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一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国（

1
）

│
│
い
わ
ゆ
る
�
和
下
西
洋
を
め
ぐ
っ
て
│
│

上

田

信

は
じ
め
に

�
和
と
い
う
と
、
一
五
世
紀
前
半
に
中
国
か
ら
出
帆
し
、
南
シ

ナ
海
・
イ
ン
ド
洋
に
お
い
て
大
航
海
を
成
し
遂
げ
た
人
物
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
格
に
つ
い
て
は
そ
の
業
績
に

比
し
て
、
残
さ
れ
た
情
報
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
海
軍

の
退
役
軍
人
は
、
断
片
的
な
情
報
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
�
和
が
率

い
た
艦
隊
が
ア
フ
リ
カ
南
端
の
喜
望
峰
を
東
か
ら
西
に
廻
り
、
コ

ロ
ン
ブ
ス
よ
り
も
先
に
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
到
達
し
、
世
界
を
一
周

し
て
い
た
と
い
う
説
を
と
な
え
た
（
2
）
。
そ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

著
作
は
、
世
界
で
驚
異
的
な
発
行
部
数
を
上
げ
て
は
い
る
が
、
学

界
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
学
術
的
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
事
態
を
招
い
た
最
大
の
理
由
は
、
�
和
と
そ
の
遠
征
に
関

す
る
公
文
書
が
、
明
朝
の
官
僚
の
手
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
闇
の
な
か
か
ら
�
和
と
い
う
人
格
を

す
く
い
上
げ
る
た
め
に
は
、
確
実
な
素
材
に
立
ち
返
っ
て
、
推
測

の
幅
を
勘
案
し
な
が
ら
、
仮
説
を
積
み
上
げ
て
い
く
慎
重
さ
が
求

め
ら
れ
る
（
3
）
。

「
�
和
」
と
し
て
の
人
格
に
つ
い
て
、
明
朝
の
正
史
『
明
史
』

は
、
そ
の
巻
三
百
四
、
列
伝
第
一
百
九
十
二
「
宦
官
一
」
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

�
和
、
雲
南
人
、
世
に
い
う
と
こ
ろ
の
三
保
太
監
そ
の
人
で

あ
る
。
は
じ
め
燕
王
（≠

朱
棣
（
4
）
）
に
そ
の
藩
邸
で
つ
か
え
、

兵
を
起
こ
す
こ
と
に
従
っ
て
功
が
あ
り
、
か
さ
ね
て
抜
擢
さ

れ
て
太
監
と
な
っ
た
。
成
祖
（≠

朱
棣
、
永
楽
帝
）
は
恵
帝

（≠
朱
允

・
建
文
帝
）
が
海
外
に
亡
命
し
た
と
疑
い
、
そ

の
跡
を
追
お
う
と
欲
し
、
か
つ
武
力
を
異
域
に
輝
か
せ
て
、

中
国
が
富
強
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
欲
し
、
永
楽
三
年

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

三
一
（
三
一
）



（
一
四
〇
五
）
六
月
に
、
和
と
そ
の
甥
の
王
景
弘
な
ど
に
命

じ
て
、
西
洋
に
使
節
と
し
て
派
遣
し
た
。

引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
、
遠
征
の
概
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
明
史
』
の
記
載
か
ら
窺
う
こ
と
の
で
き
る
こ
と
は
、
�
和
が
雲

南
の
出
で
あ
る
こ
と
、
世
間
で
「
三
保
太
監
」
と
呼
び
習
わ
さ
れ

て
い
る
人
物
で
あ
る
こ
と
、
朱
棣
（≠

永
楽
帝
）
が
、
ま
だ
燕
王

と
し
て
北
京
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
と
き
に
、
そ
の
藩
邸
で
事
え
て

い
た
こ
と
、
靖
難
の
役
（
一
三
九
九
〜
一
四
〇
二
年
）
で
第
二
代

皇
帝
の
朱
允

（≠

建
文
帝
）
を
倒
し
た
と
き
に
功
績
が
あ
り
、

宦
官
の
最
高
位
で
あ
る
太
監
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

『
明
史
』
は
い
わ
ゆ
る
「
�
和
下
西
洋
」
と
い
う
事
績
を
、
中

国
王
朝
の
視
点
か
ら
記
述
す
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
が
率
い
た
艦
隊

が
訪
れ
た
「
西
洋
」、
す
な
わ
ち
南
シ
ナ
海
お
よ
び
イ
ン
ド
洋
と

い
う
海
域
世
界
か
ら
見
た
場
合
、
彼
の
事
績
は
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
�
和
の
出

自
を
記
し
た
一
基
の
石
碑
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
雲
南
省
晋

寧
県
に
あ
る
�
和
公
園
内
の
�
和
の
父
親
の
墓
の
前
に
立
っ
て
い

る
「
故
馬
公
墓
誌
銘
」
と
記
さ
れ
た
石
碑
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
碑
文
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
海
域
世
界
の
側
か

ら
見
た
�
和
の
事
績
に
つ
い
て
、
一
つ
の
仮
説
を
展
開
す
る
こ
と

と
し
た
い
。
な
お
、
以
下
で
は
�
和
の
「
�
」
姓
は
、
朱
棣
か
ら

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
記
述
に
あ
た
っ
て
は
本

名
を
記
す
と
い
う
本
稿
執
筆
の
原
則
に
照
ら
し
て
、「
和
」
と
し

た
い
。

故
馬
公
墓
誌
銘
の
謎

「
故
馬
公
墓
誌
銘
」
が
刻
ま
れ
た
石
碑
は
、
高
さ
一
六
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
九
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
一
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
砂
岩
で
、
雲
南
省
晋
寧
県
か
ら
東
北
に
数
百
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
和
代
村
に
立
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
碑
文
を
日
本
語
訳
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
原
文
は
本
文
末
に
掲
げ
、
本
文
中

の
議
論
を
進
め
る
た
め
に
、
碑
文
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
共
通
の
番

号
を
付
す
。

ハ
ッ
ジ

①
公
（
和
の
父
）
の
字
は
哈
只
、
姓
は
馬
氏
、
代
々
雲
南
の

昆
陽
州
の
ひ
と
で
あ
っ
た
。
②
そ
の
祖
父
は
バ
ヤ
ン
、
祖
母

は
馬
氏
、
父
も
ハ
ッ
ジ
、
母
は
温
氏
で
あ
っ
た
。
③
公
は
体

格
が
立
派
で
、
風
采
は
凛
々
と
し
て
い
て
威
厳
が
あ
り
、
己

を
ま
げ
て
ま
で
し
て
人
に
迎
合
す
る
こ
と
は
な
く
、
人
に
誤

り
が
あ
れ
ば
面
と
向
か
っ
て
叱
責
し
た
。
そ
の
性
格
は
善
良

で
、
貧
し
い
人
や
身
寄
り
の
な
い
者
に
は
常
に
保
護
し
援
助

し
、
飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
郷
里
の
人
々

の
な
か
で
、
公
を
長
者
だ
と
称
え
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。

史

学

第
八
三
巻

第
一
号

三
二
（
三
二
）



④
妻
と
し
た
温
氏
に
は
、
婦
女
と
し
て
の
徳
が
備
わ
り
、
二

人
の
息
子
を
得
た
。
長
男
を
文
銘
、
次
男
を
和
と
い
い
、
娘

は
四
人
い
た
。
⑤
和
は
幼
い
と
き
か
ら
才
と
志
と
を
持
ち
、

今
の
天
子
に
仕
え
て
姓
と
し
て
�
を
賜
り
、
内
官
監
の
太
監

（
長
官
）
と
な
っ
た
。
⑥
公
は
勤
勉
で
明
敏
、
謙
虚
で
注
意

深
く
、
疲
れ
を
避
け
ず
、
紳
士
た
ち
は
み
な
賞
賛
し
た
。
あ

あ
、
そ
の
子
を
見
る
と
公
の
平
素
か
ら
積
み
重
ね
て
義
に
か

な
っ
た
教
え
を
与
え
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦
公
は
甲
申
十
二
月
初
九
日
（
西
暦
一
三
四
五
年
一
月
一
二

日
）
に
生
ま
れ
、
洪
武
壬
戌
七
月
初
三
日
（
西
暦
一
三
八
二

年
八
月
一
二
日
）
に
死
去
、
享
年
三
九
歳
で
あ
っ
た
。
⑧
長

男
の
文
銘
は
、
棺
を
宝
山
郷
和
代
村
の
原
に
安
置
し
た
こ
と

は
、
礼
に
か
な
っ
て
い
る
。
文
銘
は
「
父
の
身
は
辺
境
の
地

に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
礼
儀
の
風
習
に
服
し
、
庶
民
に
甘
ん

じ
て
い
て
も
、
恩
恵
の
施
し
す
る
心
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の

子
孫
に
ま
で
お
よ
ぶ
恩
沢
は
深
く
、
こ
の
栄
誉
は
父
の
時
代

か
ら
あ
っ
た
も
の
な
の
だ
」
と
語
る
。
⑨
時
に
永
楽
三
年
端

午
の
日
（
西
暦
一
四
〇
五
年
六
月
一
日
）、
資
善
大
夫
礼
部

尚
書
兼
左
春
坊
大
学
士
李
至
剛
が
こ
の
文
章
を
書
い
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
碑
文
の
裏
の
右
側
に
は
、
次
の
三
行
に
わ
た
る

題
記
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

馬
氏
第
二
子
太
監
�
和
奉

命
於
永
楽
九
年
十
一
月
二
十
二
日
（
西
暦
一
四
一
一
年
一
二

月
七
日
）
至
於

祖
家
墳
塋
、
祭
掃
追
薦
、
至
閏
十
二
月
十
二
日
（
一
四
一
二

年
一
月
二
五
日
）
吉
日
乃
還
記
耳

こ
の
碑
文
が
立
て
ら
れ
た
時
点
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
可
能
性

が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
碑
文
⑨
に
あ
る
永
楽
三
年
（
一
四
〇
五

年
）
端
陽
日
（
旧
暦
五
月
五
日
）
か
ら
間
を
お
か
ず
に
立
て
ら
れ

た
可
能
性
。
第
二
の
可
能
性
は
、
陰
碑
（
石
碑
の
裏
）
の
題
記
に

基
づ
い
た
推
測
。
一
九
八
〇
年
に
こ
の
石
碑
を
調
査
し
た
方
国
瑜

は
、
題
記
に
基
づ
い
て
永
楽
九
年
（
一
四
一
一
年
）
に
里
帰
り
し

た
和
本
人
が
石
碑
を
立
て
た
と
し
て
い
る
（
5
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
一

つ
確
実
な
こ
と
は
、
和
自
身
が
こ
の
石
碑
の
前
に
立
ち
、
こ
の
碑

文
を
読
ん
で
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

石
碑
は
歴
史
を
探
る
う
え
で
、
特
異
な
素
材
で
あ
る
。
紙
な
ど

の
素
材
に
比
べ
て
、
石
材
は
永
続
性
が
高
い
。
多
く
の
手
間
を
費

や
し
て
石
碑
を
建
て
る
に
は
、
強
い
意
志
を
要
す
る
。
碑
文
と
は
、

後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
で
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
つ
ま
り
石
碑
は
、
そ
れ
を
建
て
た
「
い
つ
」

「
ど
こ
で
」
と
い
う
時
空
間
に
定
立
さ
れ
る
一
点
か
ら
、
未
来
に

向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
載
せ
る
媒
体
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
碑

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

三
三
（
三
三
）



文
は
そ
も
そ
も
広
く
流
布
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
石
碑
の
前
に
立
つ
人
の
た
め
に
刻
ま
れ
る
。
こ
の
石
碑
の

前
に
立
っ
た
和
本
人
は
、
こ
の
碑
文
お
よ
び
題
記
に
、
朱
棣
の
宦

官
で
あ
る
と
い
う
彼
の
立
場
で
は
表
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、

解
か
れ
る
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
碑
文
の
も
っ
と
も
奇
妙
な
点
は
、
碑
文
の
対
象
で
あ
る
和

の
父
の
本
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国

あ
ざ
な

に
お
け
る
人
物
表
記
の
定
式
は
、
本
名
を
記
し
た
の
ち
に
字
を
並

べ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
碑
文
の
場
合
、
和
の
父
の
本
名
を
記
載
せ

ず
（
6
）に
、
い
き
な
り
冒
頭
の
一
節
①
に
「
字
は
哈
只
」
と
記
さ
れ
る
。

そ
の
父
、
つ
ま
り
和
の
祖
父
も
哈
只
（
ハ
ッ
ジ
）
で
あ
っ
た
と
す

る
。
こ
の
ハ
ッ
ジ
と
い
う
標
識
は
、
す
な
わ
ち
メ
ッ
カ
巡
礼
を
成

し
遂
げ
た
ム
ス
リ
ム
へ
の
尊
称
で
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ラ
ビ
ア

語
の
発
音
で
ハ
ッ
ジ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
巡
礼

月
と
さ
れ
る
第
十
二
月
の
八
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
の
期
間
に
メ
ッ

カ
で
行
わ
れ
る
儀
礼
に
参
加
す
る
た
め
行
う
巡
礼
を
指
す
。
ム
ス

リ
ム
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
五
行
の
い
ち
の
一
で
、
ハ
ッ
ジ
を
行
っ

た
者
は
、
済
ま
せ
た
男
性
は
ハ
ー
ッ
ジ
ュ
と
い
う
尊
称
を
得
る
。

和
の
父
と
祖
父
は
、
こ
の
ハ
ー
ッ
ジ
ュ
と
し
て
ム
ス
リ
ム
の
社

会
で
尊
敬
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巡
礼
は
現
在
で
も
、

個
人
が
単
独
で
行
う
の
で
は
な
く
、
家
族
で
連
れ
立
っ
た
り
、
近

隣
で
誘
い
合
っ
た
り
し
て
出
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
和
の
父
が
ま

だ
若
い
こ
ろ
に
、
そ
の
父
と
と
も
に
メ
ッ
カ
巡
礼
に
旅
だ
っ
た
と

す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
①
に
「
代
々
雲
南
の
昆
陽
州
の
人
で

あ
っ
た
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
の
祖
父
と
父
と
は
雲
南
で
暮

ら
し
て
お
り
、
メ
ッ
カ
巡
礼
の
起
点
が
雲
南
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
生
じ
る
第
二
の
謎
は
、
雲
南
か
ら
メ
ッ
カ
に
い
た

る
ル
ー
ト
で
あ
る
。

さ
ら
に
墓
碑
の
対
象
者
が
死
去
し
て
か
ら
、
こ
の
碑
文
が
記
さ

れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
二
十
数
年
も
の
歳
月
が
過
ぎ
て
い
る
。

こ
れ
も
こ
の
石
碑
の
謎
の
一
つ
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
碑
文
を
書
い

た
人
物
と
和
と
の
関
係
も
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
和

が
親
交
の
あ
っ
た
能
筆
家
の
李
至
剛
に
依
頼
し
た
（
7
）
、
そ
の
よ
う
な

単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ム
ス
リ
ム
と
し
て
生
ま
れ
た
和

和
が
ハ
ッ
ジ
の
孫
で
あ
り
、
子
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
が
ム

ス
リ
ム
の
家
に
生
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
和
と

イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
関
係
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
は
、
ま
た
別
の
仮

説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

和
の
通
称
と
し
て
流
布
し
て
い
る
「
三
保
」「
三
宝
」
が
、
彼

史
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の
幼
名
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
が
宦
官
に
な
る
前
の

幼
名
が
「
三
保
」
で
あ
つ
た
と
す
る
史
料
と
し
て
は
、
明
末
清
初

の
史
学
者
で
あ
る
査
継
佐
が
著
し
た
『
罪
惟
録
』「
明
使
臣
」
の

�
和
の
条
に
、「
�
和
、
初
名
三
保
、
雲
南
人
」
と
あ
る
と
こ
ろ

が
一
つ
の
根
拠
と
な
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
宗
教
学
者
で
あ
る
馬
明
道

は
、
三
保
が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
第
八
の
月
を
意
味
す
る

シ
ャ
バ
ー
ン
（sha’ban
）
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定

し
て
い
る
（
8
）
。
ム
ス
リ
ム
の
慣
習
と
し
て
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
月

の
名
に
ち
な
ん
で
名
称
を
決
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ

か
ら
ム
ス
リ
ム
の
家
庭
で
生
ま
れ
た
和
は
、
シ
ャ
バ
ー
ン
と
呼
ば

れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
シ
ャ
バ
ー
ン
あ
る
い
は
シ
ャ
ー

バ
ー
ン
は
、
ム
ス
リ
ム
の
あ
い
だ
で
は
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
名

前
で
も
あ
る
。

ま
た
別
の
研
究
者
は
ペ
ル
シ
ア
語
起
源
の
ウ
イ
グ
ル
語
で
土
曜

日
を
意
味
す
る
シ
ェ
ン
ベ
（shänbä

）
が
、「
三
保
」
の
発
音
に

近
い
と
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
週
初
日
に
あ
た
る
土
曜
日
に
和
が
生

ま
れ
た
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
敬
虔
な
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た

和
の
家
族
は
、
日
常
生
活
の
な
か
で
ペ
ル
シ
ア
語
を
用
い
て
い
た

こ
と
、「
三
保
」
を
雲
南
昆
陽
地
方
の
方
言
で
発
音
す
る
と
、
シ

ェ
ン
ベ
に
類
似
す
る
な
ど
と
述
べ
て
い
る
（
9
）
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の

説
も
発
音
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
根
拠
は
な
く
、
可
能

性
の
指
摘
と
し
て
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

墓
碑
銘
に
よ
る
と
、
和
の
祖
父
・
父
は
二
代
に
わ
た
っ
て
「
哈

只
」
の
称
号
を
持
ち
、
メ
ッ
カ
に
巡
礼
し
た
ム
ス
リ
ム
と
し
て
尊

敬
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
代
に
雲
南
か
ら
メ
ッ
カ
に
向

か
う
と
し
た
ら
、
ど
の
ル
ー
ト
を
た
ど
る
だ
ろ
う
か
。
元
代
に
東

南
ア
ジ
ア
の
状
況
を
記
し
た
汪
大
淵
『
島
夷
志
略
』「
天
堂
」（
メ

ッ
カ
）
の
条
に
は
、「
雲
南
に
は
メ
ッ
カ
に
通
じ
る
路
が
あ
る
、

一
年
あ
ま
り
で
そ
の
地
に
到
着
す
る
」
と
あ
る
。
雲
南
か
ら
海
上

の
路
を
た
ど
り
南
廻
り
で
メ
ッ
カ
に
い
た
る
ル
ー
ト
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
陸
に
位
置
す
る
雲
南
と
、
海
域
と
の
関
係
を
示
す
も
の
に
、

タ
カ
ラ
ガ
イ
が
あ
る
（
10
）
。
タ
カ
ラ
ガ
イ
は
紀
元
前
五
世
紀
ご
ろ
か
ら

雲
南
で
威
信
財
と
し
て
、
そ
し
て
明
代
後
半
の
一
六
世
紀
ま
で
の

き
わ
め
て
長
い
時
期
に
、
通
貨
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
。
タ
カ

ラ
ガ
イ
の
使
用
状
況
は
、
元
代
の
漢
籍
に
も
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

『
元
史
』「
世
祖
本
紀
」
に
「
至
元
十
九
年
（
一
二
八
二
年
）
九

月
己
巳
、
雲
南
で
賦
税
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
金
を
用
い
て
規
準

と
し
、
貝
で
換
算
し
て
収
め
さ
せ
た
」
と
あ
り
、
納
税
に
も
タ
カ

ラ
ガ
イ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
民
間
で
も
タ
カ
ラ

ガ
イ
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
雲
南
の
西
南
部
に
生
活
し
て
い

る
ハ
ニ
族
と
タ
カ
ラ
ガ
イ
と
の
関
係
を
示
す
史
料
に
、
一
三
世
紀

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

三
五
（
三
五
）



末
の
雲
南
の
状
況
を
記
し
た
李
京
『
雲
南
志
略
』「
諸
夷
風
俗
」

が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、「
斡
尼
蛮
（
ハ
ニ
族
）
は
臨
安
の
西
南

五
百
里
に
あ
っ
て
、
山
林
に
住
ま
い
を
設
け
、
峻
険
な
土
地
に
拠

っ
て
生
活
し
て
い
る
。
家
で
は
〈
貝
〉
を
蓄
え
て
、
…
…
そ
れ
を

地
面
に
埋
め
る
。
死
に
臨
め
ば
、
す
な
わ
ち
『
私
は
平
時
に
貝
を

い
く
ら
か
蓄
え
た
、
お
前
は
何
カ
所
か
ら
貝
を
取
っ
て
も
よ
い
が
、

よ
そ
者
に
は
決
し
て
触
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
私
が
生
き
返
っ
た

と
き
に
用
い
る
の
だ
か
ら
』
と
遺
言
す
る
」
と
あ
る
。
史
料
に
記

載
さ
れ
た
〈
貝
〉
は
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
で
あ
る
こ
と
は
、
考
古
学
上

の
発
掘
か
ら
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

昆
明
市
内
の
名
刹
・
円
通
寺
の
創
建
の
由
来
を
記
し
た
「
創
修

円
通
寺
記
」
の
碑
文
か
ら
も
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
が
通
貨
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
三
二
〇
年
（
元
の

延
佑
七
年
）
に
建
て
ら
れ
た
石
碑
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
こ
の
地

に
は
南
詔
の
時
代
に
蒙
氏
が
建
て
た
普
陀
羅
寺
が
あ
っ
た
。
モ
ン

ゴ
ル
軍
が
雲
南
を
平
定
し
た
と
き
に
消
失
し
、
寺
は
廃
墟
と
な
り

ヘ
ビ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
す
み
か
と
な
っ
て
い
た
が
、
大
徳
五
年

（
一
三
〇
一
年
）
に
観
音
殿
や
蔵
経
楼
が
建
て
ら
れ
、
名
を
円
通

山
と
し
た
と
あ
る
。
石
碑
の
裏
側
の
記
載
に
拠
れ
ば
、
こ
の
大
規

模
な
創
建
事
業
に
は
雲
南
を
統
治
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
の
王
族
が

元
朝
の
紙
幣
〈
交
鈔
〉
一
五
〇
錠
を
寄
付
し
、
そ
れ
を
タ
カ
ラ
ガ

イ
に
兌
換
し
て
寺
の
建
造
に
必
要
な
支
出
を
ま
か
な
っ
た
、
と
あ

る
。
和
も
少
年
時
代
に
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
握
り
し
め
て
買
い
物
を

し
て
い
た
と
想
像
す
る
の
も
一
興
で
あ
る
。

海
の
物
産
タ
カ
ラ
ガ
イ
は
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
、

雲
南
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ビ
ラ
イ
�
ハ
ー
ン
の

治
世
下
に
雲
南
を
訪
ね
た
マ
ル
コ
�
ポ
ー
ロ
の
記
述
に
「
ヤ
チ
市

（
昆
明
）
を
た
っ
て
西
行
す
る
こ
と
十
日
に
し
て
カ
ラ
ジ
ャ
ン
王

国
（
大
理
）
に
着
く
。
…
…
こ
こ
で
も
コ
ヤ
ス
ガ
イ
（
タ
カ
ラ
ガ

イ
…
…
引
用
者
）
が
通
貨
と
し
て
行
使
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
貝
殻
は
当
地
で
産
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
か
ら
将
来
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
（
11
）
」
と
あ
り
、
一
つ
の
ル
ー
ト
が
、
イ
ン
ド
・
ミ

ャ
ン
マ
ー
を
経
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
に
編
入
さ
れ
た
当
初
、
雲
南
に
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
供
給
し
て
い
た

主
要
な
経
路
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
元
朝
の
統
治
が
続
き
、
中
国
の
中
核
地
域
と
の
交

易
が
盛
ん
に
な
る
と
、
状
況
に
変
化
が
現
れ
る
。
元
朝
の
も
と
で

編
纂
さ
れ
た
法
令
集
『
通
制
条
格
』
巻
一
八
「
関
市
（
12
）
」
に
、
雲
南

の
タ
カ
ラ
ガ
イ
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。「
雲
南
省

で
務
め
て
い
る
ケ
レ
イ
ト
と
い
う
ム
ス
リ
ム
か
ら
昨
年
、
次
の
よ

う
な
上
奏
が
出
さ
れ
た
。『
江
南
地
方
を
売
買
す
る
も
の
が
、
タ

カ
ラ
ガ
イ
を
た
ず
さ
え
て
雲
南
に
来
て
、
い
ろ
い
ろ
な
物
産
と
交

史
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換
し
て
い
る
。
売
買
を
す
る
も
の
が
秘
か
に
〔
雲
南
の
物
産
を
〕

持
ち
去
る
こ
と
は
禁
止
し
た
が
、
江
南
地
方
で
市
舶
司
（
海
上
交

易
を
司
る
役
所
）
で
は
タ
カ
ラ
ガ
イ
が
滞
留
し
て
お
り
、〔
江
南

の
商
人
が
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
〕
携
え
て
雲
南
に
来
て
、
金
や
馬
に
交

換
し
て
儲
け
さ
せ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
』。
皇
帝
か
ら
『
そ
の
よ
う

に
せ
よ
』
と
の
聖
旨
が
あ
り
、
昨
年
は
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
持
っ
て
行

く
こ
と
を
許
し
た
。
そ
の
と
き
に
現
地
の
役
人
が
言
っ
て
き
た
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、『
雲
南
で
タ
カ
ラ
ガ
イ
が
流
通
し
て
い
る
地
域

は
交
鈔
と
同
じ
よ
う
に
狭
く
、
も
し
タ
カ
ラ
ガ
イ
が
大
量
に
流
入

し
た
ら
物
価
が
上
昇
す
る
だ
ろ
う
。
内
地
か
ら
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
持

っ
て
雲
南
に
来
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
』
と
い

う
」。
元
朝
は
経
済
の
安
定
の
観
点
か
ら
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
勝
手

に
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
し
た
。
元
朝
の
法
令
『
元
典
章
』
巻
二

〇
は
、
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
雲
南
に
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
す
る
条
例

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
有
力
者
が
賄
賂
を
受
け
取
っ
て

タ
カ
ラ
ガ
イ
の
密
輸
を
手
助
け
し
て
い
る
と
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、

取
り
締
ま
り
は
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

タ
カ
ラ
ガ
イ
が
雲
南
に
運
ば
れ
る
交
易
路
が
、
雲
南
と
メ
ッ
カ

と
を
結
ぶ
巡
礼
の
路
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
巡
礼
路
は
二
つ

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
雲
南
か
ら
西
南
に
進
ん
で
ベ
ン

ガ
ル
湾
、
イ
ン
ド
洋
に
抜
け
る
ル
ー
ト
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は

東
に
進
ん
で
福
建
な
ど
の
港
町
か
ら
船
に
乗
っ
て
南
シ
ナ
海
、
イ

ン
ド
洋
を
経
て
メ
ッ
カ
に
向
か
う
ル
ー
ト
で
あ
る
。
後
者
の
シ
ナ

海
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
は
、
マ
ル
コ
�
ポ
ー
ロ
が
そ
の
帰
路
に
使

っ
た
と
さ
れ
る
路
で
あ
っ
た
。
一
四
世
紀
な
か
ば
に
巡
礼
し
た
和

の
祖
父
と
父
と
は
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
タ
カ
ラ
ガ
イ
流
入
路
を

さ
か
の
ぼ
る
よ
う
に
し
て
、
海
域
に
で
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
海
上
を
行
く
巡
礼
の
旅
程
に
つ
い
て
、
幼
少

の
和
が
祖
父
や
父
の
膝
元
で
繰
り
返
し
耳
に
し
た
と
想
像
し
た
と

し
て
も
、
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
海
域
の
物
語
を
、

彼
が
仕
え
る
朱
棣
に
話
し
た
と
思
わ
れ
る
。
皇
帝
の
心
に
火
を
と

も
し
、
皇
帝
の
夢
を
あ
お
り
、
南
海
遠
征
と
い
う
大
事
業
を
立
案

し
た
も
の
は
、
和
そ
の
人
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
故
馬
氏
墓
碑
銘
」
碑
文
に
あ
る
よ
う
に
、
和
の
祖
父
・
父
は

二
代
に
わ
た
っ
て
「
哈
只
」（
ハ
ッ
ジ
）
の
称
号
を
持
ち
、
メ
ッ

カ
に
巡
礼
し
た
ム
ス
リ
ム
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
南
海
遠
征
に
お
い
て
は
、
南
シ
ナ
海
域
お
よ
び
イ
ン
ド
洋
沿

海
地
域
に
ひ
ろ
が
る
ム
ス
リ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
な
役
割

を
果
た
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
統
括
者
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
密
接

な
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
、
ム
ス
リ
ム
共
同
体
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
碑
文
の
立
て
ら
れ
た
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
碑
文
の
撰
者
の
肩
書
き
が

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国
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礼
部
尚
書
で
あ
り
、
さ
ら
に
碑
文
が
永
楽
三
年
五
月
五
日
の
日
付

を
有
す
る
と
い
う
二
点
に
あ
る
。

碑
文
の
撰
者
で
あ
る
李
至
剛
は
、
江
南
の
松
江
の
出
身
。
朱
元

璋
の
在
位
期
間
に
明
朝
に
仕
え
、
洪
武
年
間
に
は
礼
部
郎
中
（
事

務
次
官
に
相
当
す
る
）
に
着
任
す
る
。
朱
棣
が
帝
位
に
就
く
と
、

皇
帝
か
ら
信
任
さ
れ
、『
太
祖
実
録
』
の
編
纂
に
従
事
し
、
礼
部

尚
書
に
抜
擢
さ
れ
る
。
永
楽
二
年
に
は
皇
太
子
の
教
育
係
と
し
て

左
春
坊
大
学
士
を
兼
務
す
る
（『
明
史
』
巻
百
五
十
一
、
列
伝
第

三
十
九
）。「
故
馬
公
墓
誌
銘
」
を
撰
定
し
た
時
期
は
、
ま
さ
に
彼

の
絶
頂
期
に
あ
た
る
（
碑
文
⑨
）。
礼
部
と
は
六
部
の
一
つ
で
王

朝
の
儀
礼
を
所
管
す
る
。
外
国
と
の
朝
貢
を
司
る
部
局
で
も
あ
る
。

尚
書
と
は
六
部
そ
れ
ぞ
れ
の
長
官
で
あ
り
、
礼
部
尚
書
を
、
無
理

を
承
知
で
現
代
風
に
言
い
換
え
れ
ば
、
外
務
大
臣
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
李
が
礼
部
尚
書
と
し
て
行
っ
た
事
績
に
つ
い
て
、『
明

史
』
は
日
本
と
の
交
渉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝

え
て
い
る
。

永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
年
）
に
日
本
か
ら
源
道
義
（≠

足
利
義

満
）
か
ら
の
使
者
が
寧
波
に
到
着
し
た
。
礼
を
司
る
官
僚
と
し
て

李
は
「
ふ
る
く
か
ら
番
使
（
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
国
か
ら
の
使

者
）
が
中
国
に
到
着
し
た
と
き
に
は
、
勝
手
に
武
器
を
携
え
た
り
、

人
身
売
買
を
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

管
轄
の
役
人
に
勅
命
を
下
し
、
そ
の
船
舶
を
還
ら
せ
て
、
禁
令
を

犯
し
た
者
は
こ
と
ご
と
く
都
に
護
送
す
べ
き
だ
と
存
じ
ま
す
」
と

上
奏
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
は
「
外
夷
（
文
明
の
及
ば
な
い

未
開
人
）
が
わ
ざ
わ
ざ
貢
ぎ
物
を
用
意
し
、
危
険
を
冒
し
て
遠
路

は
る
ば
る
や
っ
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
出
費
は
莫
大
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
も
た
ら
し
た
も
の
で
路
銀
の
足
し
に
す
る
こ
と
も
、

ま
た
人
情
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
杓
子
定
規
に
禁
令
で

縛
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
武
器
に
つ
い
て
は
時
価
で
売
却
す
る

こ
と
を
許
し
、
向
化
（
明
朝
の
仁
政
を
慕
っ
て
や
っ
て
来
た
こ

と
）
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
（『
明
史
』
巻
三
二
二
、

列
伝
第
二
一
〇
、
外
国
三
・
日
本
）。

李
至
剛
の
朝
貢
観
と
皇
帝
と
な
っ
た
朱
棣
の
対
外
政
策
と
の
ズ

レ
に
、
こ
こ
で
は
着
目
し
て
お
き
た
い
。
李
は
朱
元
璋
が
定
め
た

朝
貢
制
度
を
厳
格
に
実
行
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

朱
棣
は
明
朝
の
権
威
を
ひ
ろ
く
世
界
に
拡
げ
る
手
段
と
し
て
朝
貢

を
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
。
和
の
遠
征
は
、
こ
の
皇
帝
の
意
図
に

基
づ
い
て
、
明
朝
の
権
威
を
南
シ
ナ
海
・
イ
ン
ド
洋
沿
海
諸
国
に

発
揚
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
莫
大

な
資
金
を
必
要
と
し
て
お
り
、
対
外
交
易
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て

き
た
朱
元
璋
が
定
め
た
原
則
か
ら
も
逸
脱
し
て
い
る
。
朱
元
璋
時

代
か
ら
明
朝
に
仕
え
て
き
た
官
僚
と
し
て
は
、
承
服
し
が
た
い
も

史
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の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
使
節
を
め
ぐ
る
李
の
発
言
か

ら
す
る
と
、
李
の
本
心
で
は
和
の
遠
征
に
は
反
対
で
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
碑
文
が
書
か
れ
た
永
楽
三
年
五
月
五
日
と
は
、
ど

ん
な
時
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
明
史
』
の
�
和
伝
に
よ

れ
ば
、
永
楽
三
年
六
月
に
、
�
和
と
王
景
弘
に
対
し
て
皇
帝
か
ら

遠
征
の
命
が
下
さ
れ
た
と
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の
は
朱

棣
が
即
位
し
た
直
後
に
は
立
案
さ
れ
、「
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三

年
）
五
月
辛
巳
、
福
建
都
司
に
命
じ
て
海
船
一
三
七
隻
の
建
造
を

命
じ
る
」「
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
年
）
癸
亥
、
ま
さ
に
使
い
を

西
洋
諸
国
に
遣
わ
せ
ん
と
し
て
、
福
建
に
海
船
五
隻
の
建
造
を
命

じ
る
」（『
明
成
祖
実
録
』）
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
西
洋
」
と
あ
る

も
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
も
と
で
生
ま
れ
た
海
域
の
区
分
で
あ

る
。
元
代
に
航
海
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
海
域
世
界
に
関
す
る
情
報

が
増
え
る
と
、
そ
れ
ま
で
中
国
か
ら
出
帆
し
て
か
ら
の
針
路
と
い

う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
「
東
洋
」「
西
洋
」
と
い
う
言
葉
が
海

域
名
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
ス
マ

ト
ラ
島
の
ラ
ン
ブ
リ
が
境
界
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
西
が

「
西
洋
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
ル
ネ
イ
を
境
界
に
し

て
、
そ
れ
以
東
を
「
小
東
洋
」、
以
西
を
「
小
西
洋
」
と
呼
ぶ
場

合
も
あ
っ
た
（
宮
崎
、
一
九
九
七
年
）。
�
和
の
遠
征
の
実
績
か

ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
と
、
朱
棣
が
意
図
し
た
西
洋
と
は
、
小

西
洋
よ
り
西
、
す
な
わ
ち
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
か
ら
イ
ン
ド
洋
沿

海
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

準
備
段
階
か
ら
�
和
が
参
画
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正

式
に
遠
征
の
指
揮
官
と
し
て
和
が
選
ば
れ
た
の
が
永
楽
三
年
六
月

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
碑
文
は
こ
の
命
が
下
る
直
前
に
書
か
れ

て
い
る
。
碑
文
の
撰
者
で
あ
る
李
至
剛
は
、
和
と
の
個
人
的
な
交

際
か
ら
、
そ
の
父
の
墓
碑
銘
を
書
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

礼
部
尚
書
と
い
う
標
識
に
、
碑
文
を
書
く
理
由
が
あ
る
。
�
和

の
遠
征
の
目
的
が
、
明
朝
の
権
威
を
発
揚
さ
せ
る
た
め
に
、
西
洋

諸
国
に
朝
貢
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

宦
官
が
主
導
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
皇
帝
の
私
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
朝
貢
使
節
が
中
国
に
到
着
し
は
じ

め
れ
ば
、
そ
れ
へ
の
応
対
は
礼
部
が
担
う
こ
と
に
な
る
。
遠
征
に

消
極
的
で
あ
っ
た
礼
部
に
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
承
諾
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
。
礼
部
尚
書
が
遠
征
指
揮
官
に
内
定
し
て
い
た
�
和

を
認
知
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
碑
文
が
書
か
れ
た
背
景
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
碑
文
は
、
和
の
父
親
の
事
績
を
称
え
る
た
め
に
立
て
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
ム
ス
リ
ム
と
協
調
し
な
け
れ
ば
成
功
が
お
ぼ

つ
か
な
い
遠
征
へ
の
布
石
と
し
て
石
碑
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

三
九
（
三
九
）



そ
し
て
、
和
を
ハ
ッ
ジ
と
い
う
メ
ッ
カ
巡
礼
経
験
者
の
孫
・
息
子

で
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
こ
と
が
、
碑
文
が
立
て
ら
れ
た
意
図
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
父
の
本
名
は
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
南
シ
ナ
海
と
イ
ン
ド
洋
へ
の
遠
征
は
、「
�
和
」（
明
朝
皇
帝

が
与
え
た
名
前
）
の
も
と
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
哈
只
の

孫
・
息
子
」
で
あ
る
和
の
名
前
で
行
わ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ

っ
た
。

西
洋
に
下
る

和
の
故
郷
に
石
碑
が
立
て
ら
れ
て
か
ら
ほ
ど
な
い
永
楽
三
年

（
一
四
〇
五
）
冬
、
江
南
の
港
町
で
あ
る
瀏
河
港
の
水
面
に
大
艦

隊
が
結
集
し
、
そ
こ
か
ら
長
江
を
下
っ
て
外
洋
に
む
か
っ
た
。
和

が
皇
帝
・
朱
棣
の
も
と
で
準
備
を
進
め
た
大
遠
征
が
、
こ
こ
に
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
三
〇
年
間
の
あ
い
だ
に
七
回
に
わ
た

っ
て
行
わ
れ
た
南
シ
ナ
海
・
イ
ン
ド
洋
に
向
け
た
大
遠
征
が
、
こ

の
と
き
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
総
勢
二
万
七
千
人
以
上
の
兵
士
・
船

員
・
水
夫
を
統
帥
し
、
数
百
の
艦
船
を
統
括
す
る
総
司
令
官
は
、

和
で
あ
っ
た
。

「
西
洋
に
下
る
」
と
史
書
に
記
さ
れ
る
南
海
遠
征
の
概
要
を
伝

え
る
史
料
も
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
碑
文
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
に
福
建
省
長
楽
県
南
山
寺
（
三
峰
塔
寺
）
で
、
一

つ
の
石
碑
が
出
土
し
た
。
高
さ
一
六
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
七

八
セ
ン
チ
、
厚
さ
一
七
セ
ン
チ
の
石
碑
の
額
に
は
「
天
妃
霊
応
之

記
」
と
篆
字
で
刻
み
込
ま
れ
、
三
一
行
一
千
一
七
七
文
字
の
碑
文

が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
天
妃
と
は
航
海
を
守
護
す
る
女
神
、

媽
祖
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
に
よ
る
と
、
こ
の
石
碑
は
宣
徳

六
年
（
一
四
三
一
）
仲
冬
（
旧
暦
一
一
月
）
の
吉
日
に
、
和
が
航

海
の
安
全
を
祈
願
し
て
た
て
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
六
回
に
わ

た
る
航
海
の
概
要
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

遠
征
の
実
施
者
で
あ
る
朱
棣
は
す
で
に
死
去
し
、
次
の
皇
帝
と

な
っ
た
朱
高
熾
（
洪
煕
帝
）
の
下
で
遠
征
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
中
断

さ
れ
、
一
〇
年
の
空
白
期
間
を
お
い
て
よ
う
や
く
和
は
海
に
出
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
航
海
が
最
後
の
も
の
に
な
る
と
い
う
予
感

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
碑
文
と
し
て
は
長
文
に
属
す
る
石
碑

を
み
る
と
、
六
一
歳
と
な
っ
て
い
た
和
が
王
朝
の
正
規
の
記
録
に

残
ら
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
よ
う
に
、
壮
年
期
の
事
績
を
石
に
刻
ま

せ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
。
和
は
宣
徳
六
年
に

艦
隊
の
結
集
港
で
あ
っ
た
瀏
河
港
の
天
妃
宮
に
「
通
蕃
事
績
」
碑

を
建
て
て
い
る
。
こ
れ
は
長
楽
の
天
妃
碑
と
姉
妹
碑
と
で
も
た
と

え
ら
れ
も
の
で
、
碑
文
の
内
容
も
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

和
が
記
さ
せ
た
「
天
妃
霊
応
之
記
」
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

大
明
皇
朝
が
天
下
を
統
一
し
た
。
そ
の
功
業
は
夏
・
商
・

史
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周
の
三
代
や
漢
・
唐
の
両
朝
を
凌
駕
し
、
遠
く
天
辺
地
際
に

及
び
、
臣
下
と
し
て
我
が
王
朝
に
帰
順
し
な
い
も
の
は
な
か

っ
た
。
…
…
海
外
の
い
く
つ
か
の
蕃
国
（
中
華
の
文
明
が
及

ば
な
い
国
）
は
、
遠
い
僻
地
で
は
あ
る
が
、
そ
の
使
者
は
珍

宝
を
捧
げ
礼
物
を
携
え
、
通
訳
を
通
し
て
来
訪
し
て
朝
貢
し

て
き
た
。
皇
帝
陛
下
は
そ
の
忠
誠
心
を
喜
び
、
和
に
命
じ
て

数
万
の
官
吏
・
軍
官
・
兵
卒
を
統
率
さ
せ
、
百
余
艘
の
巨
艦

に
乗
り
、
財
宝
を
携
帯
さ
せ
て
〔
蕃
国
に
〕
下
賜
さ
せ
、
朝

廷
の
恩
徳
を
宣
揚
し
て
教
化
し
、
遠
方
の
人
民
を
安
ん
じ
よ

う
と
し
た
。
永
楽
三
年
に
命
を
奉
じ
て
西
洋
に
使
い
す
る
こ

と
、
い
ま
に
至
る
ま
で
七
回
を
数
え
る
。
歴
訪
し
た
蕃
国
は

占
城
国
（
チ
ャ
ン
パ
）・
爪
哇
国
（
ジ
ャ
ワ
）・
三
仏
斉
国

（
パ
レ
ン
バ
ン
）・
暹
羅
（
ア
ユ
タ
ヤ
）
か
ら
、
南
天
竺
（
イ

ン
ド
南
部
）・
錫
藍
山
国
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）・
古
里
国
（
カ
リ

カ
ッ
ト
）・
柯
枝
国
（
コ
ー
チ
ン
）
に
直
行
し
て
、
さ
ら
に

西
域
の
忽
魯
謨
斯
国
（
ホ
ル
ム
ズ
）・
木
骨
都
束
国
（
モ
ガ

デ
ィ
シ
ュ
）
な
ど
大
小
三
十
余
国
に
な
り
、
遠
く
海
洋
を
重

ね
て
航
行
す
る
こ
と
、
一
〇
万
余
里
に
及
ん
だ
。

こ
の
あ
と
碑
文
は
、
航
海
で
の
苦
難
を
述
べ
、
天
妃
の
霊
験
に
よ

っ
て
救
わ
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
、
南
山
の
地
に
天
妃
宮
を
造
営
し

修
築
し
て
き
た
こ
と
を
記
す
。

碑
文
は
最
後
に
「
神
の
功
徳
を
石
に
著
し
、
諸
蕃
と
の
あ
い
だ

で
往
来
し
た
年
月
を
並
び
記
し
、
永
遠
に
留
め
て
記
念
す
る
」
と

し
て
、
永
楽
三
年
か
ら
始
ま
る
遠
征
の
概
略
を
記
す
。
和
自
身
が

監
修
し
た
文
章
に
従
っ
て
、
遠
征
の
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ

う
。永

楽
三
年
は
艦
隊
を
統
領
し
て
カ
リ
カ
ッ
ト
な
ど
の
国
に
向
か

っ
た
。
碑
文
に
は
「
海
賊
の
陳
祖
義
が
パ
レ
ン
バ
ン
で
手
下
を
集

め
、
外
国
商
人
を
略
奪
し
て
い
た
。
和
の
艦
隊
も
襲
わ
れ
た
が
、

神
兵
が
陰
で
支
援
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に

海
賊
を
壊
滅
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
あ
る
。
こ
の
陳
祖
義
に
つ

い
て
は
、
後
述
す
る
。
第
一
回
の
航
海
は
、
永
楽
五
年
（
一
四
〇

七
）
に
終
わ
り
、
和
が
率
い
る
本
隊
は
帰
国
す
る
。

二
回
目
の
航
海
は
永
楽
五
年
か
ら
七
年
（
一
四
〇
九
）
ま
で
。

ジ
ャ
ワ
・
カ
リ
カ
ッ
ト
・
ア
ユ
タ
ヤ
・
コ
ー
チ
ン
な
ど
の
地
域
を

巡
り
、
各
国
の
王
は
珍
宝
・
珍
鳥
・
珍
獣
を
貢
納
し
た
。
第
三
回

は
永
楽
七
年
か
ら
九
年
（
一
四
一
一
）
ま
で
、
チ
ャ
ン
パ
・
ジ
ャ

ワ
・
マ
ラ
ッ
カ
・
ス
マ
ト
ラ
・
セ
イ
ロ
ン
・
コ
ー
チ
ン
・
カ
リ
カ

ッ
ト
な
ど
に
寄
航
し
た
。
当
時
、
マ
ラ
ッ
カ
は
北
か
ら
ア
ユ
タ
ヤ
、

南
か
ら
は
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
圧
迫
を
受
け
て
い
た
。
和
は
マ
ラ
ッ

カ
を
保
護
し
、
そ
の
地
を
南
シ
ナ
海
域
に
お
け
る
拠
点
と
す
る
。

そ
れ
以
降
、
マ
ラ
ッ
カ
の
発
展
が
始
ま
る
。
こ
の
第
三
回
航
海
に

一
五
世
紀
前
半
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ス
リ
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は
ム
ス
リ
ム
の
費
信
が
随
行
し
、
和
の
航
海
で
来
訪
し
た
国
々
の

情
報
を
今
に
伝
え
る
『
星
槎
勝
覧
』
を
の
ち
に
著
し
て
い
る
。

永
楽
一
一
年
（
一
四
一
三
）
に
始
ま
る
第
四
回
目
の
航
海
は
、

ペ
ル
シ
ア
湾
の
ホ
ル
ム
ズ
を
目
指
し
た
。
イ
ン
ド
洋
を
航
行
し
て

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
中
核
に
及
ぶ
そ
の
航
海
に
は
、
そ
れ
ま
で
以

上
に
周
到
な
準
備
が
な
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
編
成
さ
れ
た
艦
隊
よ
り

も
規
模
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
航
海
に
は
、
馬
歓
と
い
う
名
の
ム

ス
リ
ム
の
青
年
が
乗
り
組
ん
で
い
た
。
彼
は
、
和
の
艦
隊
が
赴
い

た
諸
地
域
の
情
報
を
『
瀛
涯
勝
覧
』
と
い
う
著
作
に
ま
と
め
、
東

南
ア
ジ
ア
研
究
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
を
残
し
て
い
る
。

碑
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
航
海
で
は
、
ス
マ
ト
ラ
に
お
け
る

内
紛
に
軍
事
介
入
し
、
王
位
簒
奪
者
を
捕
虜
と
し
て
一
三
年
に
帰

国
し
た
。
こ
の
年
に
は
マ
ラ
ッ
カ
国
の
国
王
が
み
ず
か
ら
妻
子
を

率
い
て
朝
貢
し
た
と
あ
る
。

第
五
回
の
航
海
は
永
楽
一
五
年
に
始
ま
り
、
和
が
率
い
る
本
隊

は
ホ
ル
ム
ズ
国
を
目
指
し
た
。
こ
の
航
海
は
、
そ
れ
ま
で
の
航
海

の
成
果
を
回
収
す
る
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
た
。
永
楽
一
七
年
に
帰

朝
し
た
和
の
艦
隊
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
使
節
を
伴
っ
て
い
た
。

そ
の
と
き
に
は
ホ
ル
ム
ズ
国
が
ラ
イ
オ
ン
、
金
銭
豹
（
チ
ー
タ
ー

か
）
な
ど
の
珍
獣
を
貢
納
し
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
ア
デ
ン
は
現
地

で
「
祖
剌
法
」（
ジ
ラ
フ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
麒
麟
（
キ
リ
ン
）

を
貢
納
し
た
。
現
在
の
ソ
マ
リ
ア
の
モ
ガ
デ
ィ
シ
ュ
か
ら
は
「
花

福
禄
」（
シ
マ
ウ
マ
）
と
ラ
イ
オ
ン
が
、
卜
剌
哇
国
（
ソ
マ
リ
ア

の
バ
ラ
ー
ウ
ェ
周
辺
）
か
ら
は
千
里
を
行
く
と
い
わ
れ
る
ラ
ク
ダ

と
ダ
チ
ョ
ウ
が
届
け
ら
れ
た
。

永
楽
一
九
年
（
一
四
二
一
）
に
始
ま
り
永
楽
二
〇
年
ま
で
続
く

第
六
回
の
遠
征
で
は
、
ふ
た
た
び
ホ
ル
ム
ズ
を
訪
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
一
〇
年
の
期
間
を
お
い
て
、
最
終
回
と
な
る
航
海
に
旅
立

つ
こ
と
に
な
っ
た
。
艦
隊
の
乗
組
員
は
天
妃
宮
に
詣
で
た
あ
と
、

宣
徳
六
年
一
二
月
九
日
（
西
暦
一
四
三
二
年
一
月
一
二
日
）
に
、

太
平
港
か
ら
次
々
と
出
帆
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
が
も
ど
っ
た
の
は

宣
徳
八
年
の
夏
で
あ
っ
た
。
そ
の
艦
船
の
上
に
和
の
姿
を
見
る
こ

と
は
、
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
。

中
国
側
か
ら
見
た
場
合
、
第
一
回
航
海
の
最
大
の
目
的
は
、
南

シ
ナ
海
域
に
明
朝
に
と
っ
て
好
ま
し
い
秩
序
を
形
成
す
る
と
こ
ろ

に
置
か
れ
た
（
13
）
。
南
海
遠
征
の
目
的
を
理
解
す
る
た
め
に
、
時
間
を

一
三
〇
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
、
南
シ
ナ
海
・

東
シ
ナ
海
は
、
政
治
的
な
空
間
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た
。

政
治
的
空
間
が
生
ま
れ
た
契
機
は
、
元
朝
フ
ビ
ラ
イ
�
ハ
ー
ン

が
企
図
し
た
二
度
に
わ
た
る
日
本
遠
征
の
失
敗
に
も
と
め
ら
れ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
南
シ
ナ
海
域
に
存
在
し
た
蜃
気
楼
王
国
の
誕
生
も
、

フ
ビ
ラ
イ
の
ジ
ャ
ワ
遠
征
の
失
敗
に
起
因
す
る
。
当
時
、
ジ
ャ
ワ

史

学

第
八
三
巻

第
一
号

四
二
（
四
二
）



に
存
在
し
て
い
た
シ
ン
ガ
サ
リ
王
朝
で
あ
っ
た
。
こ
の
王
朝
は
一

二
七
五
年
に
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
海
上
交
易
を
影
響
下
に
引
き
寄
せ

る
た
め
に
ス
マ
ト
ラ
に
遠
征
し
、
ム
ラ
ユ
王
国
を
属
国
に
し
て
い

た
。
さ
ら
に
ジ
ャ
ワ
を
中
心
に
、
バ
リ
島
や
ボ
ル
ネ
オ
島
に
ま
で

勢
力
を
広
げ
て
い
た
。

一
二
八
一
年
（
至
元
十
八
）
に
フ
ビ
ラ
イ
は
使
者
を
送
り
「
ジ

ャ
ワ
国
主
に
詔
諭
し
、
み
ず
か
ら
が
〔
元
朝
の
都
に
〕
来
て
、

〔
元
朝
皇
帝
に
〕
拝
謁
」（『
元
史
』
巻
一
一
）
す
る
こ
と
を
求
め

た
。
こ
の
元
朝
の
尊
大
な
要
求
を
、
強
勢
を
自
負
す
る
シ
ン
ガ
サ

リ
国
王
は
拒
否
、
一
二
八
九
年
に
は
元
朝
の
正
使
の
顔
に
刺
青
を

し
て
送
り
返
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
元
朝
は
ジ
ャ
ワ
討
伐
軍
を
送

り
出
し
た
。
そ
の
数
は
二
万
の
兵
と
五
〇
〇
艘
の
艦
船
か
ら
な
る

遠
征
部
隊
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
元
軍
が
一
二
九
三
年

に
ジ
ャ
ワ
島
ト
ゥ
バ
ン
に
上
陸
し
た
と
き
、
討
伐
の
対
象
で
あ
っ

た
シ
ン
ガ
サ
リ
王
国
は
、
す
で
に
内
乱
の
た
め
に
瓦
解
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
元
軍
は
こ
の
ジ
ャ
ワ
島
の
内
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
最

後
は
新
興
勢
力
に
よ
っ
て
追
い
落
と
さ
れ
る
。
こ
の
新
興
勢
力
が

建
て
た
王
朝
が
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
で
あ
る
。

シ
ナ
海
域
史
と
し
て
見
た
場
合
、
四
〇
年
ほ
ど
の
時
間
的
差
異

は
あ
る
が
、
シ
ン
ガ
サ
リ
王
国
は
日
本
の
鎌
倉
政
権
と
、
マ
ジ
ャ

パ
ヒ
ト
王
国
は
室
町
政
権
と
、
そ
れ
ぞ
れ
位
相
を
同
じ
く
す
る
こ

と
に
な
る
。
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
は
、
義
満
と
同
じ
よ
う
に
、
中

国
と
の
朝
貢
貿
易
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
貿
易
を
支
え
て
い
た
の

は
、
元
軍
襲
来
を
契
機
に
ジ
ャ
ワ
島
と
中
国
と
の
あ
い
だ
を
行
き

来
し
は
じ
め
た
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
と
ジ
ャ
ワ
と
の
交
易
の
姿
は
、
序
章
で
紹
介
し
た
『
島
夷
誌

略
』
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は

広
東
や
福
建
な
ど
か
ら
渡
っ
て
き
た
中
国
系
の
人
々
が
活
躍
し
て

い
た
。
中
国
で
明
朝
に
成
立
し
た
当
初
も
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国

は
中
国
と
良
好
な
朝
貢
関
係
を
維
持
し
て
い
た
。

こ
の
状
況
が
変
化
す
る
の
は
、
一
三
七
〇
年
代
な
か
ば
こ
ろ
か

ら
で
あ
る
。
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
の
南
シ
ナ
海
域
に
お
け
る
権
威

に
か
げ
り
が
見
え
始
め
、
王
権
の
継
承
問
題
か
ら
東
西
に
分
裂
し

た
こ
と
が
契
機
と
な
り
衰
退
し
始
め
る
。
シ
ン
ガ
サ
リ
王
国
の
時

代
に
ジ
ャ
ワ
政
権
に
従
属
し
て
い
た
ス
マ
ト
ラ
島
南
西
部
に
位
置

す
る
パ
レ
ン
バ
ン
の
政
権
は
、
独
自
に
三
仏
斉
国
王
と
し
て
明
朝

に
朝
貢
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
パ
レ
ン
バ
ン
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡

の
西
の
喉
元
に
位
置
す
る
重
要
な
交
易
港
で
あ
る
。
一
三
七
七
年

に
新
た
に
即
位
し
た
三
仏
斉
国
王
を
冊
封
す
る
た
め
に
、
鍍
金
駝

鈕
銀
印
（
鍍
金
銀
印
は
、
義
満
に
下
賜
さ
れ
た
金
印
よ
り
も
ラ
ン

ク
は
下
、
琉
球
王
国
と
同
じ
ラ
ン
ク
）
を
携
え
た
三
百
名
あ
ま
り

の
人
員
で
構
成
さ
れ
た
使
節
が
、
中
国
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
。
と
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こ
ろ
が
こ
の
使
節
は
、
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
。

一
三
七
九
年
に
ジ
ャ
ワ
島
東
西
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
朝
貢
使

節
が
中
国
に
到
達
し
た
。
明
朝
の
理
念
に
従
え
ば
、
明
朝
皇
帝
が

冊
封
し
た
国
王
の
後
継
者
で
な
け
れ
ば
朝
貢
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
南
シ
ナ
海
域
で
の
秩
序
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
明
朝

の
官
僚
は
よ
う
や
く
察
知
し
た
。
そ
れ
と
前
後
し
て
、
パ
レ
ン
バ

ン
政
権
の
自
立
を
認
め
な
い
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
軍
隊
が
パ
レ
ン
バ

ン
王
権
を
滅
ぼ
し
た
と
き
に
、
明
朝
が
三
仏
斉
へ
送
っ
た
冊
封
の

使
節
も
巻
き
込
ま
れ
て
虐
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。三

仏
斉
を
自
称
し
た
パ
レ
ン
バ
ン
王
権
が
姿
を
消
し
た
あ
と
、

港
は
中
国
側
の
文
献
に
旧
港
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
四
回

目
の
航
海
か
ら
南
海
遠
征
に
参
画
し
た
ム
ス
リ
ム
の
馬
歓
が
著
し

た
『
瀛
涯
勝
覧
』
に
は
、「
旧
港
す
な
わ
ち
古
名
を
三
仏
斉
国
は

リ
ン
パ
ン

是
な
り
。
地
元
の
名
前
は

ポ

淋
邦
（
パ
レ
ン
バ
ン
）
と
い
う
。
ジ

ャ
ワ
国
の
所
轄
に
属
す
る
。
東
は
ジ
ャ
ワ
国
に
接
し
、
西
は
マ
ラ

ッ
カ
国
と
境
界
を
接
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
支
配
の
空
隙
を
突
い

て
旧
港
に
根
を
下
ろ
し
た
の
が
、
中
国
出
身
の
海
洋
商
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
頭
目
の
一
人
に
陳
祖
義
と
い
う
名
の
広
東
出
身
の
海
洋

商
人
が
い
た
。
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
の
西
王
は
陳
を
後
押
し
し
、

王
国
が
承
認
し
な
い
勢
力
が
南
シ
ナ
海
域
に
進
出
す
る
こ
と
を
阻

止
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
四
世
紀
末
頃
か
ら
、
南
シ
ナ
海
域
王
権
か
ら
中
国
に
来
る
朝

貢
使
節
が
、
来
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
洋
海
域
か
ら
マ
ラ

ッ
カ
海
峡
を
経
て
シ
ナ
海
域
に
来
る
船
舶
も
、
姿
を
消
し
た
。
一

四
〇
三
年
に
タ
イ
の
暹
羅
（
ア
ユ
タ
ヤ
）
か
ら
使
節
が
到
着
し
た
。

こ
の
使
節
は
イ
ン
ド
洋
の
ム
ス
リ
ム
商
人
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通

過
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
マ
レ
ー
半
島
を
東
西
に
横
断
す
る
ク
ラ

地
峡
を
経
て
交
易
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
も
た
ら
す

（『
明
実
録
』
永
楽
元
年
十
月
）。

明
朝
は
こ
の
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
パ
レ
ン
バ
ン

に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
。
そ
の
結
果
、
梁
道
明
と
い
う
「
広

東
人
が
家
族
を
引
き
連
れ
て
そ
の
地
に
住
む
こ
と
長
期
に
及
び
、

広
東
・
福
建
の
軍
民
で
こ
れ
に
従
う
者
数
千
人
は
、
道
明
を
推
し

て
頭
目
と
し
て
い
る
」（『
明
実
録
』）
と
事
態
を
把
握
し
て
い
る
。

明
朝
は
梁
を
取
り
込
み
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
西
王
と
の
繋
が
り
が

深
い
陳
祖
義
を
排
除
す
る
方
針
を
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明

朝
は
工
作
員
を
パ
レ
ン
バ
ン
に
送
り
、「
梁
道
明
を
招
撫
」
す
る

（『
明
実
録
』
永
楽
元
年
）。
梁
は
永
楽
三
年
一
一
月
に
み
ず
か
ら

南
京
に
至
り
、
皇
帝
に
拝
謁
し
た
。
留
守
し
た
パ
レ
ン
バ
ン
に
、

梁
は
配
下
の
施
進
卿
に
一
党
の
取
り
ま
と
め
を
委
ね
て
い
る

（『
明
実
録
』
永
楽
三
年
十
一
月
）。

史
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明
朝
が
大
艦
隊
を
南
シ
ナ
海
域
に
派
遣
す
る
と
い
う
情
報
は
、

お
そ
ら
く
パ
レ
ン
バ
ン
に
も
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
艦
隊
が

出
帆
し
て
し
ば
ら
く
の
ち
、
永
楽
四
年
（
一
四
〇
六
）
七
月
に
、

「
旧
港
の
頭
目
の
陳
祖
義
が
そ
の
息
子
の
士
良
を
、
梁
道
明
が
そ

の
甥
を
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
し
て
、
拝
謁
さ
せ
た
」（『
明
実
録
』
永
楽

四
年
七
月
）
と
あ
る
。
陳
と
梁
と
が
別
々
に
明
朝
に
使
節
を
派
遣

し
、
中
国
の
状
況
を
探
ら
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
記
録
を

最
後
に
、
梁
道
明
の
名
は
消
え
る
。
�
永
常
氏
は
、
陳
祖
義
が
中

国
と
結
ん
で
自
分
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
先
手
を
打
っ
て
梁
道
明
を
殺
害
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。

和
が
率
い
る
艦
隊
は
、
イ
ン
ド
の
カ
リ
カ
ッ
ト
か
ら
の
帰
路
で
、

パ
レ
ン
バ
ン
に
立
ち
寄
っ
た
。『
瀛
涯
勝
覧
』
に
は
旧
港
の
項
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
か
つ
て
洪
武
年
間
に
広
東
人
の
陳

祖
義
な
ど
が
一
族
を
率
い
て
こ
こ
に
逃
げ
て
、
頭
目
に
な
っ
た
。

き
わ
め
て
横
暴
で
、
お
よ
そ
通
過
す
る
外
来
者
の
船
と
見
れ
ば
、

す
な
わ
ち
そ
の
財
物
を
強
奪
し
て
い
た
。
永
楽
五
年
に
朝
廷
が
差

し
向
け
た
太
監
の
�
和
な
ど
が
率
い
る
大
型
船
が
こ
の
地
に
到
着

し
た
。
施
進
卿
と
い
う
広
東
人
が
出
頭
し
、
陳
祖
義
が
凶
暴
で
あ

る
と
訴
え
た
」。
施
は
和
に
対
し
て
、
陳
祖
義
が
明
朝
と
手
を
結

ぼ
う
と
し
て
い
た
梁
道
明
を
殺
害
し
た
こ
と
を
、
訴
え
出
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
に
続
け
て
馬
歓
は
「
太
監
の
�
和
に
生
け

捕
り
に
さ
れ
た
陳
祖
義
な
ど
は
中
国
に
護
送
さ
れ
、
処
刑
さ
れ

た
」
と
顛
末
を
記
す
。

し
か
し
、
和
が
陳
祖
義
を
捕
縛
し
た
理
由
は
、
も
う
一
つ
あ
る
。

明
朝
は
南
シ
ナ
海
域
の
秩
序
再
構
築
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
マ
ジ

ャ
パ
ヒ
ト
王
国
の
西
王
を
牽
制
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
対
立
し
て

い
た
東
王
と
関
係
を
つ
け
よ
う
と
し
て
、
一
七
〇
名
か
ら
な
る
使

節
を
派
遣
し
て
い
た
。
一
四
〇
六
年
（
永
楽
四
）
に
西
王
が
東
王

の
拠
点
を
攻
略
し
た
と
き
に
、
こ
の
明
朝
の
使
節
を
殺
害
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
朱
棣
も
知
る
こ
と
に
な
る
が
、
西
王
を
直

接
に
非
難
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
ワ
の
王
国
と
敵
対
し
、

本
格
的
な
戦
争
と
な
れ
ば
フ
ビ
ラ
イ
の
二
の
舞
に
な
る
恐
れ
が
あ

る
。
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
を
直
接
に
懲
戒
す
る
の
で
は
な
く
、
身

代
わ
り
と
し
て
陳
祖
義
を
捕
ら
え
る
こ
と
で
警
告
を
与
え
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
明
実
録
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
太
監
�
和

は
西
洋
諸
国
に
遣
い
し
て
帰
還
す
る
途
上
で
、
海
賊
の
陳
祖
義
な

ど
と
武
力
衝
突
し
た
。
は
じ
め
和
が
旧
港
に
到
着
し
た
と
き
、
祖

義
な
ど
と
あ
い
、
人
を
使
わ
し
て
招
き
諭
し
た
。
祖
義
は
い
つ
わ

っ
て
投
降
す
る
と
み
せ
か
け
、
秘
か
に
策
を
弄
し
て
官
軍
を
襲
撃

し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
気
づ
い
た
和
な
ど
は
、
兵
を
整
え
備
え

た
。
祖
義
は
衆
を
率
い
て
襲
撃
し
た
が
、
和
は
兵
を
出
し
て
戦
い
、

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

四
五
（
四
五
）



祖
義
は
大
敗
し
た
。
賊
党
五
千
人
あ
ま
り
を
殺
し
、
賊
船
十
艘
を

焼
き
、
七
艘
を
拿
捕
し
、
偽
銅
印
二
個
を
押
収
し
た
。
生
け
捕
り

に
し
た
祖
義
ら
三
人
は
、
中
国
の
首
都
（
南
京
）
に
護
送
し
、
こ

と
ご
と
く
斬
首
し
た
」（
永
楽
五
年
九
月
壬
子
）。

南
シ
ナ
海
域
か
ら
見
た
和
の
遠
征

和
の
南
海
遠
征
に
つ
い
て
、
南
シ
ナ
海
域
側
の
史
料
は
、
遠
征

の
規
模
が
大
き
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い

な
い
。
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
史
料
に
、
ジ
ャ
ワ
北
岸

の
港
町
ス
マ
ラ
ン
に
あ
る
三
保
廟
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語K

lenteng

Sam
po

）
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
『
編
年
史
（
14
）
』
で
あ
る
。
史
料
と

し
て
の
問
題
点
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
、『
編
年
史
』
か
ら

陳
祖
義
に
関
す
る
記
載
も
あ
る
冒
頭
の
部
分
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

一
、
序
言

一
三
六
八
〜
一
六
四
五
年

多
く
の
雲
南
出
身
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ム
ス
リ
ム
を
役
人
と

し
て
登
用
し
た
明
朝
が
、
中
国
を
支
配
す
る
。

一
四
〇
三
〜
一
四
二
四
年

朱
棣
の
皇
帝
在
位
期
間
、
永
楽
年
間
。
こ
の
時
期
は
、
中

国
の
航
海
事
業
に
と
っ
て
栄
光
の
時
代
で
あ
っ
た
。

一
四
〇
五
〜
一
四
二
五
年

ハ
ッ
ジ
の
三
保
（Sam

Po
B

o

）
が
司
令
長
官
と
し
て
率

い
る
中
国
皇
帝
の
艦
隊
が
、
南
洋
の
海
域
と
海
岸
を
支
配
す

る
。

『
編
年
史
』
で
は
、「
ハ
ッ
ジ
の
三
保
」
と
あ
る
が
、
和
は
メ
ッ

カ
巡
礼
を
果
た
し
て
い
な
い
た
め
、
正
式
に
は
ハ
ッ
ジ
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
ハ
ッ
ジ
と
あ
る
こ
と
は
、
和
の
祖
父
と
父
と
が

ハ
ッ
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
見
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。
序
言
に
続
い
て
、
よ
り
詳
細
な
記
述
が
始
ま
る
。

二
、
中
国
の
対
外
的
な
拡
張
の
開
始

一
四
〇
七
年

明
の
皇
帝
の
艦
隊
は
、
ク
ガ
ン
（
旧
港
、
パ
レ
ン
バ
ン
）

を
制
圧
し
た
。
こ
の
地
は
古
く
か
ら
中
国
出
身
で
非
ム
ス
リ

ム
の
海
賊
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
。
福
建
か
ら
来
た
旧
港
の
海

賊
の
頭
目
の
陳
祖
義
（T

jen
T

su
Y

i

）
は
逮
捕
さ
れ
、
北

京
に
護
送
さ
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
公
衆
の
面
前
で
斬
首
さ
れ

た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
南
洋
各
地
に
い
る
福
建
出
身
の
中

国
人
に
対
し
て
警
告
を
発
す
る
た
め
で
あ
る
。
ク
ガ
ン
で
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
列
島
で
最
初
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ム
ス
リ
ム
の

中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
成
立
し
た
。
同
じ
年
に
、
カ
リ

マ
ン
タ
ン
の
サ
ン
バ
ス
に
も
、
中
国
ム
ス
リ
ム
が
定
住
し
た
。

『
編
年
史
』
で
は
陳
祖
義
制
圧
を
一
四
〇
七
年
と
し
て
い
る
が
、

史
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正
し
く
は
一
四
〇
五
年
で
あ
り
、
陳
が
処
刑
さ
れ
た
場
所
を
『
編

年
史
』
で
は
、
北
京
と
し
て
い
る
が
、
当
時
の
明
朝
の
首
都
は
南

京
で
あ
り
、
処
刑
地
は
南
京
で
あ
っ
た
。

問
題
点
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
記
載
が
史
実
を
反
映
し

て
い
る
も
の
だ
と
仮
定
す
る
と
、
和
が
陳
祖
義
を
パ
レ
ン
バ
ン
か

ら
排
除
し
た
理
由
の
一
つ
に
、
非
ム
ス
リ
ム
勢
力
を
抑
え
、
ム
ス

リ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
中
に
見
え
る
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
と
は
、
ス

ン
ナ
派
の
法
学
派
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
流
布

し
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
雲
南
を
統
合
し
た
と
き
に
サ
イ
イ
ド
�
ア

ジ
ャ
ッ
ル
な
ど
を
通
じ
て
、
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。
和
の
祖
父
や
父

も
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
陳
祖

義
を
排
除
し
た
あ
と
、
パ
レ
ン
バ
ン
の
華
人
の
多
く
が
、
制
圧
者

で
あ
る
和
と
の
関
係
を
深
め
る
た
め
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
と
改
宗

し
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
形
成
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

陳
祖
義
に
替
わ
っ
て
パ
レ
ン
バ
ン
の
華
人
の
頭
目
と
な
っ
た
施

進
卿
に
つ
い
て
、
彼
が
日
本
へ
派
遣
し
た
交
易
船
が
、
一
四
〇
八

年
（
応
永
十
五
年
、
永
楽
六
年
）
に
若
狭
国
小
浜
に
来
港
し
て
い

る
。
こ
の
来
港
に
つ
い
て
記
す
『
若
狭
国
税
所
次
第
』
に
は
、

「
帝
王
の
御
名
亜
烈
進
卿
」
の
船
だ
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
亜
烈
」
と
い
う
標
識
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
ア
リ
」
の
音
訳
で

あ
ろ
う
（
15
）
。
ム
ス
リ
ム
に
多
く
見
ら
れ
る
呼
称
を
用
い
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
、
和
の
支
援
を
受
け

た
施
進
卿
も
、
ム
ス
リ
ム
に
改
宗
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

陳
祖
義
捕
縛
に
続
く
『
編
年
史
』
の
記
述
を
、
さ
ら
に
紹
介
し

て
い
こ
う
。

一
四
一
一
年
〜
一
四
一
六
年

ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ム
ス
リ
ム
の
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
、

マ
レ
ー
半
島
、
ジ
ャ
ワ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
も
成
立
し
た
。
ジ

ャ
ワ
で
は
、
モ
ス
ク
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
近
く
の
ア
ン
コ
ー
ル
、

セ
ン
ブ
ン
（Sem

bung

）、
ラ
セ
ム
（Lasem

）、
ト
ゥ
バ
ン

（T
uban

）、
グ
レ
シ
ッ
ク
（G

resik

）、
チ
ャ
ン
ク
（C

angki

）

な
ど
で
建
て
ら
れ
た
。

一
四
一
一
年
に
始
ま
る
南
シ
ナ
海
域
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
中
国

人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
記
述
は
、
和
の
第
三

回
の
航
海
で
マ
ラ
ッ
カ
に
艦
隊
の
基
地
を
置
い
て
か
ら
、
第
四
回

の
航
海
に
か
け
て
の
時
期
と
符
合
す
る
。
和
の
艦
隊
は
お
そ
ら
く

い
く
つ
か
の
分
遣
隊
に
分
か
れ
、
和
が
乗
船
す
る
本
隊
と
は
別
に
、

チ
ャ
ン
パ
や
マ
ラ
ッ
カ
を
拠
点
と
し
て
南
シ
ナ
海
域
に
残
っ
て
活

動
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ジ
ャ
ワ
で
モ
ス
ク
が
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
場
所
は
、
馬
歓

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

四
七
（
四
七
）



『
瀛
涯
勝
覧
』「
爪
哇
国
」
の
条
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ゥ
バ

ン
は
杜
板
と
し
て
、「
こ
こ
は
約
千
軒
あ
ま
り
あ
り
、
二
人
の
頭

目
が
修
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
多
く
の
広
東
人
と
�
州
人
が
流
れ

て
き
て
い
る
」
と
あ
り
、
フ
ビ
ラ
イ
が
派
遣
し
た
遠
征
軍
が
こ
こ

に
上
陸
し
た
と
さ
れ
る
。
グ
レ
シ
ッ
ク
は
ジ
ャ
ワ
島
東
部
、
マ
ド

ゥ
ラ
海
峡
に
臨
む
港
市
で
あ
る
が
、『
瀛
涯
勝
覧
』
に
は
革
児
昔

と
表
記
さ
れ
、「
杜
板
か
ら
東
に
半
日
ば
か
り
行
く
と
、
新
村
、

土
地
の
名
で
革
児
昔
に
着
く
。
こ
こ
は
も
と
砂
州
で
あ
っ
た
が
、

中
国
人
が
住
み
着
い
て
新
村
と
名
づ
け
ら
れ
、
当
時
も
村
長
は
ま

だ
広
東
人
で
あ
り
、
家
は
千
軒
以
上
あ
る
」
と
あ
る
。『
瀛
涯
勝

覧
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
グ
レ
シ
ッ
ク
か
ら
南
に
二
十
里
ば
か
り
船

で
行
く
と
、
ス
ラ
バ
ヤ
に
到
着
、
さ
ら
に
小
舟
で
七
、
八
〇
里
ほ

ど
い
く
と
チ
ャ
ン
ク
（
章
姑
）
と
呼
ば
れ
る
船
着
き
場
に
行
き
着

く
。
こ
の
船
着
き
場
か
ら
岸
に
上
が
り
、
西
南
に
一
日
半
ば
か
り

行
く
と
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
王
都
に
到
着
す
る
と
い
う
。

三
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
中
国
人
ム
ス
リ
ム
の
定
着

一
四
一
三
年

こ
の
年
、
明
朝
の
艦
隊
が
、
艦
船
修
繕
の
た
め
に
ス
マ
ラ

ン
に
寄
港
し
、
一
ヶ
月
ほ
ど
停
泊
す
る
。
司
令
長
官
の
三
保

と
、
ハ
ッ
ジ
の
馬
歓
、
ハ
ッ
ジ
の
費
信
は
、
祈
祷
を
捧
げ
る

た
め
ス
マ
ラ
ン
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
中
国
人
の
モ
ス
ク
を
し
ば

し
ば
訪
ね
る
。

一
四
一
九
年

司
令
長
官
の
三
保
は
、
南
洋
諸
国
の
沿
海
地
域
に
広
が
っ

た
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
管
轄
す
る
た

め
に
、
ハ
ッ
ジ
の
ボ
ン
�
タ
ッ
ク
�
ケ
ン
（B

ong
T

ak

K
eng

）
を
チ
ャ
ン
パ
の
管
轄
者
に
任
命
し
た
。
ボ
ン
�
タ

ッ
ク
�
ケ
ン
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
と
マ
タ
ン
を
管
理

さ
せ
る
た
め
に
、
ハ
ッ
ジ
の
ガ
ン
�
エ
ン
�
チ
ュ（G

an
E

ng

T
ju

）
を
指
名
し
た
。

一
四
二
三
年

ハ
ッ
ジ
の
ガ
ン
�
エ
ン
�
チ
ュ
は
、
ジ
ャ
ワ
、
ク
ガ
ン

（
パ
レ
ン
バ
ン
）、
サ
ン
バ
ス
で
拡
大
す
る
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
中

国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
管
理
を
行
う
た
め
に
、
マ
ニ
ラ
か

ら
ジ
ャ
ワ
の
ト
ゥ
バ
ン
に
配
置
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
当
時
、

ト
ゥ
バ
ン
は
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
の
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
主
要

な
港
で
あ
っ
た
。

一
四
二
四
〜
四
九
年

ハ
ッ
ジ
の
マ
�
ホ
ン
�
フ
（M

a
H

ong
Fu

）
が
明
朝
か

ら
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
宮
に
駐
在
す
る
大
使
に
任
命
さ
れ
る
。

マ
�
ホ
ン
�
フ
は
雲
南
の
軍
人
の
息
子
で
、
ボ
ン
�
タ
ッ

ク
�
ケ
ン
の
女
婿
で
あ
。
マ
�
ホ
ン
�
フ
と
そ
の
家
族
は
マ

史
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ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
宮
に
赴
く
際
に
、
使
者
と
し
て
三
回
マ
ジ
ャ

パ
ヒ
ト
王
宮
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
費
信
が
同
行
し
た
。

『
編
年
史
』
は
、
和
の
も
と
で
、
南
シ
ナ
海
各
地
に
広
が
っ
た

ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
管
理
す
る
体
制
が
整

え
ら
れ
た
と
す
る
。
ボ
ン
�
タ
ッ
ク
�
ケ
ン
を
初
め
と
す
る
ハ
ッ

ジ
た
ち
に
関
し
て
、
中
国
の
史
料
に
は
ま
っ
た
く
記
載
が
な
い
。

中
国
の
研
究
文
献
で
は
、
福
建
の
�
南
語
の
発
音
に
基
づ
い
て
漢

字
を
当
て
、
ボ
ン
�
タ
ッ
ク
�
ケ
ン
を
黄
達
京
、
ガ
ン
�
エ
ン
�

チ
ュ
を
顔
英
祖
、
マ
�
ホ
ン
�
フ
を
馬
洪
福
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
黄
姓
や
馬
姓
が
雲
南
の
ム
ス
リ
ム
に
多
い
と
い
う
理
由
で
、
ボ

ン
�
タ
ッ
ク
�
ケ
ン
と
マ
�
ホ
ン
�
フ
は
雲
南
ム
ス
リ
ム
、
ガ

ン
�
エ
ン
�
チ
ュ
は
福
建
ム
ス
リ
ム
と
し
て
い
る
（
16
）
。

四
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
三
保

一
四
二
五
〜
三
一
年

司
令
長
官
の
ハ
ッ
ジ
三
保
は
、
南
洋
を
含
む
華
南
を
統
括

す
る
事
実
上
の
総
督
と
な
っ
た
。
ス
マ
ラ
ン
の
モ
ス
ク
で
は
、

三
保
の
た
め
に
祝
賀
礼
拝
が
挙
行
さ
れ
た
。

一
四
三
〇
年

三
保
は
自
ら
、
東
部
ジ
ャ
ワ
の
ト
ゥ
マ
パ
ン
（T

u
M

a

Pan

）
を
占
領
し
、
こ
の
地
を
ス
キ
ン
タ
王
に
献
上
し
た
。

ガ
ン
�
エ
ン
�
チ
ュ
の
弟
の
ガ
ン
�
エ
ン
�
ワ
ン
（G

an
E

ng

W
an

）
が
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
の
宗
主
権
の
も
と
で
、
ト

ゥ
マ
パ
ン
の
領
主
と
な
っ
た
。

一
四
三
一
年

司
令
長
官
の
ハ
ッ
ジ
三
保
が
死
去
す
る
。
ス
マ
ラ
ン
の
モ

ス
ク
で
は
、
追
悼
の
儀
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

ト
ゥ
マ
パ
ン
は
都
馬
板
と
中
国
史
料
で
表
記
さ
れ
、
東
西
に
分

裂
し
た
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
西
王
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
編
年
史
』
の
こ
の
箇
所
で
は
、
誤
り
が
見
ら
れ
る
。
一
四
三
〇

年
に
和
が
ジ
ャ
ワ
に
来
た
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
一
四
三
二
年

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
和
が
死
去
し
た
年
は
、
一
四
三
一
年
で
は
な

く
、
一
四
三
四
年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
編
年
史
』
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
の
史
料
は
三
つ
の
段
階

で
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
。『
編
年
史
』
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

研
究
者
パ
ル
リ
ン
ド
ゥ
ガ
ン
が
、
一
九
六
四
年
に
自
ら
の
著
作
の

補
遺
と
し
て
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
公
表
の
経
緯
は
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

時
を
一
九
二
〇
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
下
に

あ
っ
た
ジ
ャ
ワ
で
は
、
労
働
運
動
が
活
発
と
な
り
、
一
九
二
〇
年

に
は
ア
ジ
ア
で
最
初
の
共
産
党
が
誕
生
し
、
一
九
二
六
年
末
か
ら

二
七
年
の
は
じ
め
に
か
け
て
武
装
蜂
起
を
決
行
し
た
。
こ
の
蜂
起

は
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
府
に
鎮
圧
さ
れ
た
も
の
の
、
共
産
党
の
成

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

四
九
（
四
九
）



立
期
に
は
ス
マ
ラ
ン
の
華
人
が
多
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

共
産
党
蜂
起
の
あ
と
植
民
地
政
府
は
華
人
に
対
し
て
特
別
の
配
慮

を
払
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
政
治
情
勢
の
な
か
、
オ
ラ
ン
ダ
官
員

ポ
ー
ト
マ
ン
は
、
ス
マ
ラ
ン
の
三
保
廟
を
警
察
の
協
力
を
得
て
調

査
を
行
い
、
荷
車
三
台
分
の
中
国
語
文
書
を
押
収
し
た
。

ポ
ー
ト
マ
ン
は
こ
の
文
書
を
も
と
に
調
査
報
告
書
を
執
筆
し
た
。

そ
の
報
告
書
を
含
む
建
議
書
は
五
部
作
成
さ
れ
た
が
、
極
秘
文
書

と
さ
れ
、
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
、

そ
の
後
、
日
本
軍
の
占
領
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
独
立
と
い
う
動
乱

の
な
か
で
、
押
収
文
書
は
も
ち
ろ
ん
、
建
議
書
の
所
在
も
不
明
と

な
る
。
パ
ル
リ
ン
ド
ゥ
ガ
ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
留
学
中
に
、
ラ
イ
ス

ワ
イ
ク
に
あ
る
文
書
館
で
こ
の
建
議
書
を
閲
覧
し
、
ポ
ー
ト
マ
ン

報
告
書
の
要
旨
を
『
編
年
史
』
の
形
で
自
著
の
な
か
に
採
録
し
た

と
述
べ
て
い
る
。

『
編
年
史
』
の
信
憑
性
は
第
一
段
階
に
お
い
て
、
ス
マ
ラ
ン
三

保
廟
で
押
収
さ
れ
た
中
国
語
文
書
が
、
ど
こ
ま
で
歴
史
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
廟
の
由
緒
を
も
っ
と
も

ら
し
く
見
せ
る
た
め
に
、
伝
承
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
り
、
創
作
が

加
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ス
マ
ラ
ン
に

在
住
す
る
華
人
が
、
そ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
自
ら
の
存
在

根
拠
を
固
め
る
た
め
、
和
の
南
海
遠
征
に
由
来
を
求
め
る
た
め
、

文
書
を
作
成
し
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
段
階
で
は
、
原
資
料
が
失
わ
れ
た
あ
と
、
ポ
ー
ト
マ
ン
の

報
告
書
が
ど
こ
ま
で
正
し
く
文
書
の
内
容
を
伝
え
て
い
る
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
華
人
の
動
静
に
警
戒
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
植

民
地
政
府
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に

政
治
性
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
段
階
と
し
て
、
パ

ル
リ
ン
ド
ゥ
ガ
ン
が
ポ
ー
ト
マ
ン
報
告
書
の
要
旨
を
作
成
す
る
際

に
、
要
旨
作
成
者
本
人
の
記
述
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
可
能
性
も
あ

る
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
決
定
的
な
問
題
点

は
、
そ
の
後
に
研
究
者
が
オ
ラ
ン
ダ
の
文
書
館
で
ポ
ー
ト
マ
ン
報

告
書
を
さ
が
し
た
が
、
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
重
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
ま

で
『
編
年
史
』
に
依
拠
し
て
歴
史
叙
述
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
管

見
の
限
り
で
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
者

の
あ
い
だ
で
は
、
他
の
史
料
や
伝
承
と
照
合
さ
せ
た
結
果
、『
編

年
史
』
の
内
容
が
完
全
な
ね
つ
造
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
さ

れ
て
い
る
。
南
シ
ナ
海
域
で
の
和
の
活
動
を
伝
え
る
史
料
が
ほ
と

ん
ど
な
い
な
か
で
は
、
仮
に
『
編
年
史
』
が
史
実
を
反
映
し
て
い

る
と
仮
定
し
て
、
叙
述
を
試
み
る
価
値
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

史
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和
の
墓
参

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
永
楽
九
年
（
一
四
一
一
年
）
一
一
月
に

和
は
父
の
墓
を
雲
南
の
郷
里
に
詣
で
た
こ
と
を
石
碑
の
裏
面
に
刻

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
単
に
生
き
て
帰
れ
る
か
ど
う
か
定
か
で
は
な

い
遠
洋
航
海
に
出
よ
う
と
す
る
も
の
が
行
っ
た
、
祖
先
と
の
絆
を

確
認
す
る
た
め
の
里
帰
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

も
そ
も
永
楽
九
年
と
い
う
時
点
に
、
�
和
が
何
を
し
て
い
た
の
か

を
考
え
る
こ
と
で
、
推
測
し
て
い
こ
う
。

永
楽
三
年
に
始
ま
る
遠
征
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
永
楽
二
〇
年

（
一
四
二
二
年
）
ま
で
の
一
七
年
間
に
六
回
、
皇
帝
が
代
わ
っ
た

あ
と
に
最
後
の
第
七
回
目
の
航
海
が
行
わ
れ
た
。
お
お
き
く
分
類

す
る
と
、
第
一
回
か
ら
第
三
回
ま
で
は
イ
ン
ド
洋
の
交
易
の
中
心

港
で
あ
っ
た
カ
リ
カ
ッ
ト
を
め
ざ
し
た
も
の
で
、
二
年
ほ
ど
の
航

海
を
終
え
て
中
国
に
も
ど
る
と
、
風
向
き
が
変
わ
る
の
を
ま
っ
て
、

そ
の
年
の
う
ち
に
あ
わ
た
だ
し
く
出
帆
し
て
い
る
。
第
四
回
か
ら

第
六
回
は
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
の
交
易
港
ホ
ル
ム
ズ
を
到
達
点
と
す
る

も
の
で
、
航
海
を
終
え
て
中
国
に
も
ど
っ
て
か
ら
、
次
の
出
帆
ま

で
に
二
年
あ
ま
り
の
歳
月
を
費
や
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
洋
と
い
う

遠
洋
へ
の
航
海
の
準
備
に
、
時
間
を
要
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。

朱
棣
（≠

永
楽
帝
）
の
死
後
に
行
わ
れ
た
第
七
回
目
の
航
海
を

別
に
す
る
と
、
前
半
の
三
回
と
後
半
の
三
回
で
は
、
性
格
が
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
回
目
以
降
の
航
海
は
、

『
編
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
南
シ
ナ
海
域
に
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
中
国
人

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
扶
植
す
る
と
と
も
に
、
航
路
さ
ら
に
イ
ン
ド

洋
西
部
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
航
路
を
延
長
す
る
目
的
の
も
と
で
行

わ
れ
た
。

第
三
回
の
航
海
を
終
え
た
あ
と
、
�
和
は
陝
西
省
の
西
安
に
赴

い
て
い
る
。
西
安
（
唐
代
の
長
安
）
は
陸
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
タ

ー
ミ
ナ
ル
で
あ
り
、
ム
ス
リ
ム
が
多
く
住
む
。
こ
こ
で
羊
市
に
あ

っ
た
清
真
寺
（
モ
ス
ク
）
の
宗
教
的
指
導
者
で
あ
っ
た
哈
三
（
ハ

ッ
サ
ン
）
を
航
海
の
要
員
と
し
て
招
い
た
。
第
四
回
目
以
降
の
航

海
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
『
瀛
涯
勝
覧
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る

馬
歓
、
浙
江
省
出
身
の
郭
崇
礼
な
ど
、
多
く
の
ム
ス
リ
ム
が
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
哈
三
は
ア
ラ
ビ
ア
語
に
通
暁
し
て
い
る
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
遠
征
に
加
わ
っ
た
ム
ス
リ
ム
全
体
の
宗
教
的

指
導
者
で
あ
る
ア
ホ
ン
と
し
て
船
に
乗
り
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
（
17
）
。
こ
う
し
た
ム
ス
リ
ム
社
会
と
の
接
点
を
も
と
め
る
活
動
に

お
い
て
、
和
自
身
が
ム
ス
リ
ム
と
し
て
幼
少
時
代
を
過
ご
し
た
と

い
う
こ
と
が
、
有
利
に
働
い
た
と
言
う
こ
と
は
容
易
に
推
定
さ
れ

る
。
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
和
は
航
海
の
準
備
の

一
環
と
し
て
郷
里
に
戻
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

五
一
（
五
一
）



石
碑
の
裏
に
刻
ま
れ
た
題
記
に
よ
れ
ば
、
和
は
墓
参
を
果
た
し

た
あ
と
五
〇
日
ほ
ど
郷
里
に
留
ま
っ
た
の
ち
、
出
立
の
直
前
に
墓

碑
を
訪
ね
て
い
る
。
こ
の
期
間
を
、
彼
は
漫
然
と
過
ご
し
た
の
で

は
な
い
。
和
は
南
シ
ナ
海
域
各
地
の
港
市
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
管
理
で
き
る
人
材

を
捜
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
朝
の
統
治
下
で
、
か
つ
て
の
バ
サ
ラ
ワ
ル
ミ
の
善
政
を
懐
か

し
む
人
々
は
、
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
明
軍
の
雲
南
攻

略
の
さ
な
か
、
和
が
去
勢
さ
れ
た
こ
と
は
、
郷
里
の
ム
ス
リ
ム
た

ち
の
あ
い
だ
で
は
周
知
の
事
柄
で
あ
っ
た
。「
か
つ
て
私
た
ち
の

父
祖
が
、
メ
ッ
カ
へ
の
巡
礼
の
た
め
に
渡
っ
た
海
に
共
に
向
か
お

う
」
と
、
和
が
語
る
言
葉
に
共
感
し
た
ム
ス
リ
ム
が
い
た
と
し
て

も
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

和
が
南
海
遠
征
に
向
か
っ
た
一
五
世
紀
初
頭
は
、
南
シ
ナ
海
域

で
イ
ス
ラ
ー
ム
が
広
が
る
時
期
と
重
な
る
。『
編
年
史
』
の
記
述

が
史
実
を
な
に
が
し
で
も
反
映
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
二
つ

の
事
象
は
、
た
ま
た
ま
時
期
が
一
致
し
た
も
の
で
は
な
く
、
和
が

意
図
的
に
海
域
に
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
中
国
系
ム
ス
リ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
を
扶
植
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
よ
う
と
努
め
た
結

果
、
現
在
に
連
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
が
南
シ
ナ
海
域
に
広
が
る

結
果
と
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

和
の
前
に
も
南
シ
ナ
海
域
に
は
、
多
く
の
ム
ス
リ
ム
商
人
が
イ

ン
ド
や
イ
ラ
ン
な
ど
か
ら
来
訪
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ム
ス
リ
ム

商
人
は
交
易
に
重
き
を
置
き
、
現
地
の
社
会
に
積
極
的
に
は
関
与

し
て
い
な
い
。
南
シ
ナ
海
域
か
ら
中
国
の
広
東
・
福
建
な
ど
の
港

市
に
は
、
ム
ス
リ
ム
の
居
住
区
が
作
ら
れ
、
そ
こ
に
は
モ
ス
ク
も

置
か
れ
た
が
、
地
元
の
住
民
に
信
仰
を
広
め
る
と
い
う
努
力
は
し

て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
和
は
、
明
朝
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
世
界
秩
序
を

造
る
と
い
う
明
確
な
目
的
の
下
で
、
和
に
と
っ
て
好
ま
し
い
と
思

わ
れ
る
現
地
の
政
治
勢
力
を
支
援
し
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
勢
力
を

駆
逐
し
た
。
い
っ
た
ん
海
に
出
る
と
、
和
の
命
令
は
そ
の
主
君
で

あ
る
皇
帝
の
朱
棣
と
同
等
な
も
の
と
な
り
、
帰
還
後
に
和
の
判
断

は
皇
帝
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
る
。
和
は
交
易
の
拠
点
と
な
る
港
市

に
、
信
頼
で
き
る
中
国
系
ム
ス
リ
ム
を
長
官
と
し
て
配
置
し
た
。

そ
の
人
材
の
多
く
が
、
和
に
誘
わ
れ
た
雲
南
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ

た
。南

シ
ナ
海
域
の
現
地
の
政
権
に
と
っ
て
、
財
政
の
基
盤
と
な
る

中
国
と
の
交
易
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
は
、
和
が
構
築
し
よ
う
と

し
て
い
る
中
国
系
ム
ス
リ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
な
る
必
要
が

史

学
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あ
っ
た
。
こ
れ
が
現
地
社
会
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
要
因
の
一
つ
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
和
の
支
援
を
得
て
ア
ユ

タ
ヤ
や
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
か
ら
の
圧
迫
を
回
避
し
た
マ
ラ
ッ
カ

王
国
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
南
シ
ナ
海
域
が
イ
ス
ラ
ー
ム
化
に
向
け
て
動
き
始
め

た
や
さ
き
、
ま
ず
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ

っ
た
朱
棣
が
死
去
し
、
次
い
で
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
り
チ
ー
フ
で

も
あ
っ
た
和
が
死
去
し
た
こ
と
で
、
南
シ
ナ
海
域
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー

派
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
あ
た
か
も
風

向
き
が
変
わ
っ
て
蜃
気
楼
が
消
え
る
よ
う
に
、
一
五
世
紀
後
半
に

は
消
滅
し
て
し
ま
う
。

他
方
、
現
地
の
マ
レ
ー
系
の
人
々
は
、
そ
の
こ
ろ
あ
ら
た
に
イ

ン
ド
か
ら
広
が
っ
て
き
た
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を

受
け
入
れ
た
。
ス
ー
フ
ィ
ー
ズ
ム
が
イ
ン
ド
で
確
立
す
る
過
程
で
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
影
響
を
受
け
た
神
秘
主
義
的
な
要
素
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
も
と
も
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
を
信
仰
し
て
い
た
現
地

の
人
々
に
と
っ
て
、
理
知
的
な
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
よ
り
も
受
け
入
れ

や
す
か
っ
た
。

一
六
世
紀
に
あ
ら
た
に
南
シ
ナ
海
域
に
流
入
し
た
中
国
人
は
、

郷
里
の
信
仰
を
捨
て
る
こ
と
は
な
く
、
ス
マ
ラ
ン
な
ど
の
ム
ス
リ

ム
の
聖
地
も
中
国
風
寺
院
へ
と
衣
替
え
し
、
和
も
神
々
の
一
人
と

し
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

【
史
料
】
故
馬
公
墓
誌
銘

①
公
字
哈
只
、
姓
馬
公
、
世
為
雲
南
昆
陽
州
人
。
②
祖
拝
顔
、
妣

馬
氏
、
父
哈
只
、
母
温
氏
。
③
公
生
而
魁
岸
奇
偉
、
風
裁
凛
凛
可

畏
、
不
肯
枉
己
附
人
、
人
有
過
、
輒
面
斥
無
隠
。
性
尤
好
善
、
遇

貧
困
及
鰥
寡
無
依
者
、
恒
保
護
�
給
、
未
嘗
有
倦
容
、
以
故
郷
党

靡
不
称
公
為
長
者
。
④
娶
温
氏
、
有
婦
徳
。
子
男
二
人
、
長
文
銘
、

次
和
、
女
四
人
。
⑤
和
自
幼
有
材
志
、
事
今
天
子
、
賜
姓
�
、
為

内
官
監
太
監
。
⑥
公
勤
明
敏
、
謙
恭
謹
密
、
不
避
労

、
縉
紳
咸

称
誉
焉
。
嗚
呼
、
観
其
子
而
公
之
積
累
於
平
日
、
与
義
方
之
訓
、

可
見
矣
。
⑦
公
生
於
甲
申
年
十
二
年
初
九
日
、
卒
於
洪
武
壬
戌
七

月
初
三
日
、
享
年
三
十
九
歳
。
⑧
長
子
文
銘
、
奉
柩
安
�
於
宝
山

郷
和
代
村
之
原
、
礼
也
。
銘
曰
「
身
処
乎
辺
陲
而
服
礼
義
之
習
兮
、

安
乎
民
庶
而
存
恵
沢
之
施
、
宜
其
余
慶
深
長
而
有
子
光
顕
於
当
時

也
」。
⑨
時
、
永
楽
三
年
端
陽
日
、
資
善
大
夫
礼
部
尚
書
兼
左
春

坊
大
学
士
李
至
剛
撰

註（
１
）
三
田
史
学
会
（
二
〇
一
二
年
六
月
二
三
日
）
で
は
「
マ
ラ
ッ
カ

海
峡
以
西
の
海
と
中
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
報
告
を
行
っ
た
が
、

一
五
世
紀
前
半
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お
け
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ム
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リ
ム
の
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国
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そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
と
も
な
い
、
タ
イ
ト
ル
を
変
更
し
、
内

容
を
追
加
す
る
。

（
２
）

M
enzies,

G
avin

,
1421

:
the

Y
ear

C
hina

D
iscovered

A
m

erica,
G

reat
B

ritain,
T

ransw
orld

Publishers,
2002

、
メ

ン
ジ
ー
ス
、
ギ
ャ
ヴ
ィ
ン

松
本
剛
史
訳
、
二
〇
〇
三
年
『
一
四

二
一
、
中
国
が
新
大
陸
を
発
見
し
た
年
』
ソ
ニ
ー
・
マ
ガ
ジ
ン
ズ
。

（
３
）
本
稿
に
先
立
ち
拙
著
『
海
と
帝
国
』（「
中
国
の
歴
史
」
第
九
巻
、

講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
拙
稿
「
明
朝
の
朝
貢
メ
カ
ニ
ズ
ム
―
�

和
」（
吉
田
光
男
編
『
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
社
会
』
二
〇
一
〇
年
）

に
お
い
て
、
�
和
を
論
じ
た
。

（
４
）
筆
者
の
方
法
論
に
基
づ
き
、
論
文
中
で
は
原
則
と
し
て
本
名
で

表
記
す
る
。
本
名
以
外
の
通
称
な
ど
は
、
同
一
人
物
の
異
な
る
標

識
と
し
て
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
的
に
示
す
た
め
に
「≠

」

を
用
い
る
。
拙
稿
「
史
的
シ
ス
テ
ム
論
と
人
格
流
―
『
海
と
帝

国
』
列
伝
篇
の
た
め
に
」『
駒
沢
史
学
』
二
〇
〇
八
年
。

（
５
）
こ
の
問
い
に
答
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
題
記
の
末
尾
に

「
記
す
の
み
」
と
あ
る
と
こ
ろ
。
こ
の
箇
所
は
「
石
碑
を
立
て
た
の

で
は
な
く
、
す
で
に
あ
っ
た
石
碑
に
題
記
だ
け
を
刻
ん
だ
」
と
解

釈
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
が
皇
帝
の
許
可
を
得
て
墓
参
り
を
行

っ
た
永
楽
九
年
に
は
、
す
で
に
石
碑
が
立
っ
て
い
た
と
推
定
で
き

る
。
状
況
証
拠
と
し
て
は
、
碑
文
を
撰
定
し
た
李
至
剛
が
礼
部
尚

書
の
任
に
あ
っ
た
時
期
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
は
朱
棣
が

皇
帝
に
な
っ
た
と
き
に
礼
部
尚
書
に
な
る
が
、
永
楽
三
年
の
秋
に

は
他
の
官
僚
か
ら
弾
劾
さ
れ
て
儀
制
郎
中
に
降
格
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
永
楽
九
年
に
は
誣
告
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
獄
に
繋
が
れ

て
い
た
。
永
楽
九
年
閏
十
二
月
の
時
点
で
官
界
に
お
い
て
失
脚
し

て
い
る
人
物
の
名
を
、
和
が
あ
え
て
自
分
の
父
の
墓
碑
銘
に
記
し

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
判
断
す
る
と
こ
の

石
碑
は
、
李
至
剛
が
文
章
を
書
き
上
げ
た
永
楽
三
年
五
月
か
ら
同

年
の
秋
に
李
が
失
脚
し
た
こ
と
が
雲
南
に
伝
達
さ
れ
る
ま
で
の
、

わ
ず
か
数
ヶ
月
の
あ
い
だ
に
立
て
ら
れ
た
と
な
る
。
以
上
の
点
か

ら
、
こ
の
石
碑
本
体
は
、
永
楽
三
年
に
�
和
の
兄
の
文
銘
が
、
李

の
文
章
を
石
に
刻
ん
で
立
て
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
碑
文
⑧
に
文
銘
自
身
の
発
言
が
文
章
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
首
都
の
南
京
で
李
が
碑
文
を
揮
毫
し
て
い
る
隣

に
、
雲
南
か
ら
上
京
し
た
文
銘
が
控
え
て
い
た
と
想
像
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。

（
６
）
碑
文
に
和
の
父
の
本
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
父
が
死

去
し
た
と
さ
れ
る
一
三
八
二
年
と
い
う
年
が
、
朱
元
璋
が
派
遣
し

た
大
軍
が
雲
南
を
支
配
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
系
の
バ
サ
ラ
ワ
ル
ミ

政
権
を
滅
ぼ
し
た
年
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
推
測
さ
れ
る
。
碑

文
④
に
見
え
る
よ
う
に
、
和
の
父
は
郷
里
の
た
め
に
労
を
厭
わ
な

い
人
物
で
あ
っ
た
。
明
軍
の
攻
略
に
対
し
て
、
郷
里
防
衛
に
立
ち

上
が
り
、
戦
乱
の
な
か
で
命
を
落
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
雲
南

の
住
民
の
あ
だ
に
バ
サ
ラ
ワ
ル
ミ
の
善
政
に
対
す
る
郷
愁
の
念
が

残
っ
て
い
る
時
期
に
（
明
朝
の
雲
南
攻
略
か
ら
ま
だ
二
〇
年
し
か

経
っ
て
い
な
い
）、
明
軍
と
の
抗
戦
の
な
か
で
命
を
落
と
し
た
和
の

父
の
本
名
を
記
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
宮
崎
正
勝
『
�
和
の
南
海
大
遠
征
―
永
楽
帝
の
世
界
秩
序
再

編
』（
中
公
新
書
）
中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年
。

（
８
）
馬
明
道
『
伊
斯
蘭
教
対
中
華
文
化
之
影
響
』
台
北
�
中
国
文
化

大
学
出
版
部
、
一
九
八
二
年
。

史
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（
９
）
姚
継
徳
「
�
和
的
家
世
与
功
績
」、
呉
海
鷹
主
編
『
�
和
与
回

族
伊
斯
蘭
文
化
』
寧
夏
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
１０
）
拙
稿
「
タ
カ
ラ
ガ
イ
と
文
明
―
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
」（
池
谷
和
信

編
著
『
地
球
環
境
史
か
ら
の
問
い
�
ヒ
ト
と
自
然
の
共
生
と
は
何

か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
１１
）
愛
宕
松
男
訳
『
東
方
見
聞
録
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
。

（
１２
）
小
林
高
四
郎
・
岡
本
敬
二
（
編
）『
通
制
条
格
の
研
究
訳
註
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
。

（
１３
）
以
下
は
�
永
常
『
海
禁
的
転
折
』
稲
郷
出
版
社
〈
台
湾
〉
二
〇

一
一
年
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
１４
）

R
icklefs,

M
.

C
.

C
hinese

M
uslim

s
in

Java
in

the
15

th

and
16

th
C

enturies,M
onash

U
niversity,1984

所
収
の
英
訳

テ
キ
ス
ト
を
主
と
し
、
曽
玲
主
編
『
東
南
亜
的
「
�
和
記
憶
」
与

文
化
詮
釈
』
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
八
年
所
収
の
中
国
訳
テ
キ
ス
ト
、

井
東
猛
「
ポ
ー
ト
マ
ン
報
告
、
三
宝
公
祠
、
タ
ラ
ン
廟
押
収
文
書

を
め
ぐ
っ
て
」『
南
方
文
化
』
第
三
輯
、
一
九
七
六
年
に
抄
訳
さ
れ

た
日
本
語
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た
。

（
１５
）
『
福
井
県
史
―
通
史
編
二
、
中
世
』
一
九
九
四
年
。

（
１６
）
陳
達
生
『
�
和
与
東
南
亜
伊
斯
蘭
』
海
洋
出
版
社
、
二
〇
〇
八

年
。

（
１７
）
魏
徳
新
「
跟
随
�
和
下
西
洋
的
回
族
穆
斯
林
」、
呉
海
鷹

二

〇
〇
五
年
所
収
。

（
追
記
）
本
稿
の
原
稿
提
出
後
に
出
版
さ
れ
た
拙
著
『
シ
ナ
海
域
蜃
気

楼
王
国
の
興
亡
』
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
の
な
か
に
、
本
稿
の
内

容
を
一
部
分
、
取
り
込
ん
で
い
る
。
参
考
に
さ
れ
た
い
。

一
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
の
海
と
中
国

五
五
（
五
五
）


