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は
じ
め
に

本
稿
は
先
に
同
名
の
題
で
発
表
し
た
論
文
①

の
再
考
で
あ
る
。
先
の
論
文
は
二
〇
一
六
年
三
月
発
表
（
刊
行
）
で
あ
る
が
、
事
情
が
あ
っ
て
二
〇
一
三
年
十
月
成
稿
の
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
重
要
な
最
近
の
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
改
め
て
先
の
拙
稿
を
再
考
、
補
強
し
て
お
き
た
い
。

祢
軍
墓
誌
銘
は
、
た
い
へ
ん
難
解
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
史
実
を
復
元
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
稿
で
は
、
祢
軍
の
『
日
本
書
紀
』（
以

下
書
紀
と
す
る
）
や
『
三
国
史
記
』
に
み
え
る
事
蹟
を
前
提
に
し
て
銘
文
を
読
み
こ
ん
だ
。
そ
れ
は
、
墓
誌
銘
の
文
章
自
体
の
内
在
的
な
検
討
を
通
し
た
も
の
で
な
い
の
で
、

不
十
分
さ
は
残
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

銘
文
自
体
の
注
釈
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
史
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
②

（
早
稲
田
大
学
）
を
は
じ
め
、
個
別
的
に
は
、
東
野
治
之
③

、
葛
継
勇
④

、
井
上
亘
⑤

ら
に
よ
っ
て
進
展
し
て
き

て
い
る
が
、
ま
だ
十
全
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
の
墓
誌
銘
文
中
の
論
点
は
、「
日
本
餘
噍
」
の
〝
日
本
〟
を
ど
う
理
解
す
る
か
で
あ
る
。

こ
の
墓
誌
銘
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
、
中
国
史
家
王
連
龍
⑥

に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
日
本
と
い
う
国
号
の
初
見
で
あ

る
と
し
て
話
題
を
よ
ん
だ
。
し
か
し
、
東
野
治
之
⑦

は
、
こ
の
銘
文
に
は
国
号
に
か
か
わ
る
国
名
は
一
切
登
場
し
て
お
ら
ず
、〝
日
本
〟
を
国
号
と
み
る
の
は
早
計
で
あ
る
こ
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と
、〝
日
本
〟
は
暗
に
滅
ぼ
さ
れ
た
百
済
を
寓
意
し
て
お
り
、
そ
の
余
噍
（
残
党
）
の
活
動
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
東
野
見
解
に
よ
っ
て
、
近
年
の
研
究
動
向

は
〝
日
本
〟
を
国
号
と
み
る
見
解
は
少
な
く
な
っ
た
。

問
題
は
、
銘
文
に
み
え
る
日
本
、
扶
桑
、
風
谷
、
盤
桃
、
海
左
、
瀛
東
は
ど
の
国
、
ど
の
地
域
を
寓
意
し
た
表
現
な
の
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
中
国
の
古
典
籍
に
精
通
し

て
い
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。

筆
者
は
、
前
論
文
で
、〝
日
本
〟
を
百
済
在
住
の
倭
人
系
集
団
・
倭
系
百
済
官
僚
、
す
な
わ
ち
倭
人
・
倭
国
の
別
称
と
み
て
、〝
扶
桑
〟
を
本
国
の
倭
国
を
さ
す
も
の
と
み

た
。
ま
た
〝
風
谷
〟
を
百
済
、
盤
桃
を
耽
羅
、
海
左
を
新
羅
、
瀛
東
を
倭
国
を
さ
す
も
の
と
み
た
。
こ
れ
は
、
拙
著
『
日
本
国
号
の
歴
史
⑧

』
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、

〝
日
本
〟
号
の
始
源
は
中
国
で
、
そ
れ
が
倭
国
を
さ
す
別
称
・
異
称
と
し
て
成
立
し
た
の
は
朝
鮮
半
島
の
百
済
国
で
あ
り
、
百
済
の
史ふ
び
とた
ち
が
日
本
を
倭
人
・
倭
国
を
さ
す
別

称
と
し
て
史
書
な
ど
に
表
記
し
た
。
そ
れ
が
百
済
の
史
た
ち
の
渡
来
に
よ
っ
て
我
が
国
に
も
ち
こ
ま
れ
て
、
天
智
朝
頃
に
は
こ
の
別
称
が
流
行
し
た
。
そ
し
て
天
武
朝
の『
日

本
書
紀
』
の
編
纂
を
契
機
に
飛
鳥
浄
御
原
令
で
国
号
と
し
て
定
着
し
た
と
結
論
づ
け
た
。

い
わ
ば
、
天
智
朝
を
中
心
と
し
て
、
対
外
関
係
に
お
い
て
も
、
倭
・
倭
国
を
好
字
の
日
本
で
表
記
す
る
こ
と
が
一
種
の
流
行
を
み
せ
た
。
そ
の
〝
日
本
〟
の
別
称
の
出
発

点
は
百
済
で
あ
っ
た
こ
と
を
と
く
に
百
済
三
書
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
「
百
済
本
記
」（『
日
本
書
紀
』
所
引
）
の
中
の
「
任
那
日・

本・

府
」、「
日・

本・

天
皇
」「
日、

本、

使
人
」
と
い
う

表
記
か
ら
考
え
た
。
即
ち
、〝
日
本
〟
と
い
う
表
記
は
、
旧
加
耶
・
在
百
済
の
倭
人
系
集
団
を
さ
す
別
称
と
し
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
記
し
た
の
は
、
推
古
朝
期

を
下
る
『
百
済
本
記
』
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
史ふ
び
と達
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
祢
軍
墓
誌
銘
の
〝
日
本
〟
を
百
済
を
寓
意
し
て
い
る
と
み
る
見
解
は
疑
問
で
あ
り
、

在
百
済
を
中
心
と
し
た
倭
人
、
倭
の
別
称
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
前
稿
で
は
、
倭
人
・
倭
国・

の
別
称
と
し
た
が
、
正
確
に
は
、
倭
人
、
倭
の
別
称
と
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

墓
誌
銘
で
は
、
祢
軍
は
倭
国
と
の
関
係
の
中
で
登
場
し
て
く
る
。

公
（
祢
軍
）
海
左
に
格か
く

謨も

（
謀
り
ご
と
）
し
、
瀛え
い

東
に
亀
鏡
（
手
本
）
た
る
を
以
っ
て
、
特
に
帝
に
簡え
ら

ば
る
る
こ
と
在
て
、
往ゆ

き
て
招
慰
（
懐
柔
）
を
尸つ
か
さ（
司
）
る
。

公
臣
節
（
臣
下
と
し
て
の
節
義
）
に
侚し
た
がい
て
命
を
投
じ
、
皇
華
（
皇
帝
の
使
者
た
る
栄
光
）
を
歌
い
、
以
っ
て
載す
な
わち
馳は

す
。
汎は
ん

海か
い

（
大
海
）
を
飛
ぶ
蒼そ
う

鷹よ
う

、
淩
り
ょ
う
山さ
ん

を
翥と

（
飛
）
ぶ
赤
雀
は
、
河
（
大
）
き
な
眥
ま
な
じ
りを

決さ

（
裂
）
き
て
天
呉
（
海
神
）
静
ま
り
、
風ふ
う

隧す
い

（
風
の
ト
ン
ネ
ル
）
を
鑿う
が
ちて

雲
路
（
海
路
）
通
ず
。
驚
く
鳧ふ

（
水
鳥
）
は
侶

（
伴
侶
）
を
失
い
、
済わ
た

る
に
夕
を
終
え
ず
。
遂
に
能よ

く
天
威
（
皇
帝
の
権
威
）
を
説と

き
暢の

べ
、
喩さ
と

す
に
禍
福
千
秋
（
半
島
で
の
利
害
関
係
）
を
以
っ
て
す
。
僭せ
ん

帝て
い

（
倭

帝
）
は
一
旦
臣
と
称
し
て
、
仍よ
り

て
大
首
望
数
十
人
を
領ひ
き

い
て
、
将ま
さ

に
入
り
て
朝
ち
ょ
う
謁え
つ

す
。
特
に
恩
詔
を
蒙こ
う
むり
て
、
左
戎
衛（
正
五
品
上
）

郎
将
を
授
く
。

右
の
解
釈
は
、「
蒼
鷹
」
と
「
赤
雀
」
を
戦
艦
の
名
と
す
る
東
野
治
之
⑨

、「
天
呉
」
を
海
神
と
す
る
気
賀
沢
保
規
⑩

に
よ
っ
て
い
る
。

祢
軍
の
外
交
官
と
し
て
の
活
躍
は
、
二
度
に
わ
た
る
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
へ
の
来
使
と
、
司
馬
と
し
て
の
新
羅
へ
の
工
作
活
動
が
『
書
紀
』
と
『
三
国
史
記
』
に
み
え
る
が
、

右
の
海
路
に
よ
る
遣
使
の
様
子
に
よ
る
限
り
、
ま
た
左
戎
衛
郎
将
を
授
か
っ
た
年
次
か
ら
み
て
も
、
新
羅
へ
の
派
遣
で
は
な
く
、
倭
国
へ
の
遣
使
と
し
て
の
活
躍
を
の
べ
た



大東文化大学紀要〈人文科学編〉第 57 号（2019）

286（33）──

も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
勿
論
、
そ
の
こ
と
は
〝
日
本
〟
を
倭
・
倭
人
の
別
称
と
す
る
こ
と
を
直
接
意
味
は
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
墓
誌
銘
文
が
倭

国
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
倭
─
倭
国
を
副
次
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
へ
の
批
判
と
な
る
。

な
お
、
前
稿
で
は
祢
軍
の
外
交
官
と
し
て
の
事
蹟
か
ら
〝
海
左
〟
を
新
羅
、〝
瀛
東
〟
を
倭
国
に
比
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
墓
誌
銘
の
性
格
か
ら
い
っ
て
、
こ
れ
は
具
体
的

な
国
名
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
中
国
側
か
ら
み
た
倭
国
ま
で
も
ふ
く
め
て
朝
鮮
半
島
全
般
を
さ
す
地
域
と
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
、「
日
本
の
余
噍
」
と
祢
軍
の
倭
国
へ
の
遣
使
の
二
点
に
論
点
を
し
ぼ
り
、
改
め
て
こ
れ
を
唐
─
朝
鮮
半
島
─
倭
国
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
─
と
く
に
白
村
江

戦
前
後
の
─
─
の
中
で
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

１　
「
日
本
の
余
噍
」
の
解
釈
を
中
心
に

１

銘
文
に
お
け
る
関
連
箇
所
を
左
に
示
す
。

去
る
顕
慶
五
（
六
六
〇
）
年
、
官
軍
（
唐
）
本
藩
（
百
済
）
を
平
ぐ
る
日
、
機
を
見
て
変
を
識
り
、
剣
を
杖
し
て
帰
す
る
を
知
る
。
由ゆ
う

余よ

の
戎じ
ゅ
うを

出
づ
る
に
似
て
、
金こ
ん
で
い

の
漢
に
入
る
が
如
し
。
聖
上
（
唐
の
高
宗
）
嘉
び
歎
じ
て
、
擢ぬ
き
んず

る
に
栄
班
と
以
っ
て
し
、
右
武
衛
滻さ
ん

川せ
ん

府ふ

折
衝
都
尉
（
正
五
品
下
）
を
授
く
。
時
に
日○

本○

の
余よ

噍し
ょ
うは

、

扶ふ

桑そ
う

に
拠
り
て
以
っ
て
誅つ
み

を
逋の
が

れ
、
風○

谷○

の
遺い

甿ぼ
う

は
盤
桃
を
負
い
て
阻こ
ば

み
固
む
。
万
騎
野
に
亘わ
た

り
、
蓋
馬
と
と
も
に
以
っ
て
塵
を
驚
か
し
、
千
艘
は
波
を
横よ
こ
ぎり
、
原
虵ち

を
援ひ

き
て
縦う
か

び
濔み

つ
。

こ
の
あ
と
、
先
に
み
た
公
（
祢
軍
）
の
倭
国
へ
の
派
遣
の
銘
文
が
つ
づ
く
。

さ
て
、
右
の
銘
文
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
。

顕
慶
五
（
六
六
〇
）
年
は
、
唐
・
新
羅
連
合
に
よ
る
百
済
の
平
定
が
あ
り
、
こ
の
時
祢
軍
は
臨
機
応
変
に
剣
を
お
さ
め
て
帰
順
し
た
。
そ
れ
は
春
秋
晋
の
人
で
西
戎
に
入

っ
て
戎
王
に
仕
え
、
さ
ら
に
戎
を
で
て
秦
王
に
仕
え
た
由ゆ
う

余よ

の
奔
走
に
似
て
お
り
、
ま
た
匈
奴
人
で
あ
っ
て
、
漢
に
逃
げ
こ
ん
で
武
帝
に
仕
え
た
金き
ん

日じ
つ
て
いの
如
き
人
で
あ
っ

た
。
高
宗
は
よ
ろ
こ
ん
で
特
に
名
誉
あ
る
地
位
に
抜
擢
し
て
右
武
衛
滻
川
府
折
衝
都
尉
に
任
じ
た
。

こ
の
あ
と
、
問
題
の
「
干・
レ
時・

日
本
餘
噍
、
據
二
扶
桑
一
以
逋
レ
誅
、
風
谷
遺
甿
、
負
二
盤
桃
一
而
阻
固
」
と
つ
づ
く
。「
干
レ
時
」
の
時・

は
、
六
六
〇
年
の
百
済
の
滅
亡
と
さ
れ

る
時・

か・

ら・

以
降
の
朝
鮮
半
島
の
不
穏
な
情
勢
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
日
本
の
余
噍
」
と
「
風
谷
の
遺
甿
」
は
対
句
で
あ
り
、
余
噍
も
遺
甿
も
戦
い
で
生
き
の
こ
っ
た
も
の
（
残
党
）
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
も
半
島
で
の
戦
い
の
結

果
、
唐
に
や
ぶ
れ
た
遺
臣
・
兵
士
た
ち
が
生
き
残
っ
て
抵
抗
し
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
ⓐ
日
本
の
余
噍
は
扶
桑
を
拠
り
所
と
し
て
誅つ
み

か
ら
の
が
れ
よ

う
と
し
て
お
り
、
ⓑ
風
谷
の
遺
甿
は
、
盤
桃
を
背
に
し
て
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ⓐ
は
、
百
済
内
で
敗
れ
た
倭
人
集
団
で
彼
ら
は
扶
桑
の
国
で
あ
る
本
国
の
ヤ
マ
ト
（
倭
国
）
に
よ
っ
て
誅
殺
を
の
が
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
ⓑ
は
百
済
の
遺
臣
・
兵
士
た

ち
は
盤
桃
の
生
育
す
る
耽た
ん

羅ら

国
（
済
州
島
）
を
最
後
の
拠
り
所
と
し
て
抵
抗
し
て
い
る
。

ⓐ
の
〝
日
本
〟
を
前
稿
で
は
主
と
し
て
百
済
国
内
に
い
た
倭
人
系
集
団
、
倭
系
百
済
官
僚
と
い
う
こ
と
で
強
調
し
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
六
六
〇
年
の
唐
・
新

羅
連
合
を
百
済
と
の
戦
い
に
百
済
内
に
い
た
倭
系
集
団
や
倭
系
百
済
官
僚
が
百
済
側
に
立
っ
て
活
躍
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
か
ら
で
あ
る
。

朝
鮮
半
島
南
部
の
旧
加か

耶や

（
加か

羅ら

）
を
中
心
と
し
た
倭
人
系
集
団
や
鈥
明
朝
頃
か
ら
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
倭
系
百
済
官
僚
の
存
在
、
そ
し
て
『
隋
書
』
百
済
伝
に
人
種
構

成
と
し
て
百
済
人
の
な
か
に
新
羅
・
高
麗
・
倭・

人
ら
が
雑
ざ
っ
て
い
る
と
の
記
述
な
ど
を
み
る
と
、
明
治
時
代
以
後
よ
く
い
わ
れ
て
い
た
天
智
朝
の
白
村
江
後
、
は
じ
め
て

朝
鮮
半
島
南
部
と
日
本
列
島
と
の
明
確
な
境
域
区
分
が
な
さ
れ
た
と
の
指
摘
は
や
は
り
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
白
村
江
戦
後

の
六
六
五
（
麟
徳
二
年
、
天
智
天
皇
四
年
）
年
八
月
の
就
利
山
（
熊
津
）
に
お
け
る
熊
津
都
督
府
の
扶
余
隆
と
新
羅
王
法
敏
（
文
武
王
）
と
の
会
盟
に
、
倭
人
が
耽
羅
の
使

人
と
と
も
に
参
列
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
⑪

。
そ
し
て
こ
の
会
盟
の
あ
と
帯
方
州
刺
史
劉
仁
軌
に
従
っ
て
新
羅
・
百
済
・
耽
羅
・
倭
人
の
四
国
の
使
人
が
、
翌
年
正
月

の
高
宗
の
泰
山
で
の
封
禅
の
儀
式
に
望
む
べ
く
出
発
し
た
と
い
う
（『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
一
、
外
臣
部
、『
旧
唐
書
』
劉
仁
軌
伝
、『
三
国
史
記
』
新
羅
文
武
王
五
年
八
月

条
）。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
時
の
会
盟
の
倭
人
は
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
か
ら
の
正
式
の
使
者
で
は
な
く
、
唐
の
覊き

縻び

州
支
配
下
に
あ
っ
た
旧
百
済
の
熊
津
都
督
府
の
働
き
か
け

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
百
済
内
に
い
た
倭
系
百
済
官
僚
・
倭
人
系
集
団
の
参
加
で
あ
っ
た
ろ
う
。

『
旧
唐
書
』
劉
仁
軌
伝
に
よ
る
と
、
水
軍
と
糧
船
を
率
い
て
熊
津
か
ら
白
村
に
む
か
っ
た
仁
軌
は
、「
仁
軌
遇
二
倭・

兵・

於
白
村
之
口
一
、
四
戦
捷か
つ

。
焚
二
其
舟
四
百
艘
一
、
煙え
ん

焰え
ん

漲み
な
ぎ
り

レ
天
、
海
水
皆
赤
、
賊
衆
大
潰
や
ぶ
れ
る。
余
豊
脱
レ
身
而
走
、
護
二
其
宝
剱
一
。
偽
王
子
扶
余
忠
勝
・
忠
志
等
率
二
士
女
及
倭・

衆・

幷
耽た
む

羅ら

国
使
一
、
一
時
竝
降
、
百
済
諸
城
皆
復
帰
順
」

と
白
村
江
の
戦
い
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
の
将
軍
ら
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
本
国
か
ら
き
た
倭・

兵・

と
、
百
済
の
王
子
忠
勝
・
忠
志
ら
に
引
き

い
ら
れ
て
い
た
倭・

衆・

と
は
区
別
し
た
い
。
倭
衆
と
は
在
百
済
の
倭
人
系
集
団
、
倭
系
百
済
官
僚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
前
稿
で
は
、
在
百
済
の
倭
人
系
集
団
、
倭
系
百
済
官
僚
の
存
在
を
強
調
し
す
ぎ
た
が
、「
日
本
の
余
噍
」
と
い
う
時
、
白
村
江
戦
で
の
倭
国
か
ら
の
軍
兵
の
残
党
の

存
在
も
そ
こ
に
入
れ
て
考
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、〝
日
本
〟
と
い
う
表
記
が
で
て
く
る
背
景
と
し
て
百
済
に
在
る
倭
人
系
集
団
・
倭
系
百
済
官
僚
の
存
在
が

認
識
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

次
に
扶
桑
は
、
日
本
と
対
応
関
係
に
あ
る
。
扶
桑
は
両
樹
両
根
の
祥
瑞
の
あ
る
神
木
で
あ
っ
て
、
中
国
か
ら
は
海
上
は
る
か
東
の
太
陽
の
出
る
神
秘
の
地
で
生
育
す
る
神

木
で
あ
る
。
墓
誌
銘
に
登
場
す
る
扶
桑
は
第
一
義
的
に
国
名
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
の
別
称
と
い
う
よ
り
、
倭
国
を
寓
意
し
て
い
る
と
み
る
方
が
よ
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い
、
墓
誌
銘
の
扶
桑
は
、
次
の
盤
桃
と
同
じ
で
こ
こ
で
は
残
党
の
抵
抗
の
拠
り
所
と
し
て
、
両
樹
両
根
の
巨
大
な
神
木
で
あ
る
こ
と
が
第
一
義
で
、
そ
れ
が
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）

を
寓
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２

次
の
「
風
谷
の
遺
甿
」
は
高
句
麗
を
さ
す
と
す
る
見
解
も
強
い
。
そ
の
場
合
、
遺
甿
は
残
党
を
意
味
す
る
高
句
麗
戦
が
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
六
六
八
年
の
高
句
麗
の
滅
亡
後
で
あ
れ
ば
、「
風
谷
の
遺
甿
」
も
「
日
本
の
余
噍
」
と
の
対
照
で
意
味
を
も
つ
が
、
墓
誌
銘
の
こ
の
箇
所
は
六
六
四
年
の

祢
軍
の
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
遣
使
よ
り
前
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
句
麗
を
こ
こ
に
も
っ
て
く
る
の
は
〝
遺
甿
〟
の
語
句
か
ら
み
て
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
、
井

上
亘
⑫

は
、「
風
谷
の
遺
甿
」
を
高
句
麗
の
遺
臣
と
み
る
立
場
か
ら
、
六
六
一
年
八
月
に
み
る
唐
軍
の
平
壌
城
に
迫
っ
た

江
の
戦
い
や
そ
の
翌
月
の
高
句
麗
の
精
兵
数
万
を

大
破
し
た
鴨
緑
水
の
戦
い
、
あ
る
い
は
翌
年
二
月
に
唐
が
大
敗
を
喫
し
た
蛇
水
の
戦
い
な
ど
が
念
頭
に
あ
っ
て
の
表
現
で
な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
〝
遺
甿
〟
を
異
民

族
の
卑
称
に
近
い
用
法
と
み
る
。
確
か
に
そ
れ
は
一
つ
の
解
答
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
戦
い
は
基
本
は
、
高
句
麗
が
唐
を
撃
退
し
た
戦
い
で
あ
っ
た
か
ら

「
風
谷
の
遺・

甿・

」
に
は
な
じ
ま
な
い
と
思
う
。

次
の
蟠
桃
も
そ
れ
を
百
済
、
高
句
麗
、
新
羅
、
あ
る
い
は
倭
と
み
る
見
解
が
あ
っ
て
一
定
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
日
本
も
扶
桑
も
風
谷
も
蟠
桃
も
み
な
中
国
か
ら
み
た
場
合
、
海
上
は
る
か
彼
方
の
東
方
の
神
秘
の
地
、
未
開

の
地
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
墓
誌
銘
で
は
ど
の
地
域
あ
る
い
は
国
が
そ
こ
に
寓
意
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、〝
風
谷
〟
を
〝
日
本
〟
と
の
対
応
上
、
百
済
を
寓
意
し
て
い
る
と
み
た
の
で
、〝
蟠
桃
〟
は
、
耽
羅
（
済
州
島
）
と
み
た
。
耽
羅
は
朝
鮮
半
島
の
国
々
と
は
違
っ

て
、
海
南
的
文
化
を
も
つ
地
で
あ
る
。
蟠
桃
も
ま
た
扶
桑
と
同
じ
く
、
一
義
的
に
は
そ
の
木
は
の
ち
の
疫
神
信
仰
（
追つ
い

儺な

）
に
関
係
す
る
の
で
、
東
海
の
度
朔
山
と
い
う
山

に
あ
る
曲
り
く
ね
っ
た
三
千
里
に
わ
た
っ
て
の
び
て
い
る
呪
木
で
あ
る
。
百
済
に
と
っ
て
耽
羅
国
は
五
世
紀
後
半
頃
か
ら
、
従
属
関
係
に
あ
っ
た
が
、
白
村
江
前
後
の
戦
役

で
は
百
済
側
に
立
っ
て
参
戦
し
て
お
り
、
先
の
就
利
山
で
の
会
盟
に
も
倭
人
と
と
も
に
参
加
し
、
泰
山
の
封
禅
の
儀
に
も
参
列
し
て
い
る
。
こ
の
耽
羅
国
は
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）

と
も
友
好
関
係
に
あ
り
、
斉
明
天
皇
七
年
五
月
に
始
め
て
朝
貢
し
た
こ
と
が
み
え
、
そ
の
後
天
智
朝
に
二
回
、
天
武
朝
に
三
回
、
持
統
朝
に
二
回
遣
使
し
た
こ
と
が
み
え
る
。

「
百
済
救
援
の
橋
頭
堡
と
し
て
戦
略
的
な
価
値
を
も
つ
⑬

」
国
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
、「
ⓒ
萬
騎
野
に
亘
り
、
蓋
馬
と
と
も
に
以
っ
て
塵
を
驚
し
、
ⓓ
千
艘
は
波
を
横よ
こ
ぎり
、
原げ
ん

虵ち

を
援ひ

き
て
縦う
か
びび
滿
つ
」
と
続
く
。
ⓒ
陸
上
で
は
騎
馬
集
団
が
野
を
走

り
回
り
、
馬
冑
を
つ
け
た
騎
馬
が
砂
塵
を
ま
き
お
こ
し
た
。
ⓓ
海
上
で
は
、
千
艘
の
船
が
波
を
横
切
っ
て
い
る
様さ
ま

は
、
ま
る
で
海
蛇
が
う
か
ん
で
海
面
に
満
ち
て
い
る
様
子

と
似
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ⓐ
ⓑ
を
受
け
て
の
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
時
系
列
的
に
い
え
ば
、
ⓒ
ⓓ
は
、
ⓐ
ⓑ
の
あ
と
の
白
村
江
（
六
六
三
年
）
前
後
の
出
来
事
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を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ⓒ
は
、
高
句
麗
の
騎
馬
軍
団
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
が
、
百
済
や
唐
や
新
羅
の
騎
馬
軍
団
で
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
現
に
百
済
国
内
で
は
白
村

江
以
後
も
百
済
の
残
党
が
任に
ん

存そ
ん

城
で
抵
抗
し
て
い
て
、
新
羅
は
こ
れ
を
打
倒
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
（『
三
国
史
記
』
文
武
王
三
年
五
月
～
十
月
条
）。
ま
た
六
六
四
（
文

武
王
四
年
）
年
三
月
に
百
済
の
残
党
が
泗し

沘ひ

山
城
に
よ
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
、
熊
津
都
督
が
出
兵
し
て
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
と
あ
る
（『
三
国
史
記
』
文
武
王
四
年
三
月
条
）。

い
わ
ば
、
祢
軍
が
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
に
派
遣
さ
れ
る
六
六
四
年
五
月
で
も
朝
鮮
半
島
は
不
穏
な
情
況
が
続
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
祢
軍
は
、
こ
う
し
た
白
村
江
戦
後
の
混

乱
を
収
拾
す
る
べ
く
、
唐
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
高
句
麗
征
討
の
成
就
に
む
け
て
倭
国
に
派
遣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２　

祢
軍
の
倭
国
派
遣
を
め
ぐ
っ
て

１

禰
軍
の
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
派
遣
は
『
書
紀
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
墓
誌
銘
の
公
（
祢
軍
）
の
遣
使
部
分
と
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
、

『
書
紀
』
の
禰
軍
派
遣
と
墓
誌
銘
と
は
一
致
し
な
い
と
い
う
葛
継
勇
の
論
文
⑭

も
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
そ
の
点
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
禰
軍
の
倭
国
派
遣

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
書
紀
』
天
智
天
皇
三
（
六
六
四
）
年
五
月
十
七
条
日
に
「
百
済
鎮
将
劉
仁
願
、
朝
散
大
夫
郭
務
悰
を
遣
し
て
表ふ
み

函は
こ

と
献
物
を
進
た
て
ま
つる

」
と
あ
る
。
そ
し
て
冬
十
月
条
に
「
乙

亥
の
朔
（
一
日
）に

、
郭
務
悰
等
を
発
遣
す
勅
を
宣
り
た
ま
ふ
。
是
の
日
に
中
臣
内
臣
、
沙
門
智
祥
を
遣
し
て
、
物
を
郭
務
悰
に
賜
ふ
。
戊（
四
日
）寅

に
、
郭
務
悰
等
に
饗あ
え

賜
ふ
」
と
あ
る
。

最
後
に
十
二
月
十
二
日
条
に
「
郭
務
悰
等
、
罷ま
か

り
帰
り
ぬ
」
と
あ
る
。『
書
紀
』
に
は
禰
（
祢
）
軍
の
名
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
が
、『
海
外
国
記
』（『
善
隣
国
宝
記
⑮

』、
天
智

天
皇
三
年
の
条
）
に
は
み
え
る
。

『
海
外
国
記
』
に
曰
く
、
天
智
天
皇
三
年
四
月
、
大
唐
の
客
来
朝
す
。
大
使
朝
散
大
夫
上
柱
国
郭・

務・

悰・

等・

卅・

人・

、
百
済
の
佐・

平・

禰・

軍・

等・

百・

余・

人・

、
対
馬
島
に
到
る
。
大
山

中
采
女
通（
造
カ
）信
侶
・
僧
智
弁
等
を
遣
わ
し
て
来
ら
し
め
、
客
を
別
館
に
喚
ぶ
。
是
に
お
い
て
、
智
弁
問
い
て
曰
く
、
表
書
幷
び
に
献
物
有
り
や
、
以
っ
て
否い
な

や
と
。
使
人

答
え
て
曰
く
、
将
軍
の
牒
書
一
函
幷
び
に
献
物
有
り
と
。
乃
ち
牒
書
一
函
を
智
弁
等
に
授
け
て
奏
上
す
。
但
し
献
物
は
撿
看
し
て
将お
く

ら
ず
。
九
月
、
大
山
中
津
守
連
吉

祥
・
大
乙
中
伊
岐
史
博
徳
・
僧
智
弁
等
、
筑・

紫・

大・

宰・

の
辞
と
称
し
、
実
は
是
れ
勅
旨
な
り
。
客
等
に
告
ぐ
。
今
客
等
の
来
状
を
見
れ
ば
、
是
れ
は
天
子
の
使
人
に
非
ず
、

百
済
鎮
将
の
私
使
な
り
、
亦ま

復た

齎も
た
らす
所
の
文
牒
は
、
執
事
に
送
上
す
る
私
辞
な
り
。
是
を
以
っ
て
、
使
人
は
国
に
入
る
こ
と
を
得
ず
、
書
も
亦ま
た

朝
廷
に
上
た
て
ま
つら
ず
。
故
に

客
等
の
自
（
白
カ
）事
は
、
略ほ
ぼ

言
辞
を
以
て
奏
上
す
る
の
み
。
十
二
月
、
博
徳
、
客
等
に
牒
書
一
函
を
授
く
。
函
の
上
に
鎮・

西・

将・

軍・

と
著
す
。
日・

本・

鎮・

西・

大・

将・

軍・

、
百・

済・

国・

に・

在・
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る・

大・

唐・

行・

軍・

総・

管・

に
牒・

す・

。
使
人
朝
散
大
夫
郭
務
悰
等
至
る
。
来
牒
を
披
覧
し
、
意
趣
を
尋
ね
省み

る
に
、
既
に
天
子
の
使
に
非
ず
。
又
天
子
の
書
無
し
。
唯
是
れ
総
管

の
使
、
乃
ち
執
事
の
牒
た
り
。
牒
は
是
れ
私
意
な
れ
ば
、
唯た
だ

須す
べ
か
らく

口
奏
す
べ
し
、
人
は
公
使
に
非
ざ
れ
ば
、
入
京
せ
し
め
ず
、
云
々
。

「
海
外
国
記
」
は
、『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
「
海
外
国
記
四
十
巻
、
天
平
五
年
、
春
文
撰
」
と
み
え
る
か
ら
、
天
智
朝
の
記
録
類
を
集
成
し
た
確
か
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
海
外
国
記
」
で
は
、
禰（
祢
）軍
は
百
済
佐
平
の
肩
書
き
と
な
っ
て
い
る
が
、
彼
は
六
六
〇
（
顕
慶
五
）
年
の
百
済
滅
亡
の
際
に
帰
順
し
て
高
宗
か
ら
右
武
衛
滻
川
府
折
衝
都
尉

（
正
五
品
下
）
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
翌
年
（
二
回
目
）
の
来
朝
で
は
、
右従

四

品

下

戎
衛
郎
将 

上勲
位
正
二
品

柱
国
百
済
禰
軍
と
い
う
肩
書
き
（『
書
紀
』
天
智
天
皇
四
年
九
月
条
）
で
あ

っ
た
か
ら
第
一
回
目
の
肩
書
き
も
唐
の
位
階
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
推
測
に
な
る
が
右
戎
衛
郎
将
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
し
て
第
一
回
目
の
外
交
等
の
功
に

よ
っ
て
上
柱
国
と
い
う
勲
位
（
正
二
品
）
の
名
誉
も
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
海
外
国
記
」
に
一
回
目
の
祢（
禰
軍
）軍
の
肩
書
き
百
済
佐
平
と
あ
る
の
は
も
と
も
と
祢
軍
は
父
祖

以
来
、
百
済
官
位
制
の
最
高
位
に
あ
っ
た
名
家
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
位
階
は
百
済
と
長
い
友
好
関
係
に
あ
っ
た
我
が
国
で
も
十
分
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
伝
統
的

な
肩
書
き
を
外
交
交
渉
上
特
に
強
調
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
百
人
の
人
達
を
引
率
し
て
き
た
と
い
う
点
も
見
落
せ
な
い
。
重
要
な
任
務
を
も
っ
て
の
遣
使
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
一
回
目
（
天
智
三
年
、
六
六
四
年
）
の
派
遣
は
、
唐
の
出
先
の
百
済
の
鎮
将
で
あ
っ
た
劉
仁
願
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
国
の
皇
帝
の
使
者
で
な
か
っ
た
。

「
海
外
国
記
」
は
百
済
鎮
将
の
私
使
と
し
て
お
り
、
将
軍
の
牒
書
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
牒
と
は
統
属
関
係
に
な
い
対
等
の
官
司
相
互
間
の
伝
達
文
書
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
郭
務
悰
・
禰
（
祢
）
軍
は
入
京
を
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
伊い

岐き

史
博
徳
を
通
し
て
、
ヤ
マ
ト
（
倭
国
）
の
牒
書
が
郭
務
悰
に
授
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
日・

本・

鎮・

西・

筑・

紫・

大・

将・

軍・

、
牒
下
在
二
百
済
国
一
大
唐
行
軍
総
管
上
」
と
あ
っ
た
。

右
の
「
鎮
西
筑
紫
大
将
軍
」
の
称
号
に
つ
い
て
は
、
唐
の
将
軍
に
あ
わ
せ
た
造
作
と
い
う
見
方
⑯

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
書
紀
』
に
は
な
く
、「
海
外
国
記
」
に
所
収
さ
れ

て
い
た
も
の
で
、
筑
紫
大
宰
府
の
記
録
類
に
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
来
は
「
伊
吉
（
岐
）
連
博
徳
書
」
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
外
交
文
書

と
し
て
の
牒
書
の
宛
名
と
し
て
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
牒
書
を
授
け
た
伊い

吉き

博
徳
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
伊
吉
博
徳
は
渡
来
系
官
人
で
外
交
官
と

し
て
ま
た
文
筆
家
と
し
て
も
す
ぐ
れ
て
才
能
を
も
っ
て
い
た
が
、
斉
明
天
皇
五
（
六
五
九
）
年
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
丁
度
唐
の
百
済
討
滅
の
時
期
に
あ
た
っ

て
お
り
、
唐
で
抑
留
さ
れ
た
経
験
を
も
つ
。
そ
の
時
の
手
記
が
「
伊
吉
連
博
徳
書
」
と
し
て
『
書
紀
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
天
智
六
（
六
六
七
）
年
十
一
月
に

は
、
百
済
の
鎮
将
劉
仁
願
の
派
遣
し
た
司
馬
法
聡
を
百
済
に
送
る
使
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
持
統
天
皇
九
（
六
九
五
）
年
に
は
遣
新
羅
使
と
な
っ
て
お
り
、
大
宝
律
令
の

撰
修
に
も
参
加
し
て
い
る
⑰

。
お
そ
ら
く
「
伊
吉
連
博
徳
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
が
「
海
外
国
記
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
造
作
説
も
考
え
ら

れ
る
が
〝
牒
書
〟
を
造
作
す
る
必
要
性
は
な
い
と
思
う
。

こ
の
「
日
本
鎮
西
筑
紫
大
将
軍
」
と
い
う
称
号
は
『
書
紀
』
に
は
み
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
必
要
で
あ
る
。〝
鎮
西
〟
に
つ
い
て
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は
、
天
平
十
四
（
七
四
二
）
年
大
宰
府
が
廃
止
さ
れ
、
翌
年
十
二
月
に
鎮
西
府
が
お
か
れ
、
将
軍
以
下
の
任
命
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
七
四
五
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
大

宰
府
が
復
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
天
平
十
二
（
七
四
〇
）
年
の
大
宰
少
弐
藤
原
広
嗣
の
乱
が
設
置
の
原
因
と
さ
れ
て
お
り
、
非
常
時
に
お
け
る
大
宰
府
の
軍
政
化
と
考
え
ら
れ

る
。「
海
外
国
記
」
は
、
天
平
五
年
の
撰
で
あ
る
か
ら
こ
の
天
平
期
の
鎮
西
府
の
影
響
を
う
け
た
表
現
（
作
文
）
で
は
な
く
、
実
際
に
百
済
救
援
に
よ
る
国
家
非
常
事
態
（
臨

戦
体
制
）
の
将
軍
号
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
将
軍
号
と
関
係
の
あ
り
そ
う
な
の
は
、「
筑
紫
都
督
府
」
で
あ
る
。『
書
紀
』
天
智
天
皇
六
（
六
六
七
）
年
十
一
月
条
に
「
百
済
鎮
将
劉
仁
願
、
熊
津
都
督
府
熊
山
県

令
上
柱
国
司
馬
法
聡
等
を
遣
し
て
大
山
下
境
部
連
石
積
等
を
筑・

紫・

都・

督・

府・

に
送
れ
り
」
と
で
て
く
る
。
こ
れ
は
、
筑
紫
大
宰
府
の
唐
制
に
な
ら
っ
た
文
節
⑱

、
あ
る
い
は
造

作
⑲

と
み
る
見
解
も
つ
よ
い
が
、
一
方
そ
の
実
体
を
み
と
め
る
見
解
も
つ
よ
い
。

『
書
紀
』
の
天
智
天
皇
の
巻
は
、
壬
申
の
乱
で
の
資
料
の
散
逸
や
編
年
の
混
乱
も
あ
っ
て
問
題
点
も
あ
る
（
重
複
記
事
、
表
現
上
の
問
題
）。
し
た
が
っ
て
、
確
実
な
こ
と

は
い
え
な
い
に
し
て
も
、「
筑
紫
都
督
府
」
と
い
う
機
関
が
軍
事
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
い
る
。

白
村
江
戦
役
の
時
、
中
大
兄
皇
子
（
の
ち
の
天
智
天
皇
）
は
、
朝
倉
宮
で
の
母
斉
明
天
皇
の
崩
御
（
六
六
一
年
七
月
）
後
、
皇
太
子
の
身
分
の
ま
ま
で
執し
っ

政せ
い

し
、
那
ノ
津

の
長
瀬
宮
（
旧
磐
瀬
宮
）
に
遷
っ
て
「
水
表
之
軍
政
」（
対
朝
鮮
出
兵
の
軍
政
、『
書
紀
』
天
智
天
皇
即
位
前
紀
・『
家
傳
』
鎌
足
伝
）
に
着
手
し
た
と
あ
る
。
こ
の
時
に
、
中

大
兄
体
制
の
下
で
臨
時
に
「
筑
紫
都
督
府
─
鎮
西
筑
紫
大
将
軍
」
の
軍
政
が
立
ち
あ
が
っ
た
と
考
え
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
、「
鎮
西
筑
紫
大
将
軍
」
と

は
中
大
兄
の
弟
の
大
海
人
皇
子
で
は
な
か
っ
た
か
⑳

。
大
海
人
皇
子
は
「
大
皇
弟
」（
オ
ホ
ス
メ
イ
ロ
ド
）
と
も
称
し
て
お
り
、「
皇
弟
」（
ス
メ
イ
ロ
ド
）
は
ふ
る
く
は
穴
穂

部
皇
子
の
称
と
し
て
も
み
え
る
（
用
明
紀
二
年
四
月
に
皇
弟
皇
子
と
あ
る
）
よ
う
に
、
大
兄
と
同
じ
よ
う
輔
政
者
と
し
て
の
地
位
を
示
す
呼
称
で
あ
っ
た
㉑

。
大
海
人
皇
子

は
ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ
コ
（
皇
太
子
）
で
は
な
く
、
中
大
兄
の
下
で
輔
政
の
地
位
（
ス
メ
イ
ロ
ド
）
に
就
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
大
兄
は
、
六
六
一
年
十
一
月
の
飛
鳥
川
原
で
の
母
の
殯
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
時
に
は
帰
国
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
百
済
王
子
豊
璋
に
緘
冠
を
授
け
本
国

に
衛
送
す
る
手
筈
を
整
え
（
九
月
）
た
後
、
飛
鳥
へ
戻
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
は
、
筑
紫
で
は
大
海
人
皇
子
が
「
鎮
西
筑
紫
大
将
軍
」
と
し
て
「
水
表
之
軍
政
」
を

代
行
し
た
の
で
は
な
い
か
。
大
海
人
皇
子
に
つ
い
て
は
、
我
が
子
大
津
皇
子
（
母
は
天
智
の
娘
の
太
田
皇
女
）
の
出
生
（
筑
紫
の
娜な

の
大、

津、

で
生
ま
れ
た
）
か
ら
み
て
、
白

村
江
の
戦
い
の
六
六
三
年
の
時
点
に
は
筑
紫
に
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

「
筑
紫
都
督
府
」
は
、
天
智
紀
に
た
だ
一
例
み
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、
白
村
江
の
臨
戦
体
制
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
を
造
作
・
作
文
と
考
え
る
よ
り
は
、
天
智
天
皇

紀
（
巻
）
の
性
格
か
ら
み
て
原
資
料
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
こ
の
「
筑
紫
都
督
府
─
鎮
西
筑
紫
大
将
軍
」
は
、
臨
戦
体
制
下
の
一・

時・

的・

な・

機・

関・

の
称
号
と
み
る
べ
き
で
、
そ
の
後
、
平
常
時
の
筑
紫
大
宰
府
へ
の
転
換
に
舵
を
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

筑
紫
大
宰
府・

の
初
見
は
、『
書
紀
』
天
智
天
皇
十
（
六
七
一
）
年
十
一
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
は
筑
紫
大
宰
・
筑
紫
大
宰
帥か
み

、
筑
紫
帥か
み

（
率
）
な
ど
と
み
え
る
。

こ
れ
は
府・

と
い
う
機
関
化
の
前
の
表
現
で
、
大
宰
は
、
オ
ホ
ミ
コ
ト
モ
チ
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
筑
紫
に
お
け
る
外
国
の
使
者
に
対
し
て
、
大
王
（
天
皇
）
の
詔
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勅
（
ミ
コ
ト
）
を
も
っ
て
対
応
す
る
官
人
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
対
応
・
応
待
す
る
場
と
し
て
那
津
官
家
（
ミ
ヤ
ケ
）
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
平
常
の
体
制
が
白
村
江
の

臨
戦
体
制
化
で
軍
事
的
な
「
筑
紫
都
督
府
」
と
機
能
を
も
っ
た
軍
政
的
な
機
関
が
一
時
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
筑
紫
大
宰
府
の
前
身
的
機
関
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
よ
う
。（
但
し
、
筑
紫
大
宰
府
の
成
立
が
『
書
紀
』
に
み
え
る
天
智
十
年
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
性
は
あ
る
。
浄
御
原
令
に
さ
が
る
と
説

も
あ
る
）。

そ
こ
で
も
う
一
つ
の
問
題
と
な
る
の
は
牒
書
に
み
る
「
日・

本・

鎮
西
筑
紫
大
将
軍
」
の
〝
日
本
〟
で
あ
る
。
こ
の
牒
書
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
伊
吉
博
徳
が
実
際
の
責
任
者

と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、〝
日
本
〟
を
冠
し
て
い
る
の
は
気
に
な
る
。
牒
書
で
は
相
手
側
は
「
在
二
百・

済・

国・
一
大
唐
行
軍
総
管
」
と
国
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
対
応
し
て
〝
日
本
〟
を
冠
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
倭
国
で
な
く
〝
日
本
〟
で
あ
る
の
は
不
信
を
い
だ
く
か
も
し
れ
な
い
。
博
徳
が
『
伊
吉
連
博
徳

書
』
に
お
さ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
倭
国
に
か
え
て
日
本
に
変
更
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
う
る
。
一
方
、
こ
の
時
期
、
と
く
に
我
が
国
を
百
済
と
の
関
係
で
外
交
文
書
に
お

い
て
、
倭
国
に
か
え
て
別
称
と
し
て
の
〝
日
本
〟
を
好
字
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
国
内
的
に
は
、〝
ヤ
マ
ト
〟
の
好
字
と
し

て
倭
で
な
く
日
本
を
使
用
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
百
済
側
で
も
倭
、
ヤ
マ
ト
の
別
称
と
し
て
の
〝
日
本
〟
が
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

〝
日
本
〟
と
い
う
呼
称
を
冠
す
る
こ
と
は
あ
り
え
た
と
も
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
す
で
に
『
日
本
国
号
の
歴
史
』
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
天
智
朝
頃
に
は
倭
、
倭
国
の
別

称
・
異
称
と
し
て
〝
日
本
〟
の
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
は
流
行
し
て
い
た
か
ら
、
百
済
側
の
史
官
が
創
案
し
た
〝
日
本
〟
を
日
済
間
で
使
う
こ
と
は
あ
り
え
た
と
も
思
う
。

２

さ
て
、
こ
の
祢
軍
の
第
一
回
目
の
遣
使
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
こ
の
遣
使
の
前
年
（
六
六
三
）
八
月
は
、
白
村
江
の
敗
戦
の
時
で

あ
る
。
こ
の
結
果
、
百
済
は
最
終
的
に
滅
亡
し
た
。
白
村
江
の
戦
役
は
、
唐
に
と
っ
て
は
数
多
く
の
戦
役
の
一
つ
で
あ
っ
た
し
、
我
が
国
に
と
っ
て
は
不
覚
の
敗
戦
で
あ
っ

た
。
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
軍
は
、
多
大
な
船
団
を
組
ん
で
（
倭
船
千
艘
と
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
文
武
王
十
一
年
七
月
条
に
み
え
る
）
復
興
百
済
軍
の
居
城
（
周
留
城
、
書

紀
は
州つ

柔ぬ

城
と
あ
る
）
に
兵
士
、
兵
器
、
食
糧
等
を
送
り
こ
も
う
と
し
た
が
、
白
村
江
口
で
唐
の
水
軍
に
阻
止
さ
れ
、
四
〇
〇
艘
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
失
敗
と
復

興
百
済
軍
の
な
か
の
豊
璋
と
鬼
室
福
信
、
道ど
う

探ち
ん

ら
の
確
執
・
分
裂
も
あ
っ
て
百
済
は
最
終
的
に
滅
亡
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
い
で
倭
国
は
潰
滅
的
な
打
撃
を
う
け
て
再
び

立
ち
あ
が
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
戦
い
は
、
唐
と
倭
国
と
の
全
面
戦
争
で
は
な
く
、
し
か
も
半
島
に
お
け
る
戦
争
で
あ
る
。
新
羅
方
面
に
派
遣

さ
れ
た
と
い
う
二
万
七
千
の
兵
力
の
結
果
は
史
料
的
に
は
み
え
ず
、
そ
の
兵
力
は
ほ
と
ん
ど
無
傷
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
補
①

。
又
、
白
村
江
の
軍
兵
は
西
日
本
を
中
心
と

し
た
動
員
で
あ
っ
た
か
ら
東
国
の
兵
力
の
潜
在
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
天
智
朝
期
は
、
次
の
天
武
朝
も
含
め
て
律
令
国
家
体
制
が
形
成
確
立
し
て
い
く
時
期
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
国
家
の
発
展
期
に
あ
た
る
時
代
で
あ
る
。
国
力
的
に
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も
潰
滅
し
て
立
ち
あ
が
れ
な
い
と
い
う
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
白
村
江
の
戦
役
が
我
が
国
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
方
こ
の

戦
い
に
よ
っ
て
倭
国
の
存
在
感
（
脅
威
）
は
唐
側
に
強
く
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

我
が
国
は
伝
統
的
に
大
国
と
し
て
の
意
識
を
も
っ
て
半
島
に
あ
る
百
済
・
新
羅
そ
し
て
高
句
麗
を
自
己
の
支
配
下
、
影
響
化
に
お
こ
う
と
し
て
き
た
。『
隋
書
』
倭
国
伝
に

も
新
羅
・
百
済
は
皆
倭
を
以
て
大
国
と
為
す
と
あ
る
。『
書
紀
』
を
み
る
と
、
朝
鮮
三
国
は
朝
貢
国
と
し
て
扱
わ
れ
、
律
令
体
制
で
は
、
蕃
国
と
し
て
隣
国
の
唐
と
は
区
別
さ

れ
て
い
る
。
い
わ
ば
我
が
国
自
身
が
中
華
意
識
を
も
っ
て
小
帝
国
主
義
㉒

の
志
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
地
勢
上
、
日
本
列
島
は
西
側
（
東
シ
ナ
海
）

に
向
っ
て
一
方
的
に
開
か
れ
、
東
側
の
太
平
洋
は
閉
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
文
明
・
文
化
は
常
に
西
側
の
中
国
、
朝
鮮
半
島
か
ら
一
方
的
に
流
入
し
て
き
た
し
、
又
そ
れ
を

王
権
は
執
拗
に
求
め
て
き
た
。
そ
こ
に
渡
来
人
、
帰
化
人
と
し
て
の
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
大
国
意
識
は
、
あ
る
意
味
で
は
我
が
国
が
文
明
国
家
、
文
化
国
家
と
し
て
形
成

さ
れ
て
い
く
上
で
必
要
な
要
件
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
中
国
に
と
っ
て
そ
の
関
心
は
北
に
あ
り
、
歴
代
王
朝
の
難
敵
は
常
に
北
狄
の
国
々
（
騎
馬
民
族
）
で
あ
っ
て
、
東
夷
の
国
で
あ
る
北
方
の
高
句
麗
が
隋
代
以
降
、

執
拗
に
攻
撃
の
相
手
と
さ
れ
た
の
も
北
狄
と
連
動
す
る
動
き
を
と
り
、
ま
た
そ
の
位
置
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
隋
王
朝
は
こ
の
高
句
麗
遠
征
に
失
敗
し
、
滅
亡
し
た
。
唐

の
時
代
に
入
っ
て
六
四
五
年
以
後
太
宗
の
高
句
麗
遠
征
も
五
度
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
が
、
い
づ
れ
も
撃
退
さ
れ
て
失
敗
し
た
。
高
宗
の
時
代
に
な
っ
て
、
百
済
を
滅
ぼ

す
こ
と
で
、
百
済
と
高
句
麗
と
の
関
係
を
断
ち
、
高
句
麗
を
打
倒
し
よ
う
と
い
う
戦
略
の
も
と
、
六
六
〇
年
七
月
百
済
を
滅
ぼ
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
と
六
六
一
年
七
月

～
十
二
月
の
唐
の
高
句
麗
遠
征
は
王
都
平
壌
を
包
囲
す
る
勢
い
を
示
し
た
も
の
の
、
結
局
、
翌
年
二
月
に
蛇
水
の
戦
い
に
敗
れ
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

高
句
麗
打
倒
は
隋
王
朝
以
来
の
宿
敵
で
あ
っ
た
が
ど
う
し
て
も
成
就
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
白
村
江
以
後
、
わ
ざ
わ
ざ
海
を
わ
た
っ
て
倭
国
を
占
領
す
る
と

い
う
よ
う
な
危
険
で
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
冒
険
は
唐
の
戦
略
の
な
か
に
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
必
要
性
も
メ
リ
ッ
ト
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

問
題
な
の
は
、
高
句
麗
と
我
が
国
が
軍
事
同
盟
を
結
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
尾
幸
久
は
、
ヤ
マ
ト
（
倭
国
）
の
百
済
救
援
に
つ
い
て
、
百
済
滅
亡
後
（
六
六
〇
年
七
月
）
す
ぐ
十
月
に
は
百
済
遺
臣
か
ら
援
軍
と
豊
璋
王
の
帰
国
要
請
が
あ
り
、

六
六
一
年
四
月
に
再
度
そ
れ
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
応
え
た
の
が
六
六
一
年
九
月
（
豊
璋
、
軍
五
千
余
に
よ
っ
て
衛
送
）
で
あ
る
の
は
あ
ま
り
に
も
遅
す

ぎ
る
と
し
て
、
そ
の
理
由
は
何
か
と
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
百
済
復
興
戦
争
へ
の
ヤ
マ
ト
の
介
入
は
、
高
句
麗
が
百
済
復
興
の
支
援
を
約
束
し
た
こ
と
に
よ
る
。

ヤ
マ
ト
は
唐
に
敵
対
す
る
こ
と
を
長
ら
く
逡
巡
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
高
句
麗
と
連
携
す
る
と
い
う
国
家
間
の
同
盟
関
係
が
成
立
し
た
時
、
そ
の
軍
事
的
実
績
へ
の
信
頼

が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
、
六
六
一
年
九
月
の
時
点
で
、
百
済
復
興
の
支
援
に
つ
い
て
、
ヤ
マ
ト
と
高
句
麗
と
の
間
に
盟
約
が
な
さ
れ
た
と
い
う
㉓

。

我
が
国
が
高
句
麗
を
救
援
し
た
こ
と
は
『
書
紀
』
に
み
え
て
い
る
。

六
六
一
年
七、

月、

の
蘇
将
軍
ら
に
よ
る
水
陸
二
路
か
ら
の
高
句
麗
城
下
に
せ
ま
る
記
事
、
九、

月、

に
中
大
兄
に
よ
る
豊
璋
王
の
冊
立
と
百
済
へ
の
五
千
余
の
軍
兵
で
衛
送
す
る

記
事
を
の
せ
た
あ
と
、
十・

二・

月・

に
は
高
句
麗
か
ら
ヤ
マ
ト
朝
廷
へ
の
言
上
（
報
告
）
が
あ
っ
て
、
極
寒
の
中
で
唐
軍
の
要
塞
を
撃
破
し
た
こ
と
、
唐
兵
が
あ
ま
り
の
寒
さ
で
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「
膝
を
抱
き
て
哭
く
」
と
あ
る
（
斉
明
七
年
七
月
、
天
智
天
皇
即
位
前
紀
）。
そ
の
あ
と
是
歳
（
六
六
一
年
）
条
に
「
日
本
の
高・

麗・

を・

救・

ふ・

軍・

将・

軍・

、
加か

巴は

利り

浜
に
泊
ま
り
て
火
を
燃た

く
」
と

あ
る
。
さ
ら
に
翌
六
六
二
年
正
月
に
百
済
の
鬼
室
福
信
に
「
矢
十
万
隻
、
糸
五
百
斤
、
綿
一
千
斤
、
布
一
千
端
、
韋
お
し
か
わ一

千
張
、
稲
種
三
千
斛
」
の
軍
事
支
援
が
あ
り
、
是
月

（
三・

月・

）
条
に
「
唐
人
・
新
羅
人
、
高
麗
を
伐
つ
。
高
麗
、
救
を
国み
か
ど家

に
乞
へ
り
。
仍
り
て
、
軍
将
を
遣
し
て
、
疏そ

留る

城
に
拠よ

ら
し
む
。
是・

に・

に
由よ
・

り・

て・

、
唐
人
、
其
の
南
堺

を
略か
す

む
る
こ
と
得
ず
。
新
羅
も
其
の
西
塁
を
輸お
と

す
こ
と
を
獲え

ず
」
と
あ
る
。
こ
の
条
の
六
六
二
年
三
月
に
か
か
る
の
は
「
是
に
由
り
て
」
以
下
の
唐
の
撤
退
の
所
㉔

で
あ
る
。

さ
ら
に
天
智
二
（
六
六
三
）
年
五
月
条
に
「
犬
上
君
馳は

せ
て
、
兵
事
を
高
麗
に
告
げ
て
還
る
」
と
あ
っ
て
、
唐
・
新
羅
連
合
に
対
し
て
、
百
済
・
高
句
麗
・
倭
と
の
間
の

連
携
も
密
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
『
書
記
』
に
み
え
る
高
麗
側
の
状
況
記
事
は
、
高
句
麗
僧
道
顕
の
「
日
本
世
記
」
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
で
信
憑
性
は
あ
る
。

白
村
江
の
戦
い
は
百
済
復
興
の
挫
折
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
唐
に
と
っ
て
は
高
句
麗
征
討
と
い
う
最
大
の
課
題
は
の
こ
さ
れ
て
い
た
。
高
宗
が
高
句
麗
征
討
を
再
び
起

す
の
は
白
村
江
以
後
の
六
六
五
年
末
の
宰
相
泉
蓋
蘇
文
の
死
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
。
翌
年
長
男
の
男
生
は
唐
に
帰
服
し
、
六
六
八
年
八
月
、
五
〇
万
の
唐
軍
と
二
〇
万
の

新
羅
軍
が
平
壌
城
を
包
囲
し
、
九
月
、
城
は
攻
略
さ
れ
、
宝
蔵
王
は
降
伏
し
た
。

従
っ
て
、
禰
軍
の
派
遣
は
、
白
村
江
の
戦
の
あ
と
、
高
句
麗
征
討
が
ま
だ
展
開
さ
れ
る
前
の
小
康
状
態
に
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
唐
は
百
済
の
地
に
お
い
て
熊
津
都
督
府
㉕

を
通
し
て
、
百
済
の
羈
縻
支
配
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
（
ま
だ
反
乱
状
態
は
部
分
的
に
は
つ
づ
い
て
い
た
）
劉
仁
願
は
扶
余
隆
と
と
も
に
再
び
熊
津
に
来
り
、
残
っ
て
い
た
劉

仁
軌
と
と
も
に
旧
百
済
領
の
経
営
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
時
期
注
目
し
た
い
の
は
、
六
六
四
年
二
月
劉
仁
願
の
下
で
熊
津
都
督
扶
余
隆
と
新
羅
の
金
仁
問
（
文
武
王
金
法
敏
の

弟
）・
天
存
（
伊
湌
、
大
臣
）
と
の
間
で
会
盟
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
文
武
王
四
年
二
月
条
）。
た
だ
こ
の
会
盟
は
高
宗
の
厳
命
を
か
わ
す
も

の
で
新
羅
王
自
身
の
会
盟
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
翌
年
（
六
六
五
）
八
月
に
改
め
て
就
利
山
で
唐
劉
仁
願
の
下
で
新
羅
王
法
敏
と
扶
余
隆
と
の
会
盟
が
行
わ
れ
た
（『
三
国
史

記
』
文
武
王
五
年
八
月
条
）。

山
尾
幸
久
㉖

は
、
第・

一・

回・

の・

郭
務
悰
・
禰
軍
ら
の
来
朝
の
任
務
は
、
扶
余
隆
と
金
法
敏
と
の
会
盟
の
儀
に
倭
国
王
の
臣
の
参
加
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
任
務
の
一
つ
と
し
て
は
あ
り
え
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
上
は
第
二
回
目
の
唐
の
皇
帝
の
使
者
と
し
て
の
劉
徳
高
、
そ
し
て
禰
軍
・
郭
務
悰
の
来
朝
が

九・

月・

（
七
月
対
馬
着
・
九
月
筑
紫
着
）
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
八、

月、

の
会
盟
の
儀
の
参
加
は
無
理
で
あ
っ
た
し
、
も
と
も
と
そ
れ
が
使
者
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
判
る
。
も
っ
と
も
第
一
回
目
の
派
遣
は
私
使
と
み
な
さ
れ
、
中
大
兄
へ
の
奏
上
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
要
請
が
外
交
交
渉
の
場
に
も
ち
だ
せ

な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
回
目
の
再
派
遣
の
事
実
（
年
月
等
）
を
み
る
限
り
、
第
二、

回、

目、

の
派
遣
の
目
的
が
就
利
山
で
の
会
盟
へ
の
参
加
要
請
で
な

か
っ
た
こ
と
は
い
え
る
。

そ
も
そ
も
百
済
の
扶
余
隆
と
新
羅
王
と
の
会
盟
は
血
を
す
す
り
あ
っ
て
の
誓
約
で
、
両
国
の
国
境
線
を
決
め
て
標
識
の
塚
を
た
て
永
く
境
界
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
当
然
百
済
の
滅
亡
に
よ
っ
て
百
済
領
は
新
羅
領
に
な
る
と
考
え
て
い
た
新
羅
王
と
し
て
は
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
㉗

。
し
か
し
、
皇
帝
高
宗
の
厳
命
に
よ
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っ
て
冊
封
体
制
下
に
あ
る
新
羅
と
し
て
は
承
知
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
会
盟
に
ヤ
マ
ト
（
倭
国
）
が
参
加
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
も
の
で
両
国
の
戦
争
終
結
に
賛
意
を
表
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
て
、
百
済
復
興
戦
争
の
鎮
定
後
、
百
済
鎮
将
の
劉
仁
軌
は
六
六
四
年
十
月
に
以
下
の
よ
う
な
上
表
を
皇
帝
に
奏
上
し
て
い
る
。

陛
下
若
欲
レ
殄
二
滅
高
麗
一
、
不
レ
可
レ
棄
二
百
済
土
地
一
、
余・

・

・
豊
在
レ
北・

、
余・

・

・
勇
在
レ
南・

、
百
済
・
高
麗
旧
相
党
援
、
倭
人
9

9

雖
レ
遠
、
亦
相
影
響
、
若
無
二
兵
馬
一
、
還
二
一
国
一

（『
旧
唐
書
』
八
十
四
、
劉
仁
軌
伝
）

こ
こ
で
は
高
句
麗
を
殄て
ん

滅め
つ

さ
せ
る
た
め
に
は
百
済
に
兵
馬
を
お
い
て
高
句
麗
征
討
を
準
備
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
に
白
村
江
戦
で
や
ぶ
れ
た
豊
璋
は
北
（
高
句
麗
）
に
逃

げ
、
同
じ
く
余
勇
は
南
（
倭
国
）
に
逃
げ
て
い
る
。
こ
の
百
済
と
高
句
麗
が
相
結
び
、
倭
人
が
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
も
と
で
は
百
済
の
地
を
強
兵
国
と
し
て
確
立
し

な
い
と
い
け
な
い
と
進
言
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
高
宗
は
劉
仁
願
を
渡
海
さ
せ
、
扶
余
隆
を
還
し
た
の
で
あ
る
。
余
豊
や
余
勇
の
存
在
は
再
び
百
済
の
復
活
に
よ
っ
て
は
百
済
と
高
句
麗
の
連
携
、
そ
し
て
再
び

倭
国
の
介
入
を
呼
び
お
こ
す
危
険
性
を
劉
仁
願
は
感
じ
て
お
り
、
ま
た
百
済
が
対
高
句
麗
征
討
へ
の
拠
点
と
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
に
百
済
は
滅
亡
し
た
と
は

い
え
、
ま
だ
そ
の
残
党
（
遅ち

受じ
ゅ

信し
ん

）
が
任に
ん

存そ
ん

城
に
居
て
頑
迷
に
降
服
し
な
か
っ
た
し
（『
三
国
史
記
』
文
武
王
三
年
十
月
条
、
文
武
王
十
一
年
七
月
条
）、
翌
年
（
六
六
四
）

三
月
で
も
百
済
の
残
党
が
泗
沘
山
城
に
よ
っ
て
反
乱
を
お
こ
し
た
が
熊
州
都
督
府
が
出
兵
し
て
こ
れ
を
撃
破
し
た
と
あ
る
（『
三
国
史
記
』
文
武
王
四
年
三
月
条
）。

従
っ
て
、
郭
務
悰
・
禰
（
祢
）
軍
ら
の
派
遣
は
、
百
済
占
領
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
ヤ
マ
ト
と
の
和
親
を
求
め
た
も
の
、
あ
る
い
は
戦
争
状
態
の
終
結
と
国
交
関
係
の
修

復
、
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
の
朝
鮮
半
島
へ
の
不
干
渉
を
約
束
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
す
る
見
解
㉘

で
よ
い
と
思
う
。

第
一
回
目
の
来
朝
は
私
使
で
あ
る
た
め
入
京
を
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
『
書
紀
』
に
は
中
臣
鎌
足
が
沙
門
智
祥
を
遣
わ
し
て
物
を
郭
務
悰
に
賜
わ
っ
た
と
あ
る
が
、

そ
の
目
的
は
我
が
子
定
恵
を
す
み
や
か
に
ヤ
マ
ト
に
帰
還
さ
せ
て
欲
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
定
恵
は
白
雉
四
（
六
五
三
）
年
五
月
に
学
問
僧
の
一
人
と
し
て
遣

唐
大
使
吉き

士し

長な
が

丹に

の
船
に
の
っ
て
唐
へ
わ
た
っ
た
が
、
帰
国
し
た
の
は
「
定
恵
、
以
二
乙
丑
年
一
、
付
二
劉
徳
高
等
船
一
帰
」（『
書
紀
』
孝
徳
天
皇
、
白
雉
五
年
二
月
条
の
注
）

と
あ
っ
て
、
乙
丑
年
は
天
智
四
年
（
六
六
五
）
に
当
る
か
ら
、
二
回
目
の
劉
徳
向
・
郭
務
悰
ら
の
来
朝
の
時
で
あ
っ
た
。
定
恵
は
在
唐
十
二
年
、
百・

・済
よ
り
帰
国
し
て
お
り
、

百
済
の
熊
津
都
督
府
の
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
定
恵
に
つ
い
て
は
複
雑
な
事
情
も
あ
る
が
㉙

、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
こ
の
一
件
を
み
て
も
、
祢
軍
ら

の
来
朝
は
、
和
親
・
修
好
の
外
交
交
渉
の
枠
内
で
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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禰
軍
ら
の
第
二
回
目
の
来
朝
は
『
書
紀
』
天
智
天
皇
四
（
六
六
五
）
年
に
み
え
る
。

九
月
庚
午
の
朔
に
し
て
壬
日
）

（2
（

辰
に
、
唐
国
朝
散
大
夫
沂き

州し
ゅ
う司
馬
上
柱
国
劉
徳
高
等
を
遣
す
。
等
と
い
ふ
は
、
右
戎
衛
郎
将
上
柱
国
百・

済・

禰・

軍・

、
朝
散
大
夫
郭
務
悰
を
謂い

ふ
。

凡
て
二・

百・

五・

十・

四・

人
。
七
月
二
十
八
日
に
対
馬
に
至
り
、
九
月
二
十
日
に
筑
紫
に
至
る
。
二
十
二
日
、
表
函
を
進
る
。

冬
十
月
己
亥
の
朔
に
し
て
己
日
）

（（
（

酉
に
大
き
に
莬う

道じ

に
閲け
み

す
。

十
一
月
の
己
巳
の
朔
に
し
て
辛
日
）

（2
（

巳
に
劉
徳
高
等
に
饗
賜
ふ
。

十
二
月
戊
辰
の
朔
に
し
て
辛
日
）

（1
（

亥
に
物
を
劉
徳
高
等
に
賜
ふ
。
是
月
に
劉
徳
高
等
罷ま
か

り
帰
り
ぬ
。

是
の
歳
に
、
小
錦
守
君
大
石
等
を
大
唐
に
遣
す
云
々
。
等
と
い
ふ
は
小
山
坂
合
部
連
石
積
・
大
乙
吉
士
岐
弥
・
吉
士
針
間
を
謂
ふ
。
蓋
し
唐
使
人
を
送
れ
る
か
。

こ
の
二
回
目
の
遣
使
は
唐
の
皇
帝
の
御
墨
付
の
派
遣
で
、
劉
徳
向
に
従
う
禰
（
祢
）
軍
と
郭
務
悰
は
前
回
と
同
じ
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
二
回
目
も
前
回
と
同
一
線

上
の
目
的
を
も
っ
た
遣
使
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
遣
使
の
人
数
が
前
回
で
は
祢
軍
が
百
余
人
、
郭
務
悰
が
三
〇
人
の
人
容
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
回
は
二
百
五
十
四

人
と
約
二
倍
近
い
人
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
、
ま
た
対
馬
か
ら
筑
紫
（
那
ノ
津
）
に
到
達
す
る
の
に
二
ヶ
月
弱
か
か
っ
て
い
る
の
は
長
い
気
が
す
る
。
さ
ら

に
莬
道
（
宇
治
）
で
は
唐
使
の
一
行
を
む
か
え
て
大
が
か
り
な
閲
兵
を
行
っ
た
と
あ
り
、
唐
使
に
示
威
す
る
た
め
の
閲
兵
か
と
み
ら
れ
て
い
る
㉚

。
祢
軍
墓
誌
銘
も
参
考
に

す
れ
ば
、
こ
の
遣
使
が
威
圧
的
な
側
面
を
も
っ
て
の
派
遣
で
あ
っ
た
と
の
印
象
を
与
え
る
。

こ
の
二
回
目
の
遣
使
の
目
的
に
、
翌
年
六
六
六
年
正
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
唐
の
高
宗
の
泰
山
に
お
け
る
封ほ
う

禅ぜ
ん

の
儀
へ
の
参
列
の
要
請
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
㉛

が
あ
る

が
、
そ
れ
が
守
君
大
石
の
一
行
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
正
月
に
は
無
理
で
あ
り
、
あ
る
い
は
遅
れ
て
の
参
列
か
と
み
る
見
方
㉜

も
あ
る
。
一
方
、
劉
仁
軌
に
従
っ
て
泰
山
に
赴

い
た
と
さ
れ
る
〝
倭
衆
〟
は
、
白
村
江
戦
に
お
い
て
捕
虜
に
さ
れ
た
倭
衆
と
み
る
見
解
㉝

も
あ
る
。

こ
の
封
禅
の
儀
に
つ
い
て
は
、
高
宗
が
麟り
ん

徳と
く

元
（
六
六
四
）
年
七
月
に
、
三
年
正
月
を
期
し
て
泰
山
で
封
禅
の
儀
を
挙
行
す
る
旨
を
天
下
に
告
げ
、
諸
王
は
二
年
十
月
に

東
都
（
洛
陽
）
へ
、
諸
州
都
督
刺
史
は
同
年
十
二
月
に
泰
山
に
集
ま
る
よ
う
に
命
じ
た
と
い
う
（『
皿
府
元
亀
』
巻
三
十
六
、
帝
王
部
、
封
禅
第
二
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
泰

山
へ
の
集
合
は
、
十
月
皇
帝
に
従
っ
て
洛
陽
か
ら
泰
山
へ
む
か
っ
た
一
行
と
、
十
二
月
に
直
接
泰
山
に
赴
い
た
諸
州
都
督
刺
史
の
一
行
が
あ
り
、
倭
人
・
倭
国
は
二
つ
と
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

①
前
者
に
つ
い
て
は
、「
麟（
六
六
四
年
）

徳
二
年
十
月
丁
日
）

（2
（

卯
、
帝
発
二
東
都
一
、
赴
二
東（
泰
山
）嶽一

（
中
略
）
突と
っ

厥く
つ

・
于う

闐て
ん

・
波ペ
ル
シ
ャ斯

・
天て
ん

竺じ
ゅ
く国

・
罽け
ん

賓ひ
ん

・
烏う

萇ち
ょ
う・

崑こ
ん

崙ろ
ん

・
倭・

国・

及
新
羅
・
百
済
・
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高
麗
等
諸
蕃
酋
長
各
率
二
其
属
一
扈
従
」
と
あ
る
（『
冊
府
元
亀
』
三
十
六
、
帝
王
部
、
封
禅
第
二
）、
②
後
者
に
つ
い
て
は
、「
麟
徳
二
年
、
封
泰
山
、
仁
軌
領
二
新
羅
及
百

済
・
耽
羅
・
倭
国
四
国
酋
長
一
、
赴
レ
会
。
高
宗
甚
悦
、
擢
拝
二
大
司
憲
一
」（『
旧
唐
書
』
巻
八
十
四
、
劉
仁
軌
伝
）
と
あ
り
、
ま
た
『
唐
会
要
』（
巻
九
十
五
、
新
羅
）
に
は

「
帯
方
州
刺
史
、
領
新
羅
・
百
済
・
耽
羅
・
倭・

人・

四
国
使
、
浮
レ
海
西
還
、
以
赴
二
太
山
之
下
一
」
と
あ
る
。

両
者
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
。
前
者
は
皇
帝
に
従
っ
て
十、

月、

に
東
都
を
出
発
し
て
泰
山
に
赴
い
た
国
々
で
、
倭
国
は
波
斯
・
天
竺
・
崑
崙
な
ど
と
同
列
の
国
と
な
っ
て
お

り
、
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
な
ど
の
伝
統
的
に
冊
封
体
制
下
に
あ
っ
た
国
々
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
倭
国
は
朝
貢
国
と
な
っ
て
中
国
と
は
形
式
的
に
は
、
主
従
関

係
に
あ
っ
た
、
も
し
く
は
友
好
関
係
を
と
っ
た
国
で
は
あ
る
が
、
冊
封
体
制
下
に
お
い
て
朝
貢
を
く
り
か
え
し
た
朝
鮮
三
国
と
は
違
っ
て
、「
不
レ
臣
の
朝
貢
国
」
で
あ
り
、

「
絶
海
の
国
」
で
あ
っ
た
。
後
者
の
帯
方
州
刺
史
劉
仁
軌
は
、
任
地
か
ら
十、

二、

月、

ま
で
に
直
接
泰
山
に
赴
い
た
も
の
で
、
仁
軌
に
率
い
ら
れ
た
倭
人
（
倭
衆
）
は
す
で
に
み
た

よ
う
に
百
済
に
い
た
倭
系
百
済
官
僚
・
倭
人
系
集
団
で
、
仁
軌
の
主
動
で
行
わ
れ
た
麟
徳
二
年
八
月
の
新
羅
王
と
扶
余
隆
と
の
会
盟
の
場
に
耽
羅
と
と
も
に
参
列
し
た
倭
人

（
倭
衆
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
鎮
将
─
熊
津
都
督
府
の
配
下
に
あ
っ
た
倭
人
（
倭
衆
）
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
の
倭
国
の
方
が
正
式
の
参
加
で
あ

り
、
後
者
の
方
は
劉
仁
軌
の
功
績
に
利
用
さ
れ
た
感
じ
が
す
る
。
し
か
し
、
熟
考
す
る
に
、
十
月
皇
帝
に
扈こ

従じ
ゅ
うし

て
泰
山
に
赴
い
た
倭
国
の
使
人
は
、
我
が
国
か
ら
正
式
に

派
遣
さ
れ
た
使
人
と
は
思
わ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
白
村
江
で
捕
虜
に
さ
れ
た
将
軍
ク
ラ
ス
の
人
物
が
使
人
と
し
て
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
封
禅
の
儀
の
天
下
へ
の
布
告
は
、
麟
徳
元
（
六
六
四
）
年
七
月
で
、
諸
国
は
二
年
十
月
ま
で
に
洛
陽
に
来
る
よ
う
に
と
い
う
命
令
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ

が
正
式
（
手
続
き
と
し
て
）
に
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
二
回
目
の
劉
徳
向
、
祢
軍
の
来
朝
（
六
六
五
年
七
月
）
で
は
無
理
が
あ
り
、
第
一
回
目
の
六
六
四
年
五

月
の
郭
務
悰
・
禰
軍
の
来
朝
で
は
ま
だ
皇
帝
の
布
告
（
七
月
）
が
な
く
、
早
す
ぎ
る
の
で
手
続
き
を
ふ
ん
だ
正
式
な
要
請
は
で
き
な
か
っ
た
。
又
、
第
一
回
は
百
済
熊
津
都

督
府
か
ら
の
私
使
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
要
請
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
に
と
っ
て
は
、
倭
国
は
海
上
は
る
か
彼
方
の
絶
海
の
国
（
辺
境
国
）
で
あ
っ
て
冊

封
体
制
下
に
あ
っ
た
周
辺
国
の
朝
鮮
三
国
と
は
そ
の
位
置
づ
け
が
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
国
が
我
が
国
を
軍
事
的
脅
威
と
感
じ
だ
す
の
は
、
ま
さ
し
く
白
村
江
の
戦
い

か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
皇
帝
に
扈
従
し
た
倭
国
は
、
正
式
な
使
者
で
な
く
、
捕
虜
な
ど
が
使
者
と
し
て
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
六
六
五
年
の
守
君
大
石
の
大
唐
へ
の
派
遣
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
一
行
が
唐
に
入
っ
た
こ
と
は
天
智
六
（
六
六
七
）
年
十
一
月
に
な

っ
て
、
副
使
坂
合
部
石
積
ら
が
熊
津
都
督
府
の
司
馬
法
聡
ら
に
よ
っ
て
筑
紫
に
送
ら
れ
て
き
た
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
（『
書
紀
』
天
智
天
皇
六
月
十
一
日
条
）。

し
て
み
る
と
、
守
君
大
石
ら
の
遣
唐
使
は
注
に
み
る
よ
う
に
十
二
月
に
な
っ
て
唐
使
劉
徳
高
ら
一
行
を
送
っ
て
唐
の
都
に
入
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
泰
山
の
封

禅
の
儀
に
赴
い
た
倭
人
・
倭
国
の
使
人
と
遣
唐
使
の
守
君
大
石
ら
一
行
は
別
個
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
封
禅
の
儀
に
赴
い
た
倭
人
・
倭
国
の
使
人
は
、
百
済
の
熊

津
都
督
府
と
の
関
係
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
第
二
回
目
の
劉
徳
高
・
禰
軍
ら
の
来
朝
の
目
的
は
な
ん
で
、
守
君
大
石
ら
の
遣
唐
使
の
意
図
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
は
『
書
紀
』
に
は
明
示
さ
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れ
て
い
な
い
が
、
か
な
り
高
度
な
外
交
交
渉
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
点
は
こ
れ
に
対
応
す
る
祢
軍
墓
誌
銘
の
方
か
ら
み
て
お
こ
う
。

墓
誌
銘
は
、
成
功
し
た
二
回
目
の
来
朝
の
こ
と
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
回
目
は
、
祢
軍
は
特
に
皇
帝
か
ら
選
ば
れ
た
使
者
と
し
て
二
隻
の
軍
艦
を
押
し
た
て

て
『
書
紀
』
に
よ
る
と
二
五
四
名
の
多
数
で
、
い
わ
ば
威
圧
的
な
軍
事
行
動
の
ご
と
き
様
子
で
あ
っ
た
。
対
馬
か
ら
筑
紫
（
那
ノ
津
）
へ
二
ヶ
月
ほ
ど
か
か
っ
て
い
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

祢
軍
は
ヤ
マ
ト
に
入
っ
て
か
ら
皇
帝
の
権
威
の
偉
大
な
る
点
を
の
べ
、
日
唐
関
係
の
利
害
得
失
を
ね
ば
り
づ
よ
く
説
い
て
僭
帝
で
あ
る
倭
王
が
皇
帝
の
臣
で
あ
る
こ
と
を

承
認
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
朝
貢
た
る
遣
唐
使
を
唐
の
都
ま
で
お
く
っ
て
き
て
、
唐
皇
帝
に
拝は
い

謁え
つ

さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
い
わ
ば
朝
貢
に
よ
る
主
従
関
係
の
確
認
で
あ

る
。こ

の
時
期
の
倭
帝
（
天
皇
）
は
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
で
即
位
は
し
て
お
ら
ず
、
中
な
か
つ
す
め
ら
み
こ
と

天
皇
㉞

た
る
地
位
に
あ
っ
た
間は
し

人ひ
と

大
后
は
二
月
に
薨
じ
て
い
る
。『
書
紀
』
で
は
中
大
兄

は
〝
称
制
〟
と
し
て
、
即
位
を
の
ば
し
て
執
政
し
て
い
る
地
位
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
大
兄
が
朝
貢
国
と
し
て
遣
唐
使
を
送
る
と
い
う
こ
と
は
、
形
式
的
で
あ
れ

従
属
的
な
皇
帝
の
〝
臣
〟
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
時
期
の
唐
─
熊
津
都
督
府
の
政
治
的
課
題
は
、
高
句
麗
へ
の
総
攻
撃
で
あ
っ
た
か
ら
、

高
句
麗
と
は
軍
事
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
の
介
入
を
阻
止
す
る
こ
と
と
、
旧
百
済
領
で
の
安
定
的
経
営
へ
の
協
力
は
重
要
案
件
で
あ
っ
た
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、

日
唐
間
の
友
好
関
係
の
確
認
─
従
っ
て
、
朝
貢
と
し
て
の
遣
唐
使
の
派
遣
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
倭
帝
が
〝
臣
〟
を
称
し
た
と
い
う
の
は
祢
軍
側
の
言
い
分
（
受
け
と
り
方
）

で
あ
っ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
も
う
少
し
複
雑
か
も
し
れ
な
い
。
ヤ
マ
ト
側
の
立
場
に
た
て
ば
、
唐
の
高
句
麗
総
攻
撃
に
対
し
て
黙
認
す
る
、
あ
る
い
は
中
立
的
立
場
を
と

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
唐
は
倭
国
（
ヤ
マ
ト
）
を
攻
撃
し
な
い
と
い
う
言げ
ん

質ち

を
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

祢
軍
墓
誌
銘
に
あ
る
「
仍
領
二
大
首
望
数
十
人
一
、
将
入
朝
謁
」
は
、
祢
軍
が
先
頭
に
立
っ
て
守
君
大
石
ら
大
首
望
数
十
人
を
引
率
し
て
唐
の
朝
廷
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
守
君
大
石
は
百
済
救
援
軍
の
将
軍
の
一
人
と
し
て
み
え
る
の
で
（
但
し
、
出
兵
は
な
か
っ
た
、『
書
紀
』
天
智
天
皇
即
位
前
紀
八
月
条
）〝
大
首
望
〟
と
い
う
呼

称
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
六
九
年
の
河
内
直
鯨
の
遣
唐
使
が
高
句
麗
平
定
を
祝
賀
し
た
と
あ
る
（『
書
紀
』
天
智
天
皇
八
年
是
歳
条
、『
新
唐
書
』
日
本
伝
）
の
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
祢
軍
ら
の

一
層
の
功
績
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ヤ
マ
ト
（
倭
国
）
は
六
六
八
年
の
高
句
麗
総
攻
撃
に
対
し
て
は
、
中
立
的
立
場
を
と
り
動
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
祢
軍
は
「
左
戎
衛
郎
将
」（
正
五
品
上
）
を
授
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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祢
軍
の
新
羅
外
交

こ
の
あ
と
、「
少し
ば
ら
く進
」
し
て
、
祢
軍
は
「
右
領
軍
衛
中
郎
将
兼
検
校
熊
津
都
督
府
司
馬
」
と
な
る
。
こ
の
官
職
は
い
つ
頃
の
も
の
な
の
か
。
こ
の
場
合
、〝
司
馬
〟
と
あ
る

の
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
祢
軍
が
対
新
羅
工
作
を
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
。

高
句
麗
滅
亡
（
六
六
八
年
）
後
、
唐
と
新
羅
は
明
確
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
高
句
麗
で
も
百
済
滅
亡
時
と
同
じ
く
、
反
乱
軍
が
唐
に
対
す
る
反
攻
を
展
開
す
る
。
一

方
、
新
羅
は
安
勝
（
元
高
句
麗
大
臣
淵
浄
土
の
子
、
も
し
く
は
高
句
麗
宝
蔵
王
の
嗣
子
㉟

）
を
高
句
麗
王
と
し
て
漢
城
に
迎
い
入
れ
て
唐
と
対
立
す
る
。
新
羅
は
旧
百
済
を

自
己
の
領
土
に
く
み
こ
む
た
め
に
百
済
の
多
数
の
諸
城
を
奪
取
し
、
熊
津
都
督
府
の
対
立
も
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
熊
津
都
督
府
の
司
馬
禰
（
祢
）

軍
は
新
羅
に
外
交
交
渉
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
新
羅
文
武
王
は
禰
軍
を
ス
パ
イ
と
み
て
抑
留
し
還
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
文
武
王
十
（
六
七
〇
）
年
七
月
条
に
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

王（
文
武
王
）、百

済
残
衆
の
反
覆
を
疑
い
、
大
阿あ

飡さ
ん

儒
敦
を
熊
津
都
督
府
に
遣
わ
し
、
和
を
請
う
。
従（
都
督
府
）

わ
ず
。
乃
ち
司・

馬・

禰・

軍・

を
遣
わ
し
窺き

覘て
ん

す
。
王
我
（
新
羅
）を

謀
ら
ん
と
す
る
を
知

り
て
禰
軍
を
止
め
て
返
さ
ず
。
兵
を
挙
げ
て
百
済
を
討
つ
。

こ
の
百
済
と
の
戦
い
で
六
十
三
城
を
攻
め
お
と
し
、
住
民
を
新
羅
の
国
内
に
移
し
た
。
さ
ら
に
七
城
を
攻
め
て
二
千
名
を
斬
殺
、
十
二
城
を
攻
め
て
北
狄
（
唐
軍
に
所
属

し
た
靺
鞨
軍
な
ど
）
七
千
名
を
斬
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
高
句
麗
反
乱
軍
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
安
勝
を
高
句
麗
王
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
祢
軍
の
派
遣
に
つ
い
て
は
、『
三
国
史
記
㊱

』
の
別
の
所
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
咸
亨
元
（
六
七
〇
）
年
六
月
に
高
句
麗
の
反
乱
が
あ
っ

て
、
唐
の
官
人
が
皆
殺
し
に
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
新
羅
は
高
句
麗
の
反
乱
軍
を
討
伐
す
る
た
め
に
熊
津
都
督
府
に
共
同
出
兵
を
も
ち
か
け
た
。
こ
の
計
画
を
練

る
た
め
に
司
馬
禰
（
祢
）
軍
が
新
羅
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
。
禰
軍
は
、
共
同
出
兵
の
誠
実
な
履
行
の
た
め
に
お
互
い
に
官
人
の
人
質
交
換
を
提
案
し
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら

れ
た
も
の
の
、
結
局
、
こ
じ
れ
て
う
ま
く
い
か
ず
禰
軍
の
抑
留
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
熊
津
都
督
府
と
の
対
立
は
、
結
局
唐
と
の
戦
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
本
格
化
す
る
。

『
三
国
史
記
』
に
よ
る
と
、
六
七
一
年
六
月
、
新
羅
軍
は
唐
軍
と
石
城
で
戦
い
、
斬
首
五
千
三
百
級
、
二
人
の
百
済
将
軍
と
六
人
の
唐
の
官
人
を
捕
虜
に
し
た
。
冬
十
月
に

な
る
と
、
新
羅
は
唐
の
戦
艦
七
十
余
艘
を
攻
撃
し
郎
将
を
は
じ
め
士
卒
百
余
人
を
捕
虜
に
し
て
そ
の
他
溺
れ
死
ん
だ
も
の
は
数
え
き
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
翌
年

（
六
七
二
）
に
か
け
て
は
唐
軍
の
反
撃
も
あ
っ
て
、
唐
と
の
戦
い
は
長
期
化
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
た
た
め
、
新
羅
王
は
捕
虜
と
し
て
留
め
て
い
た
唐
の
将
軍
や
司
馬
禰
軍
ら

士
官
百
七
十
人
を
送
り
帰
し
て
、
多
大
な
貢
物
と
と
も
に
上
表
し
て
謝
罪
し
た
（『
三
国
史
記
』
文
武
王
十
一
年
六
月
、
十
月
、
十
二
年
九
月
条
）。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
祢
（
禰
）
軍
は
熊
津
都
督
府
の
司
馬
と
し
て
六
七
〇
年
七
月
に
新
羅
に
派
遣
さ
れ
、
長
い
年
月
（
二
年
間
す
こ
し
）
抑
留
さ
れ
て
、
六
七
二
年
九
月

に
許
さ
れ
て
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
派
遣
さ
れ
た
六
七
〇
年
七
月
の
時
点
で
は
司
馬
を
冠
し
て
い
た
。
墓
誌
銘
の
「
右
領
軍
衛
中
郎
将
兼
熊
津
都
督
府

司
馬
」
な
る
官
職
は
、「
左
戎
衛
郎
」
を
授
け
ら
れ
た
六
六
六
年
の
あ
と
、
し
ば
ら
く
（
少
進
）
し
て
六
七
〇
年
の
頃
任
命
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
た
い
。

さ
ら
に
咸
亨
三
（
六
七
二
）
年
十
一
月
廿
一
日
「
詔
授
二
右
威
衛（
従
三
品
）

将
軍
一
」
と
あ
る
の
は
、
同
年
九
月
の
祢
軍
の
長
年
の
抑
留
生
活
か
ら
の
帰
還
に
む
く
い
る
任
官
で
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
官
職
名
「
右
威
衛
将
軍
」
が
祢
軍
の
称
号
の
最
後
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
祢
（
禰
）
軍
墓
誌
銘
を
『
書
紀
』『
三
国
史
記
』
の
彼
の
活
躍
を
基
軸
と
し
て
よ
み
と
っ
て
み
た
。
祢
軍
は
倭
国
と
新
羅
と
の
間
で
外
交
官
と
し
て
活
躍
し
た
の
で

あ
り
、
こ
の
墓
誌
銘
に
は
高
句
麗
戦
と
の
関
係
は
で
て
こ
な
い
。

筆
者
は
、「
日
本
の
余
噍
」
の
〝
日
本
〟
を
百
済
に
在
る
倭
系
集
団
（
旧
加
耶
地
方
の
倭
系
集
団
も
含
む
）
や
倭
系
百
済
官
僚
な
ど
の
倭
・
倭
人
を
寓
意
す
る
も
の
と
と
ら

え
た
。
た
だ
前
稿
で
は
、
倭
・
倭
国・

の
別
称
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
た
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
っ
て
、
一
義
的
に
は
〝
日
本
〟
も
、〝
扶
桑
〟
も
〝
風
谷
〟〝
盤
桃
〟
も
み

な
中
国
側
か
ら
み
た
海
上
は
る
か
遠
方
に
あ
る
神
秘
な
事
物
や
現
象
を
も
つ
地
域
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
地
域
、
国
を
寓
意
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
祢
軍
墓
誌
を
撰
述
し
た
人
物
は
唐
人
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
撰
述
の
材
料
と
な
っ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
現
在
の
筆
者
に
は
力
が
及
ば
な
い
の

で
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
に
百
済
に
在
る
倭
人
系
集
団
・
倭
系
百
済
官
僚
を
も
ち
だ
し
た
の
は
、
白
村
江
の
時
、
百
済
王
子
扶
余
忠
勝
・
忠
志
等
に
率
ら
れ
た
「
倭
衆
」
を
本
国
の
ヤ

マ
ト
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
軍
兵
と
は
別
個
の
在
百
済
の
〝
倭
系
集
団
〟
と
み
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
熊
津
就
利
山
で
の
新
羅
王
と
扶
余
隆
と
の
会
盟
に
参
列
し
た
倭

人
も
在
百
済
の
倭
人
系
集
団
・
倭
系
百
済
官
僚
の
人
々
で
あ
っ
て
、
熊
津
都
督
府
の
配
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
「
日
本
の
余
噍
」
を
そ
う
し
た
〝
集
団
〟
に

限
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
あ
る
い
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
日
本
─
扶
桑
」
と
い
う
関
係
性
は
、「
百・

済・

に
在
る
『
日
本
』
の
残
党
」
と
「
本・

国・

＝
扶
桑
の
国
」

と
い
う
関
係
性
と
し
て
よ
み
と
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
う
考
え
る
と
一
義
的
に
は
在
百
済
の
倭
人
系
集
団
を
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
本
稿
で
も
強
調
し
た
よ
う
に
白
村
江
戦
の
敗
北
は
、
決
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
我
が
国
が
潰
滅
的
な
打
撃
を
う
け
て
立
ち
あ
が
れ
な
く
な

っ
た
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
白
村
江
戦
は
唐
に
と
っ
て
倭
国
の
存
在
感
を
認
識
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
く
に
そ
れ
は
、
我
が
国
が
高
句
麗
と
軍
事
同
盟
を
む
す
ん
で

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
唐
の
宿
願
で
あ
る
高
句
麗
征
討
に
と
っ
て
倭
国
は
や
は
り
大
き
な
存
在
感
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
新
羅
と
唐
（
熊
津
都
督
）
と
の
間
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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新
羅
は
六
六
〇
年
の
百
済
滅
亡
の
あ
と
は
百
済
領
を
新
羅
に
く
み
こ
み
安
定
し
た
戦
後
経
営
を
目
指
し
た
も
の
の
、
唐
は
旧
百
済
を
熊
津
都
督
府
を
通
し
て
強
い
覇
縻
支

配
の
下
に
お
き
、
百
済
を
新
羅
と
は
別
個
の
一・

国・

と
し
て
強
化
し
て
、
そ
こ
を
拠
点
に
宿
願
の
高
句
麗
打
倒
に
そ
な
え
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
新
羅
に
対
し
て
は
、
唐
は

六
六
三
年
四
月
に
鶏
林
都
督
府
（
鶏
林
は
新
羅
の
異
称
）
と
し
、
王
を
鶏
林
州
大
都
督
と
し
て
覇
縻
支
配
の
一
州
（『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
文
武
王
三
年
四
月
条
）
と
し

た
。
白
村
江
の
戦
い
の
す
ぐ
前
で
あ
る
。
新
羅
と
し
て
は
、
百
済
を
滅
亡
さ
せ
た
も
の
の
、
百
済
と
同
じ
一
州
と
し
て
二
つ
の
国
が
併
存
・
対
立
す
る
と
い
う
事
態
を
憂
慮

し
、
や
が
て
新
羅
は
百
済
に
併
呑
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
を
抱
い
た
（『
三
国
史
記
』
文
武
王
十
一
年
七
月
条
の
王
の
書
簡
）。

す
で
に
鬼
頭
清
明
の
指
摘
㊲

が
あ
る
よ
う
に
、
新
羅
と
唐
・
熊
津
都
督
府
と
の
間
の
ギ
ク
シ
ャ
ク
は
、
白
村
江
戦
の
直
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
高

句
麗
滅
亡
後
の
六
七
〇
年
頃
か
ら
は
唐
と
新
羅
と
は
全
面
対
決
に
入
る
の
で
あ
る
。（
二
〇
一
六
年
四
月
二
四
日
、
記
）

注
記

①　

小
林
敏
男
「
祢
軍
墓
誌
銘
の
『
日
本
』
と
白
村
江
戦
前
後
」（『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
五
十
四
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

②　

古
代
東
ア
ジ
ア
史
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
「
祢
軍
墓
誌
訳
注
」（『
史
滴
』
三
四
号
、
二
〇
一
二
年
）。

③　

東
野
治
之
「
百
済
人
祢
軍
墓
誌
の
『
日
本
』」（『
図
書
』
二
〇
一
二
年
二
月
号
、
岩
波
書
店
）。

④　

葛
継
勇
「『
祢
軍
墓
誌
銘
に
つ
い
て
の
覚
書
─
附
録
・
唐
代
百
済
人
関
連
石
刻
の
釈
文
─
」（
専
修
大
学
社
会
知
性
開
発
セ
ン
タ
ー
『
東
ア
ジ
ア
世
界
史
研
究
セ
ン
タ
ー

年
報
』
六
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）。
同
「
国
号
『
日
本
』
と
そ
の
周
辺
─
『
祢
軍
墓
誌
』
の
『
日
本
』
に
寄
せ
て
（
一
）
─
」（『
国
史
学
』
二
〇
九
号
、
二
〇
一
三
年
、

国
学
院
大
学
）。
同
「『
風
谷
』
と
『
盤
桃
』、『
海
左
』
と
『
瀛
東
』
─
祢
軍
墓
誌
の
『
日
本
』
に
寄
せ
て
（
三
）
─
」（『
東
洋
学
報
』
九
五
～
二
、
二
〇
一
三
年
）

⑤　

井
上
亘
「
禰
軍
墓
誌
『
日
本
』
考
」（『
東
洋
学
報
』
九
五
～
四
、
二
〇
一
四
年
三
月
）。

⑥　

王
連
龍
「
百
済
人
『
祢
軍
墓
誌
』
考
論
」（『
社
会
科
学
戦
線
』
二
〇
一
一
年
、
第
七
期
）

⑦　

東
野
治
之
、
前
掲
③
。

⑧　

小
林
敏
男
『
日
本
国
号
の
歴
史
』
二
〇
一
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

⑨　

東
野
治
之
、
前
掲
③
。

⑩　

気
賀
沢
保
規
「
百
済
人
祢
氏
墓
誌
の
全
容
と
そ
の
意
義
・
課
題
」（
二
〇
一
二
年
二
月
二
十
五
日
、
明
治
大
学
で
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
に
お
け
る
レ
ジ
ュ
メ
）

⑪　

鈴
木
靖
民
「
百
済
救
援
の
役
後
の
日
唐
交
渉
」（『
日
本
の
古
代
国
家
形
成
と
東
ア
ジ
ア
』
二
〇
一
一
年
、
吉
川
弘
文
館
。
一
九
七
二
年
初
出
）。

⑫　

井
上
亘
、
前
掲
⑤
。

⑬　

岩
波
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
下
』
斉
明
天
皇
七
年
五
月
条
の
頭
注
、
一
九
九
三
年
。
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⑭　

葛
継
勇
「
祢
軍
の
倭
国
出
使
と
高
宗
の
泰
山
封
禅
─
祢
軍
墓
誌
の
『
日
本
』
に
寄
せ
て
─
」（『
日
本
歴
史
』
七
九
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
号
）。

⑮　

田
中
健
夫
編
『
善
隣
国
宝
記
』
集
英
社
、
一
九
九
五
年
。

⑯　

倉
住
靖
彦
『
古
代
の
大
宰
府
』
一
一
三
頁
、
一
九
八
五
年
、
吉
川
弘
文
館
。

⑰　

坂
本
太
郎
、
平
野
邦
雄
監
修
『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』
一
九
九
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
。

⑱　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
下
』
頭
注
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
３
』
小
学
館
、
一
九
九
八
年
。

⑲　

倉
住
靖
彦
『
古
代
の
大
宰
府
』（
別
掲
⑯
）。
こ
の
筑
紫
都
督
府
に
つ
い
て
は
、
⑴
造
作
説
、
⑵
実
体
を
み
と
め
る
説
、
⑶
唐
の
占
領
機
関
説
が
あ
る
。

⑳　

小
林
恵
子
『
白
村
江
の
戦
い
と
壬
申
の
乱
』
一
四
五
頁
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
九
八
七
年
初
版
。
但
し
、
小
林
恵
子
は
、
大
海
人
皇
子
と
中
大
兄
を
兄
弟

で
は
な
い
と
み
て
、
両
者
の
対
立
を
基
軸
と
し
て
当
時
の
国
内
情
勢
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
賛
成
で
き
な
い
。

㉑　

小
林
敏
男
「
大
兄
制
と
輔
政
」（『
古
代
女
帝
の
時
代
』
Ⅰ
章
、
一
九
八
七
年
、
校
倉
書
房
。

㉒　

石
母
田
正
「
天
皇
と
諸
蕃
」（『
日
本
古
代
国
家
論
第
一
部
』
Ⅶ
章
、
一
九
七
三
年
、
岩
波
書
店
。

㉓　

山
尾
幸
久
『
古
代
の
日
朝
関
係
』
四
一
六
～
七
頁
、
一
九
八
九
年
、
塙
書
房
。

㉔　

山
尾
幸
久
、
四
一
四
頁
、
前
掲
㉓
。

㉕　

六
六
〇
年
当
初
は
、
百
済
は
熊
津
以
下
五
都
督
府
が
お
か
れ
た
が
、
麟
徳
年
間
（
六
六
四
～
五
年
）
に
熊
津
都
督
以
外
は
廃
止
さ
れ
た
。
井
上
秀
雄
『
古
代
朝
鮮
』

二
〇
〇
四
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
初
出
一
九
七
二
年
を
参
照
。

㉖　

山
尾
幸
久
、
前
掲
書
四
二
六
頁
（
前
掲
㉓
）。

㉗　
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
文
武
王
十
一
年
七
月
条
に
は
、
先
王
（
武
烈
王
）
が
貞
観
二
二
（
六
四
八
）
年
に
入
朝
し
た
時
に
、
太
宗
皇
帝
か
ら
百
済
・
高
句
麗
二
国
を

平
定
し
た
折
は
、
平
壌
以
南
の
地
と
百
済
の
土
地
す
べ
て
新
羅
王
に
与
え
る
と
の
約
束
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

㉘　

池
内
宏
「
百
済
滅
亡
後
の
動
乱
及
び
唐
・
羅
・
日
三
国
の
関
係
」（『
満
鮮
史
研
究
．
上
世
篇
第
二
冊
』
一
九
六
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
）。
鈴
木
靖
民
前
掲
⑪
。
倉
住
靖

彦
、
前
掲
⑯
。

㉙　

直
木
孝
次
郎
「
定
恵
の
渡
海
─
飛
鳥
・
白
鳳
期
仏
教
の
性
格
に
関
す
る
一
試
論
─
」（『
古
代
日
本
と
朝
鮮
・
中
国
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
八
年
）。

㉚　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
下
』
頭
注
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
３
』
頭
注
。

㉛　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
下
』
補
注
27
─
七
。
山
尾
幸
久
、
前
掲
書
四
二
七
頁
。

㉜　

葛
継
勇
、
前
掲
⑭
。

㉝　

池
内
宏
、
前
掲
㉘
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㉞　

小
林
敏
男
「
中
天
皇
に
つ
い
て
」（『
古
代
女
帝
の
時
代
』
Ⅶ
章
、
前
掲
㉑
。

㉟　

井
上
秀
雄
訳
注
『
三
国
史
記
Ⅰ
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
。

㊱　
『
三
国
史
記
』
文
武
王
十
一
年
七
月
条
に
新
羅
王
金
法
敏
が
唐
の
行
軍
総
管
薛せ
つ

仁じ
ん

貴き

の
信
書
に
対
し
て
返
書
し
た
と
こ
ろ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

㊲　

鬼
頭
清
明
「
新
羅
統
一
国
家
の
成
立
」（『
日
本
古
代
国
家
の
形
成
と
東
ア
ジ
ア
』
第
二
章
五
節
、
一
九
七
六
年
、
校
倉
書
房
。

補
①　

こ
の
二
万
七
千
の
新
羅
進
行
軍
は
、
白
村
江
に
突
入
し
た
廬
原
君
臣
ら
の
率
い
る
健
児
万
余
の
軍
勢
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
二
万
七
千
の
軍
勢
の
新
羅
で
の
戦
い

は
史
料
に
も
み
え
ず
、
不
明
な
点
が
多
い
。
ま
た
新
羅
と
唐
は
白
村
江
戦
の
直
前
か
ら
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
関
係
に
あ
り
、
新
羅
側
は
唐
と
積
極
的
に
組
ん
で
戦
う
意
志
は

小
さ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

※
付
記　

本
稿
は
二
〇
一
六
年
四
月
成
稿
の
論
文
で
あ
る
が
、
事
情
が
あ
っ
て
発
表
は
お
く
れ
た
。

（
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
七
日
受
理
）




