る
。



奏
始
皇
は
西
暦
前
一
二
四
年
(
始
皇
三
十
三
年
)
に
嶺
南
に
兵
を
加
え
て
、
南
海
・
桂
林
・
象
の
三
郡
を
設
置
し
た

2
1

し
か
し
後

に
漢
武
帝
が
置
い
た
朝
鮮
四
郡
が
韓
・
積
人
を
刺
激
し
て
激
し
い
抵
抗
を
受
け
た
よ
う
に
、
越
人
の
攻
撃
を
誘
発
し
た
。
始
皇
が
嶺
南
を

具
体
的
に
は
知
る
こ
と
が
で

経
略
し
た
経
過
は
、

お
そ
ら
く
江
西
・
湖
南
の
方
面
よ
り
、
広
東
省
に
軍
を
進
め
た
の
で
あ
ろ
う
(
び
が
、

与、

.

H

h

h

、o

a
cゅ
ん
、

v

円、.〉ロ

8
5
8口
氏
は
こ
れ
を
詳
述
せ
ら
れ
て
い
る
(
時
)
が
、

氏
の
採
り
あ
げ
ら
れ
た
准
南
子
・
人
間
訓
に
見
え
る
記
事
は
、

三
郡
の
設
置
さ
れ
て
後
に
越
人
の
執
拙
な
ゲ
リ
ラ
戦
が
行
わ
れ
て
、

秦
の
尉
の
屠
睦
が
殺
さ
れ
る
大
敗
を
招
い
た

2
)
の
で
、

こ
れ
に
備

え
る
た
め
に
益
々
屯
成
を
発
し
た
状
況
を
記
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
秦
の
経
略
は
嶺
南
全
域
に
お
よ
ん
だ
の
で
は
無
く
、
重
要
な

地
点
を
抑
え
て
郡
を
置
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
越
人
の
反
接
攻
撃
の
前
に
曝
さ
れ
て
、
遠
隔
の
地
で
あ
る
こ
と
と
相
待
っ
て
、
苦
心
努
力

の
結
果
存
続
し
得
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
統
一
早
々
に
し
て
大
事
業
を
強
行
し
過
ぎ
た
為
に
旺
胎
し
た
秦
の
矛
盾
は
、
南

海
郡
に
敏
感
に
伝
わ
り
、
顕
官
任
意
の
野
心
を
育
成
す
る
こ
と
に
な
り
、

か
く
て
秦
末
の
乱
に
乗
じ
た
嵩
の
意
志
を
睡
し
た
竜
川
の
令
組

陀
の
独
立
、
南
越
国
の
建
国
を
み
る
に
至
っ
た
。

組
陀
は
、
任
嵩
が
平
素
抱
い
て
い
た
野
心
を
彼
れ
に
依
っ
て
実
現
し
よ
う
と
嘱
望
し
た
人
物
だ
け
あ
っ
て
、
才
略
手
腕
に
秀
れ
て
い

考

た
。
始
皇
が
嶺
南
に
出
兵
し
て
三
郡
を
設
置
し
、
そ
の
後
た
と
へ
懸
命
の
努
力
を
は
ら
っ
た
に
せ
よ
、
ゲ
リ
ラ
戦
に
会
い
な
が
ら
も
存
続

南

し
得
た
主
因
は
、
越
人
が
散
居
し
、

い
わ
ゆ
る
「
百
越
」
の
状
態
で
、
必
ず
し
も
政
治
的
に
輩
固
な
結
集
を
と
げ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
同
じ
く
始
皇
が
、
北
秋
伺
奴
を
蒙
悟
に
依
っ
て
オ
ル
ド
ス
か
ら
撃
退
し
た
の
が
、
蒙
古
の
遊
牧
部
族
が
結
集
連
合
し
て
旬
奴
ウ

嶺

ル
ス
を
形
成
す
る
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
、

と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
越
人
を
、
完
壁
と
は
云
へ
な
い
ま
で
も
「
百
越

を
和
集
し
」
て
(
立
、
南
越
国
の
建
国
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

迅
速
に
秦
吏
を
諒
し
て
、

己
れ
の
党
を
以

南
海
郡
に
拠
っ
た
彼
は
、

45 

て
後
に
据
え
る
と
と
も
に
、
己
に
秦
が
滅
び
る
と
桂
林
・
象
郡
を
撃
ち
、
自
立
し
て
南
越
に
王
と
な
っ
た
。
桂
林
郡
や
象
郡
は
秦
の
滅
亡
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と
と
も
に
、
越
人
の
侵
窟
の
前
に
没
し
去
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
な
ら
ば
越
陀
は
こ
れ
を
撃
っ
て
併
せ
、
南
越
国
の
成
立
を
み
た
の

で
あ
っ
て
、
黄
屋
左
藤
し
制
を
中
国
と
等
し
く
し
南
越
哉
帝
を
称
し
て
、
嶺
南
に
小
シ
ナ
帝
国
を
築
き
、
長
抄
方
面
を
侵
し
な
が
ら
も
漢

よ
り
責
譲
せ
ら
れ
れ
ば
、
「
老
臣
、
妄
り
に
帝
号
を
矯
み
聯
か
以
て
自
ら
娯
し
む
の
み
」
と
か
〔
ぎ
、

「
老
夫
、
死
す
と
も
骨
腐
ら
ざ
ら
ん
、

号
を
改
め
て
敢
て
帝
と
為
ら
ざ
ら
ん
」
と
〔
珂
)
謝
罪
し
、
卑
下
し
て
「
蛮
夷
の
大
長
老
夫
大
臣
」
と
称
し
〈
却
)
な
が
ら
、

国
に
あ
っ
て
は
故

の
帝
号
を
称
し
て
は
ば
か
ら
ぬ
程
の
柔
軟
性
の
あ
る
不
即
不
離
の
外
交
を
以
て
、
漢
に
対
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
陀
が
老
猫
か
っ

越
人
を
統
治
結
集
す
る
手
腕
|
|
後
の
呂
嘉
の
属
し
た
ご
と
き
越
人
の
豪
家
も
統
御
し
た
の
で
あ
る
う
t

ー
ー
が
秀
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
且

つ
漢
が
初
期
に
は
国
内
に
多
く
の
難
問
を
抱
い
て
い
て
、
外
部
に
対
し
積
極
的
な
行
動
が
起
し
え
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
よ
く
約
百
年
間

独
立
を
維
持
し
得
た
の
は
、
南
越
の
地
が
連
互
す
る
山
脈
に
よ
っ
て
、
江
流
域
と
隔
離
さ
れ
た
別
天
地
で
あ
っ
た
、
こ
と
に
依
る
の
で
あ

ろ
う
。番

再
は
山
を
負
い
て
険
匝
な
り
、
南
海
は
東
西
数
千
里
あ
り
。
頗
ぶ
る
中
国
の
人
有
り
て
相
輔
け
な
ば
、
こ
れ
ま
た
一
州
の
主
た
ら

ん
、
以
て
国
を
立
つ
ベ
し

と
云
う
任
者
が
組
陀
に
説
い
た
言
(
む
は
、

嵩
に
独
立
の
決
心
を
窓
き
起
き
し
め
た
根
本
的
な
理
由
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
秦
と
の
「
道
を

絶
ち
兵
を
深
め
て
自
ら
守
れ
ば
」
以
て
、
忽
ち
南
シ
ナ
が
本
国
と
は
分
離
し
て
別
乾
坤
を
樹
立
し
得
る
地
理
的
条
件
に
あ
っ
た
、
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
南
越
国
が
独
立
す
れ
ば
、
天
然
の
要
害
は
漢
の
勢
力
が
容
易
に
と
れ
を
征
服
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
「
区
々
た
る

越
」
な
ど
と
云
う
も
の
の
、
呂
后
の
遺
し
た
隆
慮
侯
竃
の
漢
軍
は
、
暑
湿
に
会
っ
て
士
卒
の
疫
病
に
躍
る
者
が
多
く
、
遂
に
嶺
を
越
へ
ず

し
て
止
み

(g、
武
帝
は
南
越
討
伐
を
申
し
出
た
ト
式
を
嘉
賞
し
以
て
士
気
を
奮
い
立
た
せ
た
が
、

百
人
の
列
侯
の
内
に
こ
れ
に
応
ず
る



者
と
て
も
無
っ
た
(
幻
)
の
で
あ
る
。

回

先
秦
時
代
に
、
ま
づ
揚
子
江
涜
域
地
帯
と
南
シ
ナ
と
を
通
ず
る
道
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
番
高
に
集
ま
る
南
海
物
資
が
北
へ
搬
ば

れ
、
商
人
達
も
往
来
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
と
に
た
と
え
穫
の
ご
と
き
道
で
も
聞
け
て
い
た
筈
で
あ
る
。
西
方
よ
り
「
絹
の
道
」
が
黄
河
中

流
域
へ
通
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
南
方
よ
り
は
「
珠
・
象
牙
の
道
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
怪
し
む
に
足
り
無
い
の
で

あ
る
。揚

子
江
流
域
と
番
国
(
広
東
)
を
結
ぶ
に
は
当
然
、
湖
南
・
江
西
二
省
と
広
東
省
と
の
境
を
な
し
て
い
る
都
膳
嶺
・
諸
広
・
大
庚
嶺
・

九
連
の
諸
山
脈
を
越
へ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
山
脈
は
、
江
。
に
注
ぐ
湘
江
・
韓
江
の
二
大
川
と
、
広
東
で
海
に
入
る
卑
江
(
珠
江
)

の
支
流
と
の
分
水
嶺
を
な
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
古
く
彼
我
の
交
通
は
、
こ
の
川
を
遡
ぽ
り
又
は
川
に
沿
っ
て
上
り
、
分
水
嶺
を
越
へ
て

彼
方
の
川
の
水
源
に
出
て
、
流
れ
に
従
っ
て
下
る
の
で
あ
る
う
。
古
く
よ
り
呼
ば
れ
、
広
く
中
支
と
南
支
と
の
境
界
の
意
味
に
使
は
れ
る

考

よ
う
に
も
な
っ
た
「
五
嶺
」
と
は
、
と
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
往
来
の
要
衝
に
当
っ
た
分
水
嶺
上
の
峠
の
名
称
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

南

揚
子
江
の
流
域
で
古
く
栄
え
た
場
所
は
、
戦
国
楚
の
都
で
あ
っ
た
部
(
湖
北
省
江
陵
〉
な
ど
と
も
に
、
湘
江
に
沿
っ
た
長
沙
(
湖
南
省

長
沙
県
)
、
義
江
の
予
章
(
江
西
省
南
昌
県
)
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
(
勾
)
。

嶺

長
沙
は
「
卑
湿
に
し
て
寿
長
き
を
得
じ
」
(
与
な
ど
と
云
は
れ
な
が
ら
も
繁
栄
し
、
秦
の
長
沙
郡
治
の
所
在
地
で
あ
り
、
漢
初
は
功
臣
呉

丙
が
封
じ
ら
れ
、
嗣
絶
え
て
後
は
漠
室
の
一
族
の
封
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
沙
よ
り
湘
江
に
沿
っ
て
南
し
、
衡
山
・
雷
渓
を
経
て

47 

衡
陽
よ
り
湘
江
の
支
流
来
水
を
上
り
、
榔
を
経
て
五
嶺
の
一
つ
と
云
わ
れ
る
騎
回
嶺
を
越
え
、
宜
章
を
経
て
広
東
省
に
入
り
、
北
江
の
支



48 

流
武
水
の
上
流
に
出
る
、
武
水
に
よ
り
曲
江
を
経
て
北
江
に
入
り
、
南
し
て
広
東
に
達
す
る
の
で
、

い
ま
辱
漢
鉄
路
の
通
る
と
の
道
は
、

長
沙
と
広
東
を
結
ぶ
最
短
距
離
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
榔
よ
り
騎
田
嶺
を
越
え
て
広
東
省
の
連
州
江
(
謹
水
)
の
上
源
に
出
て
、
連
を
経
て
南
し
英
徳
の
南
の
連
江
口

で
北
江
に

λ
り
広
東
に
達
す
る
道
が
多
く
使
わ
れ
た
ら
し
い
。
西
暦
前
一
一
二
年
(
元
鼎
主
年
)
の
南
越
征
討
に
際
し
、
路
博
徳
が
桂
陽

(
榔
)
よ
り
発
し
て
腫
水
(
涯
水
・
謹
水
)
を
降
っ
て
番
寓
を
目
指
し
た
進
軍
路
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
通
路
の
東
に
あ
っ
て
は
、
南
昌
よ
り
広
東
に
達
す
る
路
で
あ
る
。
南
昌
よ
り
韓
江
を
遡
ば
り
、
吉
安
・
韓
州
を
経
て
、
支
流
の
章

水
を
上
り
大
庚
嶺
(
梅
嶺
関
)
に
よ
っ
て
広
東
省
に
入
り
、
漬
水
の
上
源
に
出
て
、
南
雄
・
始
興
を
経
て
北
江
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
武

帝
の
南
越
征
伐
の
際
に
、
予
章
を
発
し
た
揚
僕
は
、
演
水
す
な
わ
ち
横
浦
水
を
下
り
、
曲
江
(
韻
関
市
)
で
北
江
に
入
り
、
か
つ
て
の
始
興

県
に
あ
っ
た
尋
険
を
陥
れ
、
石
門
を
破
っ
て
越
の
船
粟
を
捕
獲
し
、
連
江
を
降
っ
て
来
る
路
博
徳
の
軍
と
合
流
す
べ
く
、
連
江
口
で
待
ち

受
け
た
の
で
あ
る
う
。

ま
た
、
予
章
と
嶺
南
と
の
関
係
で
重
要
な
点
は
、
閏
越
に
至
る
路
が
通
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
広
東
省
の
越
人
が
南
越
と
呼
ば
れ
て

い
た
の
に
対
し
、
福
建
省
の
越
人
は
闘
越
と
呼
ば
れ
、

と
く
に
闇
江
(
建
江
)
の
河
口
に
当
る
東
冶
(
福
州
)
は
、
闘
越
王
の
治
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
番
寓
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
近
隣
の
物
産
が
緊
ま
り
、
間
越
の
一
中
心
を
な
し
て
南
シ
ナ
の
沿
岸
で
は

番
国
に
次
ぐ
繁
栄
を
み
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
冶
と
江
流
域
と
を
結
ぶ
に
は
、
南
昌
よ
り
武
夷
山
を
越
へ
て
闘
江
の
上
流
に
出
る
l
1
1

南
昌
よ
り
撫
水
を
週
り
武
夷
山
脈
を
杉
嶺
あ
た
り
で
越
へ
、
閏
江
の
支
流
の
富
屯
渓
か
崇
渓
か
の
上
源
え
出
た
の
で
あ
ろ
う

!
l通
路
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

8)

以
上
の
路
の
外
に
、
最
も
西
に
あ
っ
て
広
東
に
達
す
る
の
は
、
長
沙
よ
り
湘
江
を
遡
ぼ
り
、
上
琉
で
右
折
し
た
本
流
に
沿
っ
て
零
陵
を



経
て
、
都
鹿
嶺
を
越
へ
て
広
西
省
に
入
り
、
全
や
興
安
・
桂
林
を
経
て
桂
江
に
よ
り
梧
州
に
出
で
、
西
江
に
よ
っ
て
達
す
石
も
の
で
あ

る
。
商
越
征
伐
に
際
し
て
、

A
A
船
・
下
属
二
将
軍
が
、
零
陵
よ
り
出
て
或
い
は
離
水
を
下
り
、
或
い
は
蒼
悟
に
抵
っ
た
、
と
い
う
の
は
ζ

れ
で
、
前
者
は
湖
南
永
州
府
(
零
陵
)
よ
り
桂
林
あ
た
り
で
灘
水
(
離
水
)
を
遡
ぽ
り
桂
江
に
よ
っ
て
梧
測
(
蒼
梧
)
に
達
し
、
後
者
は

桂
林
よ
り
更
に
西
し
て
柳
江
に
依
り
桂
平
(
簿
州
)
を
経
て
蒼
梧
に
抵
り
、
両
軍
合
流
し
て
香
国
を
目
指
し
て
東
進
し
た
も
の
で
あ
ろ

λ
ノ
F
川
崎

)
O

江
流
域
の
長
沙
・
予
章
と
番
国
を
結
ぶ
路
と
し
て
は
、
今
ま
で
述
べ
来
っ
た
数
路
が
聞
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
初
の
長

沙
よ
り
武
水
に
出
る
路
は
、
番
問
に
達
す
る
最
短
距
離
で
は
あ
る
が
、

長
抄
よ
り
広
東

聞
け
た
の
は
や
や
遅
か
っ
た
ハ
む
と
い
う
の
で
、

省
の
連
州
、
江
、
ま
た
は
広
西
省
の
桂
江
の
上
流
に
出
て
、
そ
れ
ぞ
れ
川
に
よ
っ
て
南
す
る
も
の
と
、
予
章
よ
り
広
東
省
の
禎
水
の
上
流
に

出
て
、
北
江
を
利
用
す
る
も
の
と
の
三
路
が
、
主
要
路
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
う
。
す
べ
て
武
帝
が
南
越
討
伐
に
際
し
、
番

国
を
目
指
す
諸
将
の
進
軍
路
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

韓
千
秋
の
失
敗
に
懲
り
て
十
万
を
動
員
し
(
号
、

万
全
を
期
し
た
王
帥
堂
々
の

進
軍
路
が
、
古
く
よ
り
開
か
れ
て
当
時
に
至
る
ま
で
最
も
多
く
利
用
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
、
に
依
っ
た
こ
と
は
疑
ひ
無
い
の
で
あ
る
。

考

五

南

嶺
南
が
山
脈
に
依
っ
て
隔
て
ら
れ
て
、

一
地
域
を
な
し
て
い
た
の
は
、
山
東
ま
た
は
江
・
析
の
方
面
よ
り
沿
岸
に
沿
っ
て
の
海
路
が
、
，

嶺

頗
ぶ
る
拓
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
陸
の
民
で
あ
る
シ
ナ
人
は
、
交
通
路
と
し
て
河
川
を
刺
用
し
、
運
河
を
聞
い
て
川
を
連
げ

た
り
、
狭
隆
の
谷
を
閉
塞
し
た
り
し
て
交
通
に
便
な
ら
し
め
る
こ
と
に
は
頗
る
長
じ
て
い
る
が
、
海
洋
を
航
す
る
こ
と
は
特
技
で
は
無

49 

ぃ
。
そ
れ
に
較
べ
れ
ば
越
人

l
!と
く
に
海
浜
に
住
ん
だ
|
|
は
海
上
を
行
く
こ
と
は
、
は
る
か
に
優
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
漢
の
南
越
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征
伐
の
際
に
、
閏
越
王
無
諸
が
漢
軍
に
応
じ
て
出
兵
し
、
福
建
省
の
南
岸
を
航
し
て
番
馬
に
向
っ
た
が
、
掲
陽
(
広
東
省
掲
陽
県
)
に
至

っ
て
風
波
の
た
め
進
み
難
い
の
を
口
実
と
し
て
、
形
勢
を
観
望
し
て
い
た
(
ヲ
こ
と
な
ど
は
、
そ
れ
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
漢
の
海
軍
は
、
南
越
討
伐
の
後
に
東
越
を
討
っ
た
と
き
に
、
横
海
将
軍
韓
説
が
匂
章
(
斯
江
省
慈
叡
知
県
)
よ
り
海
路
を
漸
江
・
福
建
の

沿
岸
を
航
し
て
闘
越
の
墳
に
入
り
、
陸
路
の
漢
軍
が
未
だ
到
着
せ
ぬ
う
ち
に
闘
越
王
余
善
を
殺
し
た
居
股
等
の
降
を
受
け
る
功
を
立
て
て

い
る
(
初
)
が
、
お
そ
ら
く
は
闘
越
は
山
険
を
掘
し
て
防
ぐ
こ
と
を
主
と
し
、
海
路
来
征
す
る
こ
と
を
予
期
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、
漢
と
し
て
は
思
は
ぬ
効
を
奏
し
た
と
い
う
べ
き
で
、
主
力
が
武
夷
山
を
越
へ
て
進
む
陸
軍
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

前
年
の
南
越
征
伐
に
は
海
軍
は
全
く
使
は
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

名
称
は
未
だ
拓
か
れ
て
い
な
い
新
海
路
を
按
じ
拓
い
た
、
す
な
は
ち
察
行
し
た
意
味
で
、
附
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
ろ
か
。
い
ず
れ

こ
の
軍
功
に
よ
っ
て
韓
説
は
案
道
侯
に
封
じ
ら
れ
た
宕
〕
が
、
と
の

に
し
て
も
、
こ
の
頃
ま
で
シ
ナ
大
陸
の
沿
岸
を
南
下
し
て
、
番
高
は
も
と
よ
り
東
冶
に
達
す
る
海
路
は
、
充
分
拓
け
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

海
路
が
以
上
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
専
ば
ら
陸
路
に
依
っ
た
と
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
元
来
路
が
川
に
沿
っ
て
上
り
、
分
水

嶺
を
越
へ
て
彼
方
の
上
流
に
出
て
、
そ
れ
に
沿
っ
て
下
る
こ
と
に
依
っ
て
往
来
が
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
う
か
ら
、
河
川
が
交
通
運
輸
に

果
し
た
役
割
り
は
、
頗
る
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

南
越
征
伐
に
際
し
て
、
式
帝
は
西
南
夷
夜
郎
の
住
地
で
あ
る
貴
州
省
遵
義
方
面
よ
り
南
し
て
枠
制
江
(
北
盤
江
)
に
よ
っ
て
、
す
な
は

ち
都
泥
江
よ
り
北
盤
江
に
入
り
西
江
を
下
っ
て
番
高
を
襲
は
ん
と
し
た
。
そ
の
動
機
は
西
暦
前
一
三
五
年
(
建
元
六
年
)
に
東
越
を
撃
つ

た
玉
恢
に
命
ぜ
ら
れ
て
南
越
を
暁
し
に
趨
い
た
唐
蒙
が
、
萄
(
四
川
省
)
に
産
す
る
拘
醤
を
饗
せ
ら
れ
、
長
安
に
帰
っ
て
萄
の
商
人
に
問

ぃ
、
拘
醤
が
萄
よ
り
夜
郎
に
売
却
せ
ら
れ
、
南
越
は
財
物
を
以
て
夜
郎
を
役
属
し
て
い
た
の
で
、
枠
制
江
に
よ
り
番
圏
一
に
搬
ば
れ
て
い
る



こ
と
を
知
り
、
武
帝
に
対
し
南
越
征
伐
の
進
軍
路
と
し
て
提
案
し
た
の
に
依
る
(
ち
の
で
あ
る
。

唐
蒙
は
命
じ
ら
れ
て
巴
萄
・
特
よ
り
入

り
夜
郎
侯
多
聞
に
会
い
愉
し
従
は
せ
、
さ
ら
に
枠
制
江
を
指
し
て
道
を
聞
き
、
南
越
が
叛
す
る
と
兼
て
よ
り
の
巴
・
萄
・
夜
郎
の
兵
を
以

て
特
明
江
よ
り
番
再
に
向
う
案
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
土
人
の
叛
抗
に
よ
り
期
遅
れ
て
間
に
合
は
な
か
っ
た
ら
d
o

し
か
し
、
こ
の

路
は
前
に
述
べ
た
も
の
に
比
べ
れ
ば
遥
か
に
遠
く
、
か
っ
未
だ
完
全
に
服
従
し
て
い
な
い
四
川
省
南
部
を
過
ぎ
ね
ば
な
ら
ぬ
ρ

西
南
夷
の

征
服
は
司
馬
相
如
等
の
努
力
を
以
て
し
て
も
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
武
帝
が
唐
蒙
の
建
策
を
容
れ
た
の
は
、
身
毒
(
イ
ン
ド
)

へ
達
す
る
道
を
求
め
て
西
南
夷
を
経
略
し
た
ご
と
く
、
未
知
の
世

界
に
達
す
る
新
し
い
道
の
発
見
に
強
い
関
心
を
有
っ
て
い
た
の
に
も
依
る
の
で
あ
る
う
が
、
す
で
に
南
越
征
伐
を
決
意
し
て
い
た
帝
を
動

か
し
た
の
は
、
唐
蒙
の
言
に
み
え
る

船
を
特
判
江
に
浮
ぺ
て
、
そ
の
不
意
に
出
で
な
ば
、
こ
れ
越
を
制
す
る
の
一
奇
な
り

と
い
う
南
越
国
の
意
表
を
衝
く
策
戦
上
の
こ
と
も
あ
ろ
う
が

考

今
、
長
沙
・
予
章
を
以
て
往
か
ば
、
水
道
の
絶
ゆ
る
多
く
、
行
く
こ
と
難
か
ら
ん

と
い
ひ
、
枠
制
江
に
つ
い
て
は

南

特
例
江
は
広
さ
数
毘
あ
り
て
、
香
馬
の
城
下
に
出
づ

と
か

嶺

夜
郎
は
特
朝
江
に
臨
め
り
、
江
の
広
さ
は
百
余
歩
あ
り
て
、
以
て
船
を
行
る
に
足
る

と
い
う
に
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
四
川
・
貴
州
方
面
よ
り
枠
制
江
を
利
用
す
る
路
は
、
江
の
流
域
よ
り
広
東
に
達
す
る
に
は
あ
ま
り
に
迂
遠
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で
は
あ
っ
た
が
、
な
を
こ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
前
に
あ
げ
た
数
路
が
決
し
て
便
利
で
無
っ
た
こ
と
を
示
す
、
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
専
ば
ら
湖
南
・
江
西
の
方
面
よ
り
広
東
へ
、
あ
る
も
の
は
広
西
を
経
て
広
東
へ
、
達
す
る
の
が
往
古
の
路
と
す
れ
ば
、
と
れ

ら
は
い
ず
れ
も
川
に
沿
っ
て
拓
か
れ
た
も
の
、
仰
は
ち
川
に
沿
っ
て
上
り
省
境
の
分
水
嶺
を
越
へ
て
、
彼
方
の
川
の
上
源
に
出
て
川
に
沿

っ
て
下
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
川
が
交
通
・
運
輸
に
多
く
利
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
う
。

唐
蒙
は
特
軒
江
の
水
の
豊
富
な
こ
と
を
説
ひ
て
、
利
用
す
べ
き
を
勧
め
た
が
、
南
越
の
征
討
に
際
し

江
・
准
以
南
の
楼
船
、
十
万
の
師
を
し
て
往
い
て
之
を
討
た
し
む

と
い
う
、
「
伏
波
将
軍
」
路
博
徳
、
「
楼
船
将
軍
」
楊
僕
、
故
の
帰
義
越
侯
二
人
が
「
曳
船
・
下
属
将
軍
」
(
ち
な
ど
と
い
う
将
軍
達
に
冠
せ

ら
れ
た
名
称
が
、
こ
の
時
す
べ
て
水
路
を
進
ん
だ
と
と
を
示
し
て
い
る
。
後
に
楊
僕
が
や
は
り
楼
船
将
軍
と
し
て
斉
よ
り
樹
海
に
、
浮
ん
で

朝
鮮
の
征
討
に
趨
む
い
て
い
る
品
)
の
は
、
こ
の
と
き
の
経
験
を
買
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
う
。

武
帝
は
夙
に
南
越
征
伐
の
準
備
と
し
て
、

上
林
苑
の
毘
明
池
を
修
築
し
、
楼
船
を
造
っ
て
水
戦
を
習
は
せ
品
)
て
い
る
し
、
斉
の
相
の
ト
式
は

臣
、
願
く
は
父
子
も
て
斉
の
船
に
習
へ
る
者
と
、
往
い
て
南
越
に
死
せ
ん

G〉

と
い
ひ
、
武
帝
を
感
激
ぜ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
c

も
と
よ
り
越
の
方
で
も
船
を
用
い
た
こ
と
は
、
北
江
に
乗
り
入
っ
た
楊
僕
が
南
越
側

の
船
粟
を
捕
獲
し
て
い
る
ゐ
)
こ
と
で
明
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
河
川
が
交
通
路
と
し
て
使
は
れ
れ
ば
、
重
要
な
交
通
路
と
し
て
、
河
川
の
修
理
開
撃
が
行
は
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ

ぅ
。
と
く
に
戦
時
の
食
糧
・
兵
士
の
輸
送
に
於
て
は
尚
更
で
、
厳
安
の
上
書
に
は

ま
た
尉
位
・
屠
雌
を
し
て
、
楼
船
の
士
を
率
い
て
南
の
か
た
な
る
百
越
を
攻
め
し
め
、
監
禄
を
し
て
渠
を
撃
っ
て
糧
を
運
び
、
深
く
越

に
入
ら
し
む
ゐ

と
み
え
る
が
、
河
川
を
利
用
す
る
以
上
、
こ
の
と
き
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
c
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と
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
番
寓
と
長
沙
・
予
章
、
嶺
南
と
江
の
流
域
と
を
結
ぶ
交
通
路
は
、
河
川
を
主
と
し
て
刺
用
し
、
い
く
つ

か
は
聞
か
れ
て
は
い
た
が
、
困
難
で
あ
っ
て
彼
我
の
往
来
は
決
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
嶺
南
は
江
琉
域
と
隔

離
さ
れ
、
長
期
に
一
旦
っ
て
別
世
界
を
形
成
し
た
と
と
が
了
解
さ
れ
る
。

た
め
に
南
越
国
の
成
立
後
は
シ
ナ
と
の
貿
易
も
、
漢
が
北
方
の
伺
奴
に
対
し
、
長
城
を
境
界
と
し
て
そ
の
一
定
の
場
所
に
「
関
市
」
を

設
け
て
有
無
の
交
換
を
行
っ
た
よ
う
に
、
国
境
で
あ
る
嶺
上
に
「
関
市
」
を
設
定
し
貿
易
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
目
后
の
代
に
有
司
達
が

請
ふ
て
、
関
市
に
於
て
交
易
ロ
聞
と
し
て
の
鉄
器
を
田
器
・
馬
牛
羊
な
ど
と
共
に
禁
制
し
た
品
)
た
め
に
、
主
の
趨
陀
は
境
を
接
し
て
い
る
長

抄
王
の
建
策
と
思
い
込
み
、
長
抄
の
辺
邑
を
冠
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
南
越
の
叛
し
た
と
き
に
、
討
伐
の
先
鋒
を
つ
と
め
た
韓
千
秋
を

奇
計
を
以
て
敗
死
せ
し
め
た
南
越
の
宰
相
呂
嘉
が
、
漢
の
使
者
の
節
を
函
封
し
て
、
「
塞
」
上
に
置
い
て
漢
を
那
っ
た
の
も
、
こ
の
あ
た
り

で
あ
ろ
う
。
関
市
は
南
越
・
旬
奴
と
も
に
無
統
制
な
交
易
が
、
紛
擾
を
惹
き
起
す
の
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、

一
つ
に
は
輸
出
品

考

に
統
制
を
加
え
、
他
国
の
強
大
化
を
阻
止
す
る
た
め
で
、
旬
奴
と
の
闘
が
「
馬
笥
関
」
と
呼
ば
れ
一
定
の
馬
や
武
器
を
禁
制
品
と
し
た
よ

う
に
、
南
越
に
対
し
鉄
の
輸
出
を
禁
止
し
た

(
C
の
で
あ
る
c

西
暦
前
一
一
一
二
年
(
漢
元
鼎
四
年
)
に
南
越
王
嬰
斉
は
、
使
者
を
遣
し
て

南

漢
の
使
者
を
送
る
と
と
も
に
内
属
を
願
い
、
同
時
に
「
辺
関
」
の
撤
廃
を
懇
請
し
た
&
)
の
で
あ
る
。

と
れ
を
以
て
考
え
れ
ば
、
南
越
国

嶺

は
シ
ナ
が
漠
代
す
で
に
鉄
器
時
代
に
入
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
北
方
の
旬
奴
が
青
銅
器
文
化
の
段
階
に
あ
っ
て
、
西
暦
八
十
三
年
の
馬
努

関
の
廃
止
に
依
っ
て
鉄
器
が
普
及
す
る
に
至
っ
た
る
)
ご
と
く
、
鉄
器
は
専
ら
漢
に
仰
ぎ
、

一
般
に
は
青
銅
器
が
行
は
れ
て
い
て
、

未
だ
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に
青
銅
器
文
化
の
段
階
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
文
化
に
於
て
も
江
流
域
と
は
違
っ
た
世
界
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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七

.
以
上
の
ご
と
く
考
察
し
て
く
る
と
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
河
・
江
の
流
域
地
帯
に
対
し
て
五
嶺
が
嶺
南
地
方
に
果
し
た
役
割
り

は
、
万
里
の
長
、
城
が
蒙
古
を
劃
し
て
為
し
た
そ
れ
と
、
頗
る
相
似
し
て
い
る
。

し
か
し
、
た
と
へ
嶺
南
は
摩
畑
の
地
で
あ
る
に
し
て
も
、
ゴ
ピ
砂
漠
や
草
原
の
よ
う
に
シ
ナ
人
の
移
往
発
展
を
、
全
た
く
拒
否
す
る
こ

と
は
無
い
。
漢
の
武
帝
が
南
越
国
を
滅
ぼ
し
て
郡
県
を
設
け
て
よ
り
、
政
治
的
に
シ
ナ
民
族
の
南
下
を
拒
む
こ
と
は
無
っ
た
。
そ
れ
に
も

関
は
ら
ず
嶺
南
が
中
原
と
同
様
に
開
発
さ
れ
て
、
名
実
と
も
に
シ
ナ
の
内
地
の
一
部
と
な
る
の
に
は
、
数
世
紀
ま
た
は
十
数
世
紀
の
長
い

期
聞
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
福
建
省
が
聞
け
た
の
は
南
宋
の
臨
安
(
杭
州
)
に
莫
都
し
て
よ
り
で
あ
り
、
広
東
省
の
シ
ナ
化
は
唐
代

大
い
に
進
み
、
広
西
省
に
至
つ
て
は
元
・
明
ま
た
は
清
朝
に
至
っ
て
始
め
て
成
っ
た
と
い
は
れ
る
。

思
え
ば
シ
ナ
本
土
の
広
大
な
る
と
は
い
え
、
旺
盛
な
シ
ナ
人
の
発
展
力
・
同
化
力
を
以
て
し
て
、
な
お
嶺
南
が
こ
の
よ
う
に
長
期
に
亘

っ
て
、
開
発
を
遅
ら
せ
て
い
た
こ
と
は
、
や
は
り
古
く
秦
・
漢
の
時
代
よ
り
嶺
南
は
「
外
卑
」
と
し
て
地
理
的
に
一
地
域
を
形
成
し
て
い

た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

唐
の
苓
参
の
「
張
子
が
南
海
に
尉
た
る
を
送
る
」
の
詩
に

南
州
の
尉
た
る
を
択
ば
ざ
り
し
は
、
高
堂
老
親
あ
れ
ば
な
り
。
楼
台
・
震
気
重
な
り
、
邑
皇
鮫
人
に
雑
は
る
。
海
は
暗
し
三
山
の
雨
、

花
は
明
か
な
り
五
嶺
の
春
。
こ
の
郷
に
宝
玉
多
し
と
、
慎
ん
で
清
貧
を
厭
ふ
勿
れ
(
叫
)
O

と
-
以
て
唐
代
に
於
て
す
ら
中
原
の
人
士
が
、
嶺
南
を
い
か
に
視
て
い
た
か
知
る
べ
し
で
あ
る
。
あ
な
が
ち
詩
人
の
繊
細
な
感
情
の
発
露

と
の
み
、
解
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
ど
思
う
の
で
あ
る
。

(
昭
和
三
七
・
一
・
廿
日
}
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訓

(
9
)
松
田
寿
男
博
士
「
国
内
氏
の
玉
と
江
漢
の
珠
」
〔
東
西
交
渉
史
論
・
上
)
一
七
一
一
一

l
五
頁

(
叩
)
漢
書
・
巻
九
五
・
両
号

(
日
)
史
記
・
巻
九
七
・
陸
寅

(
ロ
〉
「
前
漢
に
於
け
る
西
南
海
上
の
記
録
」
(
東
西
交
渉
史
の
研
究
・
上
)

(
日
)
異
説
の
あ
っ
た
始
皇
の
嶺
南
経
略
の
年
に
つ
い
て
は
、
始
皇
三
十
三
年
(
西
暦
前
二
一
四
年
)
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
河
原
正
博
氏
の
論
文
で
決

定
し
て
い
る
。
「
秦
の
始
皇
の
嶺
南
経
略
ー
ー
そ
の
年
代
を
中
心
と
し
て

l
l」
(
法
政
大
学
文
学
部
記
要
・

1
・
史
学

ω)

(
U
)
桑
田
六
郎
氏
「
南
洋
上
代
史
雑
考
・
一
・
奈
の
三
郡
と
漢
の
九
郡
」
(
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
・
第
三
巻
)
一
頁

(
日
)
註
凶
第
三
章
・
輯
子
史
文
・
四
四
|
四
七
頁

(
国
)
河
原
氏
は
、
こ
れ
を
始
皇
三
十
五
年
(
西
暦
前
二
一
一
一
年
)
に
当
て
ら
れ
、
准
南
子
に
見
え
る
記
事
を
、
五
軍
の
配
置
を
記
し
た
も
の
と
解
さ

れ
て
い
る
註
問
。
ま
さ
に
記
事
中
の
鱒
城
の
嶺
、
九
疑
の
塞
・
番
目
円
の
都
・
南
野
の
界
・
余
干
の
水
、
な
ど
と
云
う
名
称
は
、
秦
の
五
軍
が
進

発
し
た
地
名
と
は
解
し
難
く
、
ゲ
リ
ラ
戦
を
抑
圧
す
ベ
く
駐
屯
し
た
場
所
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

。
宮
山
口
同
.
回

。向。
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(
げ
)
漢
書
・
両
勢

漢
高
祖
は
陸
買
を
遣
は
し
て
越
陀
を
南
男
王
に
封
じ
て
「
百
号
を
和
輯
」
(
顔
師
は
輯
を
集
な
り
と
註
す
)
せ
し
め
、
辺
害
無
か
ら
し
b
た。

百
越
の
名
称
は
他
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
越
人
散
居
の
状
態
か
ら
か
く
呼
ば
れ
た
も
の
で
、
陀
に
よ
る
建
国
が
越
人
部
落
の
糾
合
に
よ
り
成
っ

た
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

(
問
)
(
却
)
(
幻
)
(
辺
)
史
記
・
巻
一
一
三
・
南
越
尉
佑

(
m
m
)

漢
書
・
両
碧

(
お
)
史
記
・
巻
一
二
九
・
貨
殖
列
伝
に
、
南
楚
と
し
て
予
章
と
長
沙
と
を
衡
山
・
九
江
・
江
南
と
共
に
あ
げ
、
予
ヰ
早
は
黄
金
を
出
だ
し
長
沙
は
連
錫

を
出
だ
す
、
と
あ
る
。

(
M
)
史
記
・
巻
一
一
二
・
買
誼

ま
た
同
書
・
貨
殖
列
伝
に
「
江
南
は
卑
淫
に
し
て
丈
夫
早
く
夫
す
」
と
あ
る
。

(
お
)
江
流
域
の
予
章
よ
り
関
越
の
東
冶
(
福
州
)
に
達
す
る
古
代
の
通
路
は
、
詳
し
く
は
知
り
難
い
。
南
越
滅
亡
後
に
漢
軍
が
東
越
を
撃
つ
た
め
の

進
軍
路
も
容
易
に
考
定
し
難
く
、
こ
こ
に
述
べ
た
の
は
推
定
に
止
ま
る
。

(
部
)
松
田
博
士
は
、
こ
の
路
を
江
中
流
す
な
は
ち
剤
と
嶺
南
を
通
ず
る
大
道
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
「
馬
氏
の
玉
と
昆
喬
の
珠
」
(
東
西
交
渉
史
論
・

上
)
一
九
頁
。
秦
の
桂
林
郡
が
柁
林
に
置
か
れ
た
の
も
、
先
秦
時
代
よ
り
こ
の
通
路
が
聞
か
れ
、
重
要
な
地
と
し
て
桂
林
が
繁
栄
し
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
南
越
征
伐
の
際
に
文
船
将
軍
厳
と
下
属
将
軍
祖
広
明
(
漢
紀
に
よ
る
)
と
が
、
軍
を
分
っ
て
進
ん
だ
こ
と
は
、
漢
書
・
武
帝
紀

に
み
え
る
。
本
文
の
進
軍
-
路
は
こ
れ
に
よ
っ
て
考
へ
た
。

(
訂
)
徐
松
石
氏
著
・
井
出
季
和
太
氏
訳
「
南
支
那
民
族
史
」
第
十
七
章
・
嶺
南
の
開
拓
・
八
、
嶺
南
往
時
の
交
通
・
一
九
O
頁
。
本
書
は
「
努
江
流

域
人
民
史
」
民
国
二
十
八
年
刊
の
和
訳
で
あ
る
。

(
却
)
韓
千
秋
は
わ
ず
か
二
千
の
兵
を
以
て
南
越
征
伐
の
先
鋒
を
つ
と
め
た
が
、
越
人
に
誘
は
れ
て
深
く
入
り
臨
加
減
さ
れ
た
。
(
史
記
・
南
越
尉
佑
)

(
却
)
(
却
)
(
幻
)
史
記
・
巻
一
一
四
・
東
越

(
位
)
(
お
)
史
記
・
巻
一
一
六
・
西
南
夷

(担

)
h
X
船
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
干
支
を
載
し
た
軍
船
の
意
で
あ
ろ
う
e

下
属
(
史
記
・
東
越
)
は
漢
書
・
両
警
に
は
下
瀬
に
作
る
。
服
度
は
瀬
を

鴻
と
し
、
呉
越
に
て
之
を
瀬
と
謂
ひ
中
国
之
を
積
と
謂
う
(
漢
書
註
)
と
云
へ
ば
、
急
端
を
下
る
と
云
う
意
味
で
命
名
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う



考

(
お
)
史
記
・
巻
九
五
・
朝
鮮

へ
お
)
上
林
苑
内
の
昆
明
池
は
、
元
来
、
雲
南
省
の
漠
王
を
討
つ
た
め
に
水
戦
の
演
習
用
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
史
記
・
平
準
書
に
「
是
の
と

き
越
は
漢
と
船
を
用
っ
て
戦
逐
せ
ん
欲
し
た
れ
ば
、
.
乃
は
ち
大
い
に
昆
明
の
池
を
修
め
云
々
」
と
あ
っ
て
、
武
帝
は
水
軍
を
以
て
南
越
を
攻
め

ん
と
決
心
し
演
習
を
行
は
せ
た
の
で
あ
る
。
滝
川
亀
太
郎
博
士
は
、
批
附
観
を
為
す
に
過
ぎ
ず
、
と
解
さ
れ
た
(
史
記
会
注
考
証
)
が
、
賛
し
得

亡
、
。

必山

H
L

(
訂
)
史
記
巻
三

0
・
平
準

(
部
)
史
一
記
・
南
越
尉
位

(
却
(
史
記
・
巻
一
三
了
主
父
僅

(
却
)
(
位
)
漢
書
・
両
磐

漢
が
南
越
国
に
対
し
輸
出
を
禁
じ
た
品
目
、
お
よ
び
南
越
国
が
漢
に
辺
関
の
撤
廃
を
願
っ
た
こ
と
、
い
ず
れ
も
越
佑
が
文
帝
に
遺
っ
た
書
翰

中
に
見
え
て
い
る
。

(
似
)
越
佑
の
室
田
翰
に
『
「
も
し
(
南
越
に
馬
牛
羊
を
)
予
う
る
な
ら
ば
、
牡
を
予
え
牝
を
与
う
る
勿
れ
」
と
、
老
夫
は
僻
に
処
り
馬
牛
羊
の
歯
は
己

に
長
ぜ
り
』
云
々
と
あ
り
(
漢
書
・
両
易
)
、
旬
奴
に
対
し
て
は
、
「
も
と
馬
の
高
さ
五
尺
六
寸
、
歯
未
だ
平
か
な
ら
ざ
る
も
の
と
、
毎
十
石
以

上
は
皆
関
を
出
す
を
得
。
さ
り
き
(
漢
書
・
昭
帝
紀
の
始
元
五
年
の
馬
奮
闘
廃
止
の
条
に
対
す
る
孟
康
の
註
)
と
あ
る
。

(
時
)
江
上
波
夫
氏
「
馬
湾
関
と
旬
奴
の
鉄
器
文
化
」
(
ユ
ウ
ラ
シ
ア
古
代
北
方
文
化
)
コ
二
六
頁
。

(
組
)
唐
詩
選
・
巻
三
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