
王
家
の
移
動
伝
説
の
原
型
に
つ
い
て

奥
　
田

尚

　
　
　
　
は
じ
め
に
ｉ
研
究
史
と
主
題
の
限
定

　
こ
こ
で
「
王
家
の
移
動
伝
説
」
と
い
う
の
は
、
記
紀
の
い
わ
ゆ

る　
①
神
武
東
征
伝
説

　
③
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（
お
よ
び
景
行
）
の
九
州
征
討
伝
説
と
ヤ
マ

　
　
ト
タ
ケ
ル
（
お
よ
び
景
行
）
の
東
国
平
定
伝
説

　
③
仲
哀
―
神
功
の
九
州
（
お
よ
び
新
羅
）
征
討
伝
説

の
三
伝
説
を
さ
す
。
三
点
は
と
も
に
日
本
古
代
史
上
の
巨
大
な
問

題
で
あ
る
し
、
そ
れ
だ
け
に
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
た
と

え
ば
①
神
武
東
征
伝
説
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
す
で
に
研
究
史

は
星
野
良
作
『
神
武
天
皇
』
と
い
う
、
一
冊
の
本
と
し
て
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
の
刊
行
で
１
　
る
が
、
そ
れ
以
後
の
研
究

の
数
も
非
常
に
多
い
。
②
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
つ
い
て
も
、
周
知

の
ご
と
く
「
英
雄
時
代
論
争
」
が
あ
っ
た
し
、
国
文
学
の
方
面
か

ら
の
論
考
も
き
わ
め
て
多
い
。
③
の
仲
哀
・
神
功
は
応
神
の
父
母

で
あ
り
、
応
神
朝
目
「
ネ
オ
騎
馬
民
族
」
説
と
も
関
連
か
お
り
、

こ
れ
ま
た
膨
大
な
研
究
が
あ
る
。

　
研
究
史
を
無
視
し
て
は
論
文
に
な
ら
な
い
こ
と
を
充
分
に
承
知

し
て
い
る
し
、
私
自
身
も
研
究
史
を
無
視
し
て
い
る
と
苦
言
を
呈

さ
れ
た
り
｀
呈
し
た
り
し
七
０
１
）
し
か
し
お
そ
ら
く
、
こ
の
三
問
題

の
ど
の
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
全
研
究
の
収
集
と
読
破
に
は

数
年
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
間
は
発
言
が
で
き
な
い
こ
と

　
　
　
　
（
２
）

に
な
ろ
う
。

　
研
究
史
を
ふ
ま
え
る
重
要
性
は
、
研
究
方
法
が
独
断
的
に
な
ら

な
い
こ
と
と
、
す
で
に
そ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
研
究
が
進

ん
で
い
る
か
を
知
る
点
に
あ
る
と
し
て
お
こ
う
。
こ
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
研
究
史
を
網
羅
的
に
読
破
し
な
く
と
も
、
研
究
史
の
大

要
と
い
う
形
で
あ
る
程
度
は
研
究
史
に
対
す
る
認
識
を
述
べ
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ら
０
３
）

　
上
記
の
三
点
に
関
す
る
研
究
の
主
流
は
、
い
わ
ゆ
る
「
反
映
法
」

に
基
づ
く
研
究
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
「
反
映
法
」
と
は

記
紀
な
ど
の
史
料
に
み
え
る
出
来
事
を
、
そ
の
原
型
を
推
定
し
つ

つ
、
そ
れ
が
何
時
の
史
実
の
反
映
か
を
探
る
方
法
で
あ
る
。
一
例

を
し
め
せ
ば
、
神
武
東
征
伝
説
は
、
応
神
王
朝
の
東
征
の
伝
承
が

－64－



反
映
し
た
も
の
と
み
る
と
≒
）
神
武
東
征
伝
説
中
に
あ
る
能
野
か

ら
の
大
和
入
り
の
部
分
に
は
、
壬
申
の
乱
が
反
映
し
て
ぃ
ら
２
　
か

と
い
う
研
究
で
あ
る
。
「
反
映
法
」
に
関
す
る
方
法
論
上
の
問
題

点
は
、
都
合
の
よ
い
部
分
の
み
を
重
視
し
、
恣
意
的
な
解
釈
に
陥

り
や
す
い
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
こ
の
種
の
批
判
は
な
さ
れ
て
い

　
官
）
る
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
「
反
映
法
」
に
基
づ
く
研
究
が
多
い
の
は
、

記
紀
が
天
皇
中
心
主
義
に
基
づ
く
高
度
に
政
治
的
な
編
集
物
で
あ

る
た
め
、
随
所
に
編
纂
時
点
の
天
武
・
持
統
・
文
武
二
几
明
こ
万

正
朝
の
史
実
の
反
映
が
み
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
い
か
に
「
反
映

法
」
の
欠
陥
が
強
調
さ
れ
よ
う
と
、
記
紀
が
す
ぐ
れ
て
政
治
的
編

纂
物
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
論
証
す
る
目
的
が
確
実
で
あ
れ
ば
。

　
「
反
映
法
」
に
基
づ
く
研
究
に
は
一
定
の
価
値
か
お
り
、
今
後
も

続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
「
反
映
法
」
が
と
も
す
れ
ば
、
天
武
・
持
統
朝
（
か

ら
元
正
朝
）
へ
の
一
元
的
還
元
法
に
陥
り
や
す
い
こ
と
も
、
注
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
時
点
に
編
纂
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、

い
わ
ば
こ
の
時
代
に
二
几
的
に
還
元
さ
れ
る
要
素
は
充
分
に
あ
る

編
纂
者
の
原
史
料
の
取
捨
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
か
な
ら
ず
や
編

纂
者
の
持
つ
時
代
性
が
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
逆
に
、
編
纂
者
の
時
代
性
を
抜
古
さ
っ
た
と
し
て
も
、
各

史
料
に
は
残
余
の
部
分
か
お
る
か
ら
、
そ
う
し
た
史
料
は
そ
の
ま

ま
各
時
代
の
史
料
と
し
て
信
用
で
き
る
と
い
う
考
え
方
に
、
「
反

映
法
」
は
有
効
な
反
論
を
持
だ
な
い
。
い
わ
ば
「
反
映
法
」
の
限

界
で
あ
る
。

　
記
紀
を
全
面
的
に
信
頼
で
き
る
史
料
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
も

は
や
限
ら
れ
た
人
び
と
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
天
武
’
ｆ

持
統
朝
が
反
映
し
た
部
分
を
除
外
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
史
実
が

残
る
と
い
う
見
方
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
「
反
映
法
」
の

研
究
成
果
に
対
し
て
一
般
的
に
抱
く
、
歴
史
は
繰
り
返
す
も
の
だ

か
ら
同
じ
史
実
が
二
、
三
度
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
素
朴
な
感
想
も
あ
る
。
「
王
家
の
移
動
伝
説
」
に
つ
い
て

考
え
る
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
意
見
や
感
想
が
成
立
し
う
る
か
ど

う
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
「
王
家
の
移
動
」
と
い
う
伝
説
が
、

い
か
に
し
て
記
紀
編
者
の
脳
裏
に
像
を
結
ん
だ
か
、
に
関
す
る
試

論
で
も
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
「
反
映
法
」
以
外
の
方
法
と
い
う
場
合
、
表
面
的
な

狭
義
の
「
反
映
法
」
、
つ
ま
り
、
こ
れ
は
某
時
代
の
某
史
実
の
反

映
で
あ
る
と
結
論
す
る
方
法
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
な
い

と
い
う
の
は
そ
れ
に
よ
る
成
果
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
ま
た
、
上
の
課
題
の
全
面
的
な
再
検
討
な
ど
筆
者
の
力
量

か
ら
も
無
理
で
あ
り
、
さ
ら
に
問
題
を
限
定
す
る
必
要
か
お
る
。

　
一

ｒ
Ｏ

《
）

　
｛



　
後
の
史
実
か
ら
構
想
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
時
代
以
外
の
時
代
の

史
実
と
し
て
記
載
し
た
と
み
る
の
が
、
「
反
映
法
」
の
前
提
で
あ

る
。
「
反
映
法
」
を
用
い
な
い
と
す
れ
ば
、
あ
る
時
代
の
「
史
実
」

が
記
載
さ
れ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
ひ
と
つ
に
は
、
文
字
で
書
か
れ
た
資
料
が
存
在
し
、
そ
れ
を

編
纂
者
が
適
宜
に
配
置
す
る
場
合
で
あ
る
。
文
字
資
料
は
通
説
で

も
六
世
紀
前
半
の
継
体
〃
欽
明
朝
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
９
　
）
七
世

紀
前
半
の
推
古
朝
を
重
視
す
る
説
も
あ
い
哺
）
筆
者
と
し
て
は
後
者

を
支
持
す
る
。
通
説
で
も
応
神
朝
か
ら
で
さ
え
百
年
が
経
過
し
て

お
り
、
こ
の
間
は
口
承
と
し
て
物
語
が
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。
「
反
映
法
」
を
除
け
ば
、
宮
廷
で
白
承
さ
れ
て
い
た

物
語
が
、
史
実
と
し
て
採
用
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
以
外
に
は
、
民
間
伝
承
が
記
紀
の
編
纂
者
に
受
容
さ

れ
て
、
編
纂
者
の
脳
裏
に
像
を
結
び
、
そ
れ
が
史
実
と
し
て
採
用

さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
可
能
性
か
お
る
。

　
上
記
の
三
伝
説
に
つ
い
て
、
宮
廷
か
民
間
か
は
別
に
し
て
口
承

さ
れ
た
物
語
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
で
き
る
と
す
れ
ば

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

た
だ
し
、
く
り
か
え
す
が
「
反
映
法
」
の
成
果
に
意
味
が
な
い
と

考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
先
行
業
績
の
「
反
映
法
」
の
成
果
に

は
み
る
べ
き
も
の
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
別
の
観
点
か
ら
の
分
析

を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
一
　
記
紀
の
王
家
の
移
動
伝
説
の
特
質
（
一
）

　
①
・
②
〃
③
の
い
ず
れ
の
伝
説
も
、
き
わ
め
て
有
名
な
も
の
で

あ
り
、
こ
ま
か
な
実
証
は
省
略
す
る
が
、
筆
者
の
着
目
す
る
共
通

点
は
、
ふ
た
つ
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
す
で
に
「
反
映
法
」
の

研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
多
く
の
類
似
性
を
持
ち
、

同
根
の
伝
説
と
み
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
、
と
い

う
点
て
あ
る
。
た
と
え
ば
①
神
武
東
征
は
、
③
の
神
功
ｆ
応
神
の

大
和
へ
の
帰
着
の
反
映
と
す
る
説
が
あ
る
。
②
の
景
行
紀
の
穴
門

な
ど
の
部
分
は
、
③
の
仲
哀
―
神
功
の
穴
門
の
部
分
に
酷
似
す
る
。

③
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
熊
襲
征
討
は
、
景
行
紀
の
熊
襲
制
圧
と
、

し
た
が
っ
て
③
の
仲
哀
・
神
功
の
熊
襲
制
圧
と
類
似
す
る
、
な
ど

で
あ
る
。
王
家
が
西
へ
移
動
す
る
確
実
な
例
は
、
斉
明
朝
の
い
わ

ゆ
る
「
百
済
救
援
」
戦
争
で
、
最
終
的
に
は
こ
こ
に
収
斂
す
る
と

も
い
え
る
。

　
大
和
よ
り
東
方
の
蝦
夷
へ
の
征
討
は
、
②
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の

み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
背
景
と
す
る
確
実
な
王
家
の
移
動
の
例
は

な
い
。
こ
れ
と
て
、
西
の
み
で
は
片
手
落
ち
だ
か
ら
東
を
征
す
る

話
を
構
想
し
た
と
す
れ
ば
、
西
の
史
実
つ
ま
り
斉
明
の
西
へ
の
移

動
後
の
構
想
と
し
て
、
斉
明
の
行
動
へ
収
斂
が
可
能
で
あ
る
。
さ
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ら
に
西
の
隼
人
、
東
の
蝦
夷
は
、
七
世
紀
後
半
の
東
西
の
反
抗
勢

力
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
背
景
に
構
想
さ
れ
た
伝
説
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
史
実
の
「
反
映
」

か
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
で
や
め
よ
う
。
要
は
、
東
へ
西

へ
と
い
う
王
家
の
移
動
伝
説
は
、
国
土
の
統
一
支
配
を
目
指
す
も

の
に
と
っ
て
は
、
巡
歴
地
へ
の
支
配
権
の
伸
張
と
し
て
、
容
易
に

構
想
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。

　
あ
ま
ね
く
国
土
を
巡
歴
す
る
型
の
典
型
は
、
②
景
行
紀
の
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
で
あ
る
。
経
由
し
た
国
名
の
み
を
あ
げ
る
と
、
伊
勢
’

駿
河
ｆ
相
模
―
上
総
・
陸
奥
―
（
日
高
見
）
　
〃
常
陸
・
甲
斐
・
武

蔵
・
上
野
’
信
濃
・
尾
張
・
近
江
・
尾
張
―
伊
勢
―
（
大
和
・
河

内
）
で
あ
る
。
下
総
・
下
野
’
常
陸
な
ど
抜
け
て
い
る
国
も
あ
る

が
、
巡
歴
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
は
う
か
が
え
る
。
一
応
、
後
の

東
海
道
・
東
山
道
を
巡
歴
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
み
て
よ
い
。
一
方

②
景
行
記
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
「
東
方
十
二
道
」
つ
ま
り
東
方

の
こ
一
国
（
で
あ
ろ
う
）
の
あ
ら
ぶ
る
神
・
ま
つ
ろ
わ
ぬ
人
を
［
言

向
け
和
平
（
や
わ
）
」
め
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
。
国
名
と
し
て

は
、
伊
勢
‘
尾
張
・
相
武
（
相
模
）
　
’
甲
斐
・
新
治
と
筑
波
（
常

陸
）
　
―
科
野
（
信
濃
）
　
・
尾
張
・
伊
服
岐
能
山
（
近
江
）
　
―
居
窓

　
（
近
江
ま
た
は
美
濃
）
　
―
当
芸
野
（
美
濃
）
　
・
杖
衝
坂
な
ど
（
伊

勢
）
　
―
（
河
内
）
で
あ
る
。
尾
張
・
相
模
’
甲
斐
・
信
濃
な
ど
が

　
「
東
方
十
二
道
」
の
内
容
と
な
る
が
、
そ
の
具
体
性
は
は
る
か
に

景
行
紀
に
お
よ
ば
な
い
。
「
東
方
十
二
道
」
に
は
具
体
性
が
な
く
、

漠
然
と
東
方
の
多
く
の
国
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
景
行
記
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
ク
マ
ソ
征
討
で
は
、

さ
ら
に
明
ら
か
と
な
る
。
ク
マ
ソ
の
首
領
の
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
は
。

　
「
西
の
方
に
熊
曽
建
二
人
あ
り
」
で
あ
り
、
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
は
「
西

の
方
に
吾
二
人
を
除
去
で
、
建
く
強
き
人
無
し
」
と
語
る
。
ク
マ

ソ
の
居
住
地
は
「
西
の
方
」
と
あ
る
ば
か
り
で
、
具
体
地
名
が
な

い
。
記
で
は
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
平
定
後
、
出
雲
国
に
入
っ
て
い
る
が
、

極
端
に
い
え
ば
ク
マ
ソ
の
居
住
地
が
播
磨
で
も
吉
備
で
も
か
ま
わ

な
い
こ
と
に
な
る
。
神
代
記
で
は
国
生
み
神
話
に
筑
紫
島
に
熊
襲

国
が
あ
っ
た
と
す
る
か
ら
、
ク
マ
ソ
と
い
え
ば
筑
紫
島
の
ク
マ
ソ

以
外
に
な
い
と
も
い
え
よ
う
が
、
と
も
か
く
景
行
記
の
か
ぎ
り
で

は
ク
マ
ソ
の
居
住
地
は
「
西
の
方
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
景
行
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
ク
マ
ソ
平
定
は
、
「
熊
襲
国
」
と

明
記
か
お
り
、
帰
途
に
吉
備
穴
海
の
悪
神
・
難
波
柏
済
の
悪
神
を

平
定
し
て
お
り
、
記
に
比
す
る
と
や
や
具
体
性
が
あ
る
。
景
行
紀

に
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
以
前
に
景
行
自
身
が
ク
マ
ソ
平
定
と
筑
紫
巡

幸
に
出
か
け
て
お
り
、
記
事
は
き
わ
め
て
詳
細
に
地
名
を
あ
げ
て

い
る
。
景
行
の
ク
マ
ソ
平
定
と
筑
紫
巡
幸
の
話
は
、
記
に
は
ま
っ

た
く
み
え
な
い
。
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以
上
を
ま
と
め
る
と
、
景
行
紀
に
は
西
は
筑
紫
を
、
東
は
東
海

道
・
東
山
道
Ｉ
一
部
の
北
陸
道
）
を
、
で
去
る
か
ぎ
り
網
羅
的

に
王
家
に
巡
歴
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
景
行
記

で
は
、
単
に
東
の
方
―
西
の
方
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
王
家
の
巡

歴
が
き
わ
め
て
抽
象
的
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
物
語
と
し
て
古
相
な

の
か
、
ま
た
民
回
伝
承
と
の
関
係
な
ど
論
じ
る
べ
き
課
題
、
論
じ

ら
れ
て
い
る
課
題
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
今
は
、
当

該
地
域
を
王
家
が
巡
歴
す
る
こ
と
を
、
紀
は
具
体
的
に
描
き
、
記

は
抽
象
的
に
描
い
て
い
る
こ
と
だ
け
を
注
意
し
て
お
こ
う
。

　
②
に
み
ら
れ
る
こ
の
傾
向
は
、
①
・
③
に
も
共
通
す
る
。
た
と

え
ば
①
で
は
、
神
武
紀
が
河
内
国
草
１
　
邑
白
肩
之
津
に
上
陸
後
、

竜
田
を
経
由
し
て
大
和
へ
入
る
う
と
し
た
が
、
道
が
狭
く
険
し
い

た
め
に
も
ど
り
、
生
駒
を
越
え
よ
う
と
し
て
長
髄
彦
と
戦
闘
に
な

っ
た
と
す
る
。
神
武
記
で
は
、
竜
田
の
話
は
な
く
、
白
肩
津
で
ト

ミ
ノ
ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
と
戦
う
。
さ
ら
に
、
南
へ
迂
回
し
熊
野
に
い

た
る
話
で
も
、
紀
は
複
雑
な
経
過
を
示
し
、
記
は
簡
単
で
あ
る
。

　
③
で
は
、
仲
哀
紀
に
仲
哀
・
神
功
は
角
鹿
を
出
発
点
と
し
、
穴

門
で
出
会
う
。
仲
哀
記
で
は
話
は
突
如
と
し
て
筑
紫
詞
志
比
宮
か

ら
は
じ
ま
る
。
仲
哀
死
去
、
新
羅
征
討
後
に
大
和
に
帰
る
話
も
、

神
功
紀
で
は
皇
子
応
神
は
紀
伊
国
を
経
由
し
、
神
功
も
後
に
紀
伊

国
に
到
着
す
る
と
い
う
、
余
分
の
経
路
が
示
さ
れ
る
。
神
功
記
で

は
、
神
功
〃
応
神
ら
は
反
乱
を
起
し
て
待
ち
か
ま
え
る
忍
熊
王
の

と
こ
ろ
へ
、
直
接
に
到
着
し
戦
い
と
な
る
。
③
で
も
紀
は
具
体
性

を
、
記
は
抽
象
性
を
示
し
て
い
る
。

　
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
紀
は
具
体
性
を
、
記
は
抽
象
性
を

示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
両
書
を
対
比
し
た

観
点
で
あ
っ
て
、
個
別
に
検
討
す
れ
ば
別
の
結
論
が
み
え
て
く
る
。

た
と
え
ば
最
も
個
別
地
域
の
巡
歴
を
意
図
し
て
い
る
②
景
行
紀
の

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
伝
説
で
さ
え
、
伊
勢
か
ら
駿
河
へ
舞
台
が

飛
ん
で
い
る
よ
う
に
、
中
問
の
尾
張
こ
二
河
は
無
視
さ
れ
て
い
る

し
、
下
総
〃
下
野
な
ど
も
登
場
し
な
い
。
②
景
行
紀
の
景
行
の
筑

紫
巡
行
で
は
、
一
応
は
筑
紫
を
巡
歴
し
て
い
る
も
の
の
、
大
き
な

部
分
と
し
て
は
筑
前
が
欠
け
、
肥
前
の
北
部
な
ど
も
欠
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
部
分
は
③
仲
哀
紀
・
神
功
紀
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
と

い
え
ば
い
え
る
が
、
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
は
欠
け
て
い
る
。

　
細
か
い
点
で
は
問
題
は
残
る
も
の
の
、
と
も
か
く
②
景
行
紀
の

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
一
応
は
東
海
道
’
東
山
道
を
巡
歴
し
、
②
景
行

紀
の
景
行
と
③
仲
哀
紀
―
神
功
紀
の
仲
哀
・
神
功
で
｝
応
は
西
海

道
は
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
残
る
山
陽
道
・
山
陰
道
―
北
陸
道
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
山
陰
道
で
は
出
雲
の
み
が
、
③
景
行
記
の
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
が
イ
ヅ
モ
タ
ケ
ル
を
滅
ぼ
し
た
部
分
に
み
え
、
あ
る
い

は
③
仲
哀
紀
の
「
淳
田
水
門
」
が
関
係
す
る
か
と
推
定
さ
れ
る
の
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み
で
あ
る
。
北
陸
道
で
は
越
が
、
③
の
景
行
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

が
碓
日
嶺
か
ら
吉
備
武
彦
を
派
遣
し
た
部
分
、
③
の
仲
哀
紀
に
仲

哀
と
神
功
が
角
鹿
笥
飯
宮
か
ら
出
発
す
る
部
分
、
お
よ
び
神
功
紀

の
太
子
（
応
神
）
と
武
内
宿
禰
が
忍
熊
王
ら
の
反
乱
の
平
定
後
に

角
鹿
笥
飯
大
神
を
礼
拝
す
る
部
分
、
神
功
記
の
同
部
分
に
み
え
る
。

山
陽
道
で
は
安
芸
が
、
①
神
武
紀
・
神
武
記
に
み
え
る
。
吉
備
は
、

①
神
武
紀
’
神
武
記
、
②
景
行
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
熊
襲
征
討

の
帰
途
に
、
吉
備
の
穴
海
の
悪
神
を
殺
し
た
と
あ
る
。
②
景
行
紀

に
周
防
、
③
仲
哀
紀
に
穴
門
な
ど
か
お
る
。
出
雲
を
山
陰
道
の
総

称
と
考
え
、
越
を
北
陸
道
の
総
称
と
み
れ
ば
、
一
応
は
両
道
は
巡

歴
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
南
海
道
で
は
紀
伊
が
①
ｆ
③
な
ど
に
み
え
る
が
、
四
国
の
讃
岐
’

阿
波
・
土
佐
・
伊
予
が
全
く
な
い
。
「
反
映
法
」
を
想
定
す
れ
ば
、

斉
明
紀
七
年
（
六
六
一
）
七
月
一
四
日
条
に
「
御
船
、
伊
予
の
熟

田
津
の
石
湯
行
宮
に
泊
つ
」
と
あ
り
、
容
易
に
巡
歴
の
地
名
に
加

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
『
土
佐
国
風
土
記
』
逸
文
―
玉

嶋
（
釈
日
本
紀
所
引
）
に
は
、
神
功
の
巡
幸
に
伴
う
地
名
起
源
伝

説
を
記
す
。
神
功
紀
元
年
二
月
９
　
に
は
、
瀬
戸
内
海
の
某
所
か
ら

武
内
宿
禰
に
命
じ
、
「
皇
子
（
応
神
）
を
懐
き
て
、
横
に
南
海
よ

り
出
で
て
、
紀
伊
水
門
に
泊
ら
し
か
」
と
あ
り
、
途
中
に
讃
岐
―

阿
波
な
ど
へ
の
立
ち
寄
り
も
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
う
な
っ
て
い

な
い
。
こ
の
場
合
、
某
所
を
瀬
戸
内
海
最
西
部
の
穴
門
と
す
れ
ば
、

　
「
南
海
」
を
豊
予
海
峡
・
太
平
洋
航
路
と
考
え
、
伊
予
―
土
佐
へ

の
立
ち
寄
り
も
可
能
で
あ
る
。
「
南
海
」
の
言
葉
で
南
海
道
を
示

唆
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
具
体
地
名
を
あ
げ
な
い
こ
と

は
不
思
議
に
思
え
る
。

　
一
見
、
不
可
解
な
こ
の
様
相
は
、
王
家
の
巡
歴
伝
説
そ
の
も
の

の
理
解
へ
の
変
更
を
要
求
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
王
家
の
巡
歴

伝
説
を
こ
こ
ま
で
は
、
王
家
が
各
地
域
を
巡
歴
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
地
域
へ
の
支
配
権
を
獲
得
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
伝
説
と
み

て
き
た
。
こ
の
観
点
で
は
、
南
海
道
に
は
王
家
の
支
配
権
が
お
よ

ば
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
理
解
と
な
る
。
王
家
の
巡
歴
伝

説
は
、
元
来
は
そ
の
よ
う
な
形
で
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

単
に
王
が
西
し
東
し
て
不
服
従
者
を
制
圧
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な

い
伝
説
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
き
わ
め
て
抽
象
的

な
構
想
に
基
づ
く
も
の
で
、
背
後
に
さ
し
た
る
史
実
も
伝
承
も
必

要
と
せ
ず
、
単
に
紀
記
編
者
の
空
想
か
ら
も
成
立
し
う
る
伝
説
に

す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
意
味
で
は
、
王
家
の
移
動
伝
説
の
原
型
は
、
景
行
記
の
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
西
の
方
の
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
を
、
東
の
方
の
エ
ミ
シ

な
ど
不
服
従
者
を
討
つ
伝
説
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
地
名
な

ど
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
の
点
で
は
「
西
の
方
」
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の
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
を
平
定
す
る
話
が
、
最
も
古
い
相
を
残
し
て
い

る
。
そ
れ
が
紀
の
よ
う
に
具
体
地
名
を
数
多
く
付
す
よ
う
に
な
る

の
は
、
王
権
を
あ
ま
ね
く
広
げ
た
い
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
に

す
ぎ
ず
、
こ
の
場
合
に
は
最
も
王
権
所
在
地
か
ら
遠
い
地
域
の
巡

歴
が
重
視
さ
れ
、
中
間
地
域
は
無
視
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と

に
な
る
。
四
国
の
無
視
は
こ
の
典
型
で
あ
っ
た
。

　
二
　
記
紀
の
王
家
の
移
動
伝
説
の
特
質
（
二
）

　
王
家
の
移
動
伝
説
を
通
観
し
て
感
じ
ら
れ
る
特
質
の
第
二
は
、

戦
闘
場
面
の
描
き
方
の
共
通
性
で
あ
る
。
不
服
従
者
の
制
圧
と
い

う
単
純
な
構
想
が
各
伝
説
の
基
礎
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
不
服

従
者
と
の
戦
闘
の
記
述
は
、
王
権
の
正
義
が
堂
々
と
勝
利
す
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
戦
闘
場
面
に
共
通
す
る
記

述
は
「
だ
ま
し
う
ち
」
が
圧
倒
す
る
。

　
た
と
え
ば
、
前
項
に
最
古
相
と
推
定
し
た
景
行
記
の
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
の
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
平
定
は
、
童
女
に
変
装
し
宴
だ
け
な
わ
の

時
に
、
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
を
懐
剣
で
刺
し
殺
す
。
神
功
記
の
忍
熊
王

の
平
定
で
は
、
神
功
側
は
ま
ず
皇
子
（
応
神
）
が
死
去
し
た
と
あ

ざ
む
き
、
突
如
と
し
て
喪
船
か
ら
兵
を
出
し
て
戦
う
。
つ
い
で
神

功
が
死
去
し
た
の
で
降
伏
す
る
と
だ
ま
し
、
相
手
が
武
装
を
解
い

た
と
こ
ろ
を
急
襲
し
勝
利
す
る
。
神
功
紀
で
は
忍
熊
王
の
即
位
を

承
認
す
る
と
い
い
、
と
も
に
武
装
解
除
し
よ
う
と
だ
ま
し
て
、
忍

熊
王
方
の
武
装
だ
け
を
解
除
さ
せ
、
急
襲
し
て
勝
利
す
る
。
神
武

記
で
は
、
建
物
に
押
機
を
設
け
て
神
武
を
だ
ま
し
う
ち
に
し
よ
う

と
し
た
エ
ウ
カ
シ
を
、
逆
に
押
機
の
あ
る
建
物
に
入
れ
て
殺
す
、

ツ
チ
グ
モ
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
を
饗
し
て
、
そ
の
宴
の
最
中
に
歌
を
合
図

に
饗
応
役
の
人
び
と
が
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
を
切
り
殺
す
。
神
武
紀
で
は
、

ク
ニ
ミ
オ
カ
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
の
一
味
を
饗
し
て
、
宴
の
最
中
に
殺
す
、

于
ソ
牛
を
計
略
に
よ
る
挾
み
打
ち
に
し
て
倒
す
。

　
だ
ま
し
う
ち
で
な
け
れ
ば
、
戦
闘
場
面
は
き
わ
め
て
具
体
性
が

な
い
。
た
と
え
ば
、
景
行
記
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
エ
ミ
シ
平
定
は
。

　
「
其
れ
よ
り
入
り
幸
（
い
）
で
ま
し
て
、
悉
に
荒
夫
琉
蝦
夷
等
（
あ

ら
ぶ
る
え
み
し
ど
も
）
を
言
向
け
」
と
の
み
で
、
戦
闘
の
記
述
は

な
い
。
景
行
紀
で
も
エ
ミ
シ
は
、
「
然
る
に
遥
か
に
王
船
を
視
て
、

予
め
其
の
威
勢
を
怖
れ
、
心
裏
に
勝
つ
べ
が
ら
ざ
る
を
知
り
て
、

悉
く
弓
矢
を
捨
て
」
降
伏
す
る
。
神
功
記
・
紀
の
新
羅
平
定
も
ま

っ
た
く
戦
闘
場
面
が
な
い
。

　
景
行
紀
の
景
行
の
碩
田
国
の
平
定
に
は
正
面
か
ら
の
戦
闘
の
様

相
か
お
る
が
、
こ
れ
と
て
多
数
の
兵
力
を
動
員
し
て
制
圧
し
て
も

後
に
禍
根
を
残
す
と
小
数
の
兵
力
で
闘
い
、
神
に
占
い
を
し
な
が

ら
勝
利
す
る
話
で
、
あ
ま
り
堂
々
た
る
戦
闘
と
は
い
い
か
ね
る
。

前
後
の
平
定
は
、
物
を
与
え
る
と
し
て
、
あ
ざ
む
い
て
敵
を
倒
し
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て
い
る
。
だ
ま
し
う
ち
の
範
囲
で
あ
る
。

　
神
武
記
で
は
、
大
和
入
り
の
最
大
の
敵
で
あ
っ
た
ト
ミ
ヒ
コ
（
ト

ミ
ノ
ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
）
と
の
戦
闘
の
記
述
が
な
い
。
神
武
紀
で
は
、

ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
と
連
戦
す
る
が
勝
利
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
、

金
色
の
霊
し
き
鶏
が
出
現
し
、
稲
妻
の
よ
う
に
輝
く
光
で
ナ
ガ
ス

ネ
ヒ
コ
側
か
戦
意
を
な
く
し
、
勝
利
し
た
。
だ
ま
し
う
ち
で
は
な

い
が
、
堂
々
た
る
勝
利
で
は
な
い
。

　
王
の
征
服
戦
争
で
は
、
単
身
で
あ
ろ
う
が
、
大
量
あ
る
い
は
小

量
の
兵
力
を
背
後
に
従
え
て
い
よ
う
が
、
威
風
堂
々
と
進
み
、
敵

は
自
然
に
自
か
ら
服
従
を
誓
う
と
い
う
筋
が
、
王
権
の
威
光
を
い

や
が
う
え
に
も
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

戦
闘
場
面
が
欠
落
し
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

威
風
堂
々
進
ん
で
い
く
記
述
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
戦
闘
場

面
を
欠
く
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
エ
ミ
シ
平
定
で
は
、
記
は
走
水
で
渡

り
の
神
に
妨
害
さ
れ
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
犠
牲
に
さ
さ
け
、

威
風
堂
々
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
紀
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
神
功

の
新
羅
平
定
も
、
神
や
魚
の
援
助
を
受
け
、
波
は
新
羅
の
国
に
押

し
の
ぼ
り
、
そ
れ
に
乗
じ
て
神
功
は
新
羅
に
到
着
す
る
。
神
や
自

然
物
の
援
助
が
背
後
に
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
記
・
紀
と
も

に
前
面
に
援
助
が
描
か
れ
、
神
功
自
体
の
威
風
堂
々
の
様
子
は
ま

っ
た
く
描
か
れ
な
い
。

　
戦
闘
場
面
の
だ
ま
し
う
ち
の
数
多
さ
や
、
威
風
堂
々
の
進
撃
の

様
子
の
欠
如
は
、
王
権
の
移
動
伝
説
の
構
想
に
は
、
王
権
の
偉
業

の
賛
美
で
さ
え
も
考
慮
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
王

家
の
移
動
伝
説
が
宮
廷
内
の
口
承
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
な
ら
、

王
権
の
偉
業
の
顕
彰
の
要
素
は
不
可
避
的
に
随
伴
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
王
家
の
移
動
伝
説
に
は
宮
廷
内
の

伝
承
の
要
素
は
み
ら
れ
な
い
、
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
王
家

の
移
動
伝
説
の
原
型
な
る
も
の
は
、
宮
廷
内
の
伝
承
の
よ
う
な
重

い
背
景
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
記
・
紀
編
者
が
場
当
り
的
に
、

王
家
を
各
地
に
移
動
さ
せ
よ
う
と
構
想
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
と

い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
戦
闘
場
面
の
記
述
の
特
色
の
ひ
と
つ
の
だ
ま
し
う
ち

は
、
本
来
は
弱
者
の
論
理
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に

触
れ
る
こ
と
で
、
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

　
　
　
　
ま
と
め
に
か
え
て

　
だ
ま
し
う
ち
で
相
手
に
勝
利
す
る
、
と
く
に
宴
会
の
最
中
や
物

を
与
え
て
呼
び
寄
せ
て
殺
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
我
わ
れ
に
民

俗
学
や
文
化
人
類
学
で
盛
ん
に
い
わ
れ
て
い
る
、
「
異
人
（
ま
れ

び
と
）
」
論
を
想
起
さ
せ
る
。
と
く
に
定
住
者
の
と
こ
ろ
へ
来
訪

し
、
善
ま
た
は
悪
を
も
た
ら
す
形
の
「
異
人
来
訪
」
形
の
伝
承
を
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想
起
さ
せ
る
。
「
異
人
」
は
定
住
者
の
も
と
へ
来
訪
し
饗
応
を
受

け
る
が
、
こ
の
饗
応
は
「
異
人
」
へ
の
定
住
者
の
心
の
中
で
の
歓

待
と
恐
怖
の
同
時
並
存
に
基
づ
く
。
「
異
人
」
が
歓
待
の
み
を
定

住
者
に
強
要
す
る
場
合
に
は
、
定
住
者
側
か
ら
の
反
撃
を
覚
悟
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歓
待
を
強
要
す
る
「
異
人
」
は
、
定
住
者

の
心
の
中
に
恐
怖
を
増
大
さ
せ
る
。
定
住
者
は
な
に
も
の
と
も
判

断
で
き
な
い
「
異
人
」
に
対
す
る
恐
怖
心
を
、
正
面
か
ら
「
異
人
」

に
投
げ
か
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
恐
怖
を
与
え
る
「
異

人
」
に
は
、
だ
ま
し
う
ち
の
形
で
早
く
退
散
し
て
も
ら
う
か
、
殺

し
て
し
ま
う
は
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
日
本
古
代
に
も
「
異
人
」
へ
の
饗
応
の
習
俗
の
あ
っ
た
こ
と
は

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
‰
）
゛
異
人
来
訪
」
形
伝
承
の
存
在
も
論

じ
ら
れ
て
ぃ
に
0
1
0
）
も
し
そ
れ
ら
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
王
家

の
移
動
伝
説
に
み
ら
れ
る
だ
ま
し
う
ち
は
、
そ
う
し
た
伝
承
を
背

景
と
す
る
可
能
性
は
強
い
。
記
・
紀
な
ど
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
各
地
の
伝
承
が
収
集
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
伝
承

の
中
に
多
数
の
「
異
人
来
訪
」
形
の
伝
承
か
お
り
、
記
ｆ
紀
の
編

者
が
単
純
に
構
想
し
た
王
家
の
移
動
伝
説
に
、
そ
れ
が
変
形
さ
れ

て
組
み
込
ま
れ
た
可
能
性
を
想
定
で
き
る
。

　
　
　
　
注

　
本
誌
は
、
東
洋
文
化
学
科
の
全
学
生
と
全
専
任
教
員
の
会
費
の

み
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
重
大
な
目
的
に
学
生

の
勉
学
に
資
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
以
下
の

注
に
は
専
門
論
文
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
部
分
か
お
る
。
本
学
科
の

学
生
以
外
に
は
読
み
づ
ら
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
う
が
、
事
情
を

了
解
さ
れ
た
い
。

　
（
１
）
た
と
え
ば
「
回
顧
と
展
望
一
九
八
一
年
」
　
（
史
学
雑
誌
九

　
一
編
五
号
）
に
は
、
拙
稿
の
「
高
句
麗
好
太
王
碑
文
解
釈
試
案
」

　
（
本
学
紀
要
一
五
号
）
を
評
し
て
、
「
仮
説
を
呈
示
し
て
意
欲

　
的
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
の
摂
取
が
不
十
分
で
、
説
得
力
を
弱

　
め
て
い
る
」
と
あ
る
。
筆
者
も
「
斉
明
朝
に
お
け
る
阿
倍
比
羅

　
夫
の
北
進
に
つ
い
て
」
　
（
今
井
林
太
郎
先
生
喜
寿
記
念
『
国
史

　
学
論
叢
』
‘
一
九
八
八
年
一
月
・
同
会
発
行
）
に
、
某
氏
を
「
研

　
究
史
を
無
視
し
着
想
の
み
で
あ
る
が
、
か
か
る
論
述
な
ら
ば
他

　
に
も
類
例
か
お
る
で
あ
ろ
う
」
と
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
（
２
）
筆
者
は
本
学
に
着
任
す
る
以
前
、
高
校
に
Ｉ
〇
年
間
勤
務

　
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
前
半
の
五
年
間
に
数
本
の
論
文
を
書

　
い
た
が
、
最
後
に
印
刷
公
刊
さ
れ
た
の
は
「
『
任
那
日
本
府
』

　
と
新
羅
倭
典
」
　
（
大
阪
歴
史
学
会
編
『
古
代
国
家
の
形
成
と
展

　
開
』
‘
一
九
七
六
年
一
月
’
吉
川
弘
文
館
）
で
あ
っ
た
。
研
究

　
史
を
調
べ
る
時
間
的
精
神
的
余
裕
が
な
く
、
研
究
史
を
無
視
し

　
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
回
顧
と
展
望
一
九
七
六
年
」
　
（
史
学
雑

　
誌
八
六
編
五
号
）
は
、
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
な
い
で
好
意
的
に
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評
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
自
分
で
は
そ
れ
が
気
に
な
っ
て
調

べ
る
と
、
わ
ず
か
二
年
前
の
重
要
な
論
文
さ
え
参
照
し
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
そ
れ
以
降
は
ど
の
よ
う

な
事
情
が
あ
ろ
う
が
、
研
究
史
を
充
分
調
査
す
る
余
裕
が
な
け

れ
ば
、
決
し
て
論
文
は
書
く
ま
い
と
心
に
誓
っ
た
。
大
学
院
以

来
、
公
私
に
わ
た
っ
て
大
恩
を
受
け
た
恩
師
の
井
上
薫
先
生
の

退
官
記
念
論
文
集
に
さ
え
、
ど
う
し
て
も
応
募
で
き
な
か
っ
た
。

幸
い
に
し
て
、
そ
の
後
、
本
学
に
着
任
で
き
、
本
人
と
し
て
は

充
分
以
上
に
先
行
業
績
を
集
め
切
っ
た
つ
も
り
で
書
い
た
の
が
、

前
掲
の
「
高
句
麗
好
太
王
碑
文
解
釈
試
案
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

評
が
前
掲
の
も
の
で
、
皮
肉
と
い
え
ば
皮
肉
で
あ
る
。
た
だ
し
、

評
が
当
た
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
筆
者
が
収
集
し
た
先
行

業
績
は
す
べ
て
好
太
王
碑
文
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
で
、
評

者
の
拙
稿
へ
の
評
は
筆
者
が
碑
文
解
釈
を
は
な
れ
て
書
い
た
部

分
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
評
の
い

う
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
先
行
業
績
を
参
照
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

参
考
ま
で
に
前
掲
の
拙
稿
「
斉
明
朝
に
お
け
る
阿
倍
比
羅
夫
の

北
進
に
つ
い
て
」
の
原
稿
完
成
ま
で
に
要
し
た
時
間
を
示
し
て

お
こ
う
。
先
行
論
文
一
七
本
を
収
集
し
た
が
、
収
集
に
要
し
た

時
間
は
、
図
書
館
の
相
互
利
用
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
ほ
か
、

国
会
図
書
館
へ
直
接
出
か
け
て
複
写
す
る
な
ど
、
約
四
月
を
要

し
た
。
論
文
本
文
は
枚
数
が
三
〇
枚
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

約
半
月
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
筆
者
は
先
行
業
績
の
調

査
収
集
に
苦
労
し
、
実
際
の
執
筆
時
間
の
Ｉ
〇
倍
以
上
の
時
間

を
要
し
て
い
る
。
（
お
そ
ら
く
日
本
史
関
係
の
論
文
の
場
合
に

は
、
執
筆
者
は
筆
者
と
同
様
の
苦
労
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
）

（
３
）
最
も
手
早
く
研
究
史
の
概
要
を
つ
か
む
た
め
に
は
、
史
学

　
雑
誌
「
回
顧
と
展
望
」
が
便
利
で
あ
る
。
最
近
、
一
九
四
九
年

　
か
ら
一
九
八
五
年
ま
で
の
分
か
、
復
刻
さ
れ
製
本
さ
れ
て
出
版

　
さ
れ
、
容
易
に
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
復
刻
本
の
ま
え

　
が
き
に
「
『
回
顧
と
展
望
』
は
、
す
べ
て
の
研
究
業
績
を
網
羅

　
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
な
い
が
、
執
筆
者
相
互
の
調
整
の
不
十

　
分
な
こ
と
や
、
執
筆
者
の
個
人
的
事
情
な
ど
か
ら
、
当
然
取
り

　
上
げ
る
べ
き
業
績
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
ま
た

　
そ
の
評
価
が
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。

　
反
論
の
な
い
一
方
的
な
評
価
の
場
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
り
、

　
正
当
で
な
い
評
価
に
よ
っ
て
研
究
者
の
学
会
に
お
け
る
地
位
を

　
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
学
問
研
究
の
進
歩
の
た
め

　
に
は
か
え
っ
て
有
害
で
あ
る
と
の
意
見
さ
え
聞
く
」
と
あ
る
。

　
「
回
顧
と
展
望
」
に
か
か
る
問
題
点
の
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て

お
く
必
要
は
あ
る
が
、
手
早
く
概
要
を
知
る
に
は
便
利
で
あ
る
。

　
「
回
顧
と
展
望
」
で
見
当
を
つ
け
、
各
種
の
文
献
目
録
（
た
と

え
ば
『
史
学
雑
誌
』
巻
末
や
『
日
本
歴
史
』
巻
末
な
ど
）
で
補

い
、
各
論
文
の
注
に
引
用
さ
れ
た
論
文
を
加
え
る
な
ど
の
方
法

で
捕
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
先
行
業
績
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
４
）
神
武
東
征
伝
説
を
応
神
朝
の
伝
承
の
反
映
を
み
る
説
目
た

と
え
ば
岡
田
精
司
「
河
内
大
王
家
の
成
立
」
　
（
原
載
こ
二
品
彰

英
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
三
冊
・
一
九
六
八
年
一
一
月
・
塙

書
房
、
後
に
岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
’
一
九

七
〇
年
四
月
―
塙
書
房
）
。
継
体
朝
の
史
実
の
反
映
と
み
る
説

‐
た
と
え
ば
直
木
孝
次
郎
「
継
体
朝
の
動
乱
と
神
武
伝
説
」
（
同

　
『
日
本
古
代
国
家
の
構
造
』
‘
一
九
五
八
年
一
一
月
二
目
木
書
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店
。
）

（
５
）
前
川
明
久
「
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
伝
説
の
一
考
察
」
　
（
続
日
本
紀

　
研
究
一
六
五
号
・
一
九
七
三
年
二
月
）

（
６
）
た
と
え
ば
林
屋
辰
三
郎
「
古
代
史
研
究
に
於
け
る
史
料
－

　
三
、
四
世
紀
の
日
本
－
」
　
（
赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念
『
国
史

　
論
集
』
　
・
一
九
七
二
年
二
一
月
・
同
会
発
行
）
、
志
田
譚
一
「
反

　
映
法
に
つ
い
て
」
　
（
史
元
二
九
二
、
四
合
併
号
‘
一
九
六
七
年

　
五
月
）
な
ど
。
ま
た
磯
貝
正
義
「
回
顧
と
展
望
一
九
七
三
年
」

　
（
史
学
雑
誌
八
三
Ｉ
五
号
’
一
九
七
四
年
五
月
）
に
も
「
反
映

法
も
客
観
的
な
も
の
さ
し
に
よ
る
歯
止
め
が
な
け
れ
ば
想
像
説

の
つ
み
重
ね
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
の
指
摘
か
お
る
。

（
７
）
こ
こ
で
い
う
「
文
字
資
料
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
帝
紀
」

　
「
旧
辞
」
を
指
す
。
刀
剣
類
な
ど
の
金
石
文
は
除
外
す
る
。
「
帝

紀
」
　
「
旧
辞
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
欽
明
朝
前
後
（
六
世
紀

中
葉
前
後
）
と
す
る
の
は
、
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』

　
（
上
’
一
九
四
八
年
月
・
岩
波
書
店
、
下
・
一
九
五
〇
年
月
・

岩
波
書
店
、
後
に
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
一
巻
・
一
九
六
三

年
一
〇
月
‘
岩
波
書
店
、
第
二
巻
・
一
九
六
三
年
一
一
月
ふ
石

波
書
店
）
に
よ
り
、
通
説
と
な
っ
た
。
和
田
草
「
口
頭
伝
承
記

録
化
の
諸
条
件
Ｉ
原
『
帝
紀
』
‘
原
『
旧
辞
』
の
編
纂
－
」
企

田
正
昭
編
『
文
字
』
　
・
一
九
七
五
年
七
月
・
社
会
思
想
社
）
は
、

津
田
説
を
「
根
拠
薄
弱
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
　
（
六
六
頁
）

と
い
う
。
津
田
説
に
は
確
か
に
そ
う
批
判
さ
れ
る
点
か
お
る
。

和
田
は
、
安
閑
朝
に
「
原
『
帝
紀
』
」
　
「
原
『
旧
辞
』
」
が
成

立
し
、
欽
明
朝
（
五
四
〇
１
五
七
二
年
）
に
そ
れ
が
成
書
化
さ

れ
た
と
す
る
。
結
果
的
に
は
津
田
に
よ
る
通
説
の
補
強
を
果
た

し
た
こ
と
に
な
る
。

（
８
）
た
と
え
ば
請
田
正
幸
「
渡
来
人
論
・
序
章
」
　
（
歴
史
学
研

究
五
八
二
号
・
一
九
八
八
年
七
月
）
は
、
「
六
世
紀
に
な
り
、

百
済
か
ら
仏
教
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
文
学
も
学
び
、
よ
う
や
く

本
格
的
に
文
字
が
使
用
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

　
（
二
〇
頁
）
と
い
う
。
『
隋
書
倭
国
伝
』
に
「
無
文
字
。
唯
刻

木
結
縄
。
敬
仏
法
。
於
百
済
求
得
仏
経
。
始
有
文
字
」
と
あ
る

こ
と
に
信
を
置
く
も
の
で
、
賛
成
で
あ
る
。
な
お
、
推
古
紀
一

八
年
（
六
一
〇
）
三
月
条
に
高
句
麗
の
曇
徴
か
来
国
し
、
紙
’

墨
な
ど
の
製
法
を
伝
え
た
と
い
う
記
事
か
お
る
（
「
曇
徴
知
五

経
。
且
能
作
彩
色
及
紙
墨
。
丼
造
順
位
」
）
。
古
典
文
学
体
系

本
の
頭
注
や
前
掲
の
和
田
な
ど
も
、
上
質
の
紙
や
墨
の
製
法
だ

と
い
う
。
記
事
そ
の
も
の
の
ど
こ
に
も
「
上
質
」
を
示
す
用
語

は
な
い
。
そ
れ
を
「
上
質
」
と
決
め
つ
け
る
の
は
、
単
な
る
先

入
観
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
列
島
に
お
け
る
文
字
の
一
般
的
使
用

の
上
限
は
、
七
世
紀
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

安
閑
朝
や
欽
明
朝
の
「
帝
紀
」
　
’
「
旧
辞
」
を
い
う
の
な
ら
、

宮
廷
内
に
口
承
と
し
て
成
立
し
は
じ
め
る
時
期
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

（
９
）
早
川
庄
八
「
『
供
給
』
を
タ
テ
マ
ツ
リ
モ
ノ
と
よ
む
こ
と
」

　
（
月
刊
百
科
二
Ｉ
○
号
・
一
九
八
〇
年
三
月
）
。
な
お
、
網
野

善
彦
「
遍
歴
と
定
住
の
諸
相
」
　
（
同
編
『
日
本
民
俗
文
化
大
系

第
六
巻
・
漂
泊
と
定
住
－
定
住
社
会
へ
の
道
―
』
’
一
九
八
四

年
三
月
ｆ
小
学
館
）
に
は
、
早
川
説
を
引
い
て
の
関
説
が
あ
る
。

（
1
0
）
堅
田
修
「
蕃
神
渡
来
考
」
　
（
水
野
恭
一
郎
先
生
頌
寿
記
念

　
『
日
本
宗
教
社
会
史
論
集
』
・
一
九
八
二
年
一
一
月
・
国
書
刊
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行
会
）
　
・
同
（
聖
徳
太
子
片
岡
山
飢
者
説
話
の
基
底
）
　
（
千
葉

乗
隆
博
士
還
暦
記
念
『
日
本
の
社
会
と
宗
教
』
　
・
一
九
八
一
年

コ
ー
月
’
同
朋
舎
）
か
お
る
が
、
折
口
信
夫
の
「
異
人
」
論
に

よ
っ
て
お
り
、
視
点
が
「
神
」
に
あ
る
。
民
俗
学
で
も
前
掲
の

網
野
な
ど
は
、
折
口
を
越
え
た
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
文
化
人

類
学
で
も
折
口
の
「
異
人
」
論
は
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
視
点

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
小
松
和
彦
「
異
人
論
へ
の
人

類
学
的
視
点
－
折
口
信
夫
の
『
マ
レ
ビ
ト
』
再
考
」
　
（
原
載
・

国
文
学
一
九
八
五
年
一
月
号
、
後
に
同
『
異
人
論
－
民
俗
社
会

の
心
性
－
』
　
’
一
九
八
五
年
七
月
・
青
土
社
）
。
こ
こ
に
い
う

　
「
異
人
論
」
は
、
網
野
ま
た
は
小
松
の
拡
大
さ
れ
た
概
念
に
基

づ
い
て
い
る
。
古
代
王
権
の
経
済
的
収
奪
が
、
あ
た
か
も
「
貢

納
」
的
な
外
見
を
示
す
事
実
な
ど
は
、
こ
の
「
異
人
」
論
か
ら

す
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。

　
た
と
え
ば
、
地
方
豪
族
が
各
共
同
体
を
巡
歴
す
れ
ば
、
各
共

同
体
は
一
定
の
［
饗
］
を
与
え
る
慣
習
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、

こ
れ
は
「
負
担
」
と
か
「
税
」
と
か
い
う
概
念
で
は
な
く
、
共

同
体
の
側
か
ら
す
る
主
体
的
な
「
奉
納
」
で
あ
る
。
地
方
豪
族

も
同
様
に
、
中
央
か
ら
下
向
し
て
く
る
下
級
中
央
豪
族
に
「
奉

納
」
す
る
。
最
終
的
に
は
背
後
に
物
理
的
暴
力
を
必
要
と
す
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
平
常
は
習
慣
的
に
「
奉
納
」
の
形
式
で
朝

廷
に
財
貨
（
人
間
を
含
む
）
が
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
「
饗
応
」
‐
「
奉
仕
」
は
単
に
剰
余
の
部
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、

共
同
体
や
地
方
豪
族
の
維
持
に
不
可
欠
な
部
分
に
ま
で
拡
大
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
饗
応
」
つ
ま
り
「
も
て
な
し
」
に
は
、

現
在
で
さ
え
こ
の
種
の
曖
昧
さ
は
つ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
紀

の
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
の
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
話
は
、
こ
の
典
型
で

あ
る
。

　
　
『
万
葉
集
』
の
「
貧
窮
問
答
歌
」
（
巻
五
―
八
九
二
）
の
「
短
き

物
を
　
端
截
る
と
　
云
へ
る
が
如
く
　
楚
取
る
　
里
長
が
声
は

寝
屋
戸
ま
で
　
来
立
ち
呼
ば
ひ
ぬ
　
か
く
ば
か
り
　
術
な
き
も

の
か
　
世
の
な
か
の
道
」
は
、
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
は
た

し
て
当
時
の
社
会
は
、
こ
の
種
の
「
暴
力
」
に
満
ち
満
ち
た
地

獄
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
暴
力
」
よ
り
は
、
は
る
か

に
悪
質
と
も
い
え
る
「
奉
仕
」
の
地
獄
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
「
奉
仕
」
に
は
、
善
悪
両
面
か
お
る
こ
と
は
見

落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
善
か
ら
発
す
る
「
奉
仕
」
が

組
織
化
さ
れ
て
租
税
に
転
化
し
、
逆
に
「
ム
チ
」
で
「
奉
仕
」

を
強
要
さ
れ
る
に
い
た
る
の
は
、
強
要
側
の
悪
で
あ
る
と
と
も

に
、
強
要
さ
れ
る
側
の
悪
で
も
あ
る
。
「
奉
仕
」
は
人
間
が
未
知

の
も
の
と
対
応
す
る
基
本
姿
勢
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば

他
者
に
対
す
る
関
係
性
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
く
な
る
。
「
奉

仕
」
は
連
帯
の
根
源
で
も
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠

な
心
性
で
あ
る
。

　
古
代
人
民
の
「
奉
仕
」
に
対
し
て
は
、
権
力
の
側
か
ら
の
人

民
へ
の
「
奉
仕
」
も
、
部
分
的
に
は
実
施
さ
れ
た
。
た
と
え
ば

　
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
文
武
元
年
（
六
九
七
）
閏
二
一
月
一
八

日
条
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
多
く
の
賑
給
（
し
ん
ご
う
）
の
記

事
が
み
え
る
。
賑
給
と
は
国
家
が
人
民
に
物
資
を
与
え
る
こ
と

で
あ
る
が
、
単
に
災
害
救
助
的
な
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
印
象
か

お
る
。
権
力
者
の
心
性
に
も
「
奉
仕
」
か
お
り
、
時
と
し
て
人

民
に
「
奉
仕
」
し
な
け
れ
ば
精
神
が
安
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
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ろ
う
。
こ
の
点
で
も
古
代
社
会
は
「
奉
仕
」
地
獄
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
紀
の
「
饗
」
に
つ
い
て
は
、
中
山
薫
「
『
日
本
書
紀
』
に
み

え
る
饗
に
つ
い
て
」
　
（
水
野
恭
一
郎
先
生
頌
寿
記
念
『
日
本
宗

教
社
会
史
論
叢
』
前
掲
）
か
お
る
。
饗
の
意
味
を
、
天
皇
に
服

属
・
忠
誠
を
誓
う
面
に
重
点
を
お
い
て
解
釈
す
る
が
、
そ
う
で

は
な
く
、
こ
れ
も
一
種
の
「
奉
仕
」
で
あ
る
。

　
（
本
稿
は
昭
和
六
一
丁
六
三
年
度
の
金
谷
治
教
授
を
研
究
代
表
者

と
す
る
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
、
筆
者
分
担
研
究
の

成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）
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