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吉

田

吉

之

助

扶
桑
に

一
士
あ
り
、
志
を
立
て
て
先
賢
を
慕
う
、
独
り
帝
王
の
学

を
修
め
、
聖
賢
の
前
に
述
べ
ず
ヽ
空
し
く
経
綸
の
策
を
抱
き
、
四

海
の
辺
に
施
さ
ず
、
胸
に
書
万
巻
を
羅
ね
、　
馨
酔
に
山
を
買
う
の

銭
な
し
、
頚
齢
七
十
八
、
孤
楊
膝
を
擁
し
て
眠
る
、
寵
辱
は
吾
れ

与
ら
ず
、
窮
通
は
唯
だ
天
に
任
す
、
豊
会
心
の
友
莫
か
ら
ん
や
、

仰
い
で
望
む
芙
蓉
の
顛
。
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こ
れ
は
昭
和
十
五
年
、
蘇
峰
先
生
七
十
八
歳
の
作
で
あ
る
こ
と
、

詩
中
に
も
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
よ
っ
て
、
先
生
は
自
ら
「
士
」

を
以
て
任
ぜ
ら
れ
、
若
い
頃
か
ら
先
賢
の
思
索
に
心
を
よ
せ
、

「
帝

工
学
」
の
修
得
に
は
げ
ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
。

さ
て
、
そ
の
前
々
年
、
昭
和
十
三
年
に
、
次
の
七
言
絶
句
を
も
の

さ
れ
て
、
宮
田
武
義
氏
に
与
え
て
お
ら
れ
る
。

満
腹
の
経
綸
民
を
済
わ
ず
、　
等
身
の
著
作
猶
お
貧
を
憂
う
、　
長

節
短
布
自
頭
の
客
、
好
箇
芙
蓉
峰
下
の
人
。

宮
田
雅
宗
之

を
正

せ
、
蘇
峰
七
十
六
曼
。

蘇
峰
先
生
の
喜
の
字
を
は
さ
ん
だ
こ
の
両
三
年
の
間
、
日
支
事
変

は
拡
大
の

一
途
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
津
々
浦
々
は
お

ろ
か
、
大
陸
の
戦
野
に
も
、
徐
州
会
戦
の
戦
捷
に
乗

っ
て
次
の

「
麦

と
兵
隊
」
の
唄
が
流
行
し
て
い
た
。

へ
徐
州
徐
州
と
人
馬
は
進
む
、
徐
州
居
よ
い
か
住
み
よ
い
か
、
洒
落

た
文
句
に
振
り
返
え
り
ゃ
、
お
国
訛
り
の
お
け
さ
節
、
髯
が
は
ほ

笑
む
麦
畑
。

ハ
友
を
背
に
し
て
道
な
き
道
を
、
行
け
ば
戦
野
は
夜
の
雨
、
す
ま
ぬ

す
ま
ぬ
を
背
中
に
間
け
ば
、
馬
鹿
を
言
う
な
と
ま
た
進
む
、
兵
の

歩
み
の
た
の
も
し
さ
。

か
く
し
て
、
日
本
軍
の
軍
靴
は
、
北
は
内
外
蒙
よ
り
南
は
江
南
を

蹂
躙
し
、
支
那
四
百
余
州
へ
戦
線
は
拡
大
し
て
行

っ
た
。
そ
の
進
軍

は
、
ま
こ
と
に
旭
日
昇
天
で
あ
っ
た
が
、
兵
隊
の
軍
靴
の
ひ
び
き
に

は

一
種
の
哀
愁
が
あ
っ
た
。

刹
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元
来
、

「
大
陸
進
出
論
」
は
蘇
峰
先
生
の
強
く
主
張
さ
れ
た
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

「
満
洲
事
変
に
際
し
て
は
、
勇
躍
之
に
趨
い
た

の
は
、
翁

（大
毎
、
東
日
の
本
山
松
陰
翁
）
と
予
で
あ
っ
た
。
皇
国

の
大
陸
進
出
、
興
亜
経
綸
の
実
行
、
皆
な
予
と
翁
と
の
本
望
と
す
る

所
」、　
と
い
う
文
章
が
、
先
生
の
著

。
昭
和
国
民
読
本
の
跛
文
に
見

え
、　
読
本
は

一
貫
し
て
大
陸
と

日
本
の
交
流
を
歴
史
的
に
救
述
し

て
、
興
亜
経
綸
の
主
張
に
力
を
入
れ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
当
時
、
い

た
る
と
こ
ろ
の
講
演
会
で
、
先
生
の
、
声
を
大
に
し
た
大
陸
進
出
の

唱
道
が
聴
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
、
漢
大
陸
と
大
和
島
根
と
の
交
流
は
、
有
史
以
来
数
千
年

の
長
き
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
通
説
で
あ
る
。
こ
れ
を
史
実
に

抑
す
る
と
、
九
州
の
志
賀
島
か
ら
、
江
戸
天
明
年
間
に

「配
像
嫌
麟

王
」
の
金
印
が
発
見
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
。
こ
の
金
印
は
後
漢
の
光

武
帝
の
中
元
二
年

（五
七
）
の
印
綬
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
委

奴
国
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
北
九
州
地
方

の
古
墳
か
ら
は
、　
漢
鏡
な

ど
、
多
く
の
大
陸
文
物
の
出
土
を
見
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。

以
来
二
千
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
が
行
わ
れ
来
た
末
に
、
今
回
の
日

中
国
交
正
常
化
と
な
っ
た
。
こ
う
い
う
経
緯
を
見
る
と
、
こ
の
交
流

の
中
に
は
大
陸
人
の
考
え
た
日
本
列
島
進
出
論
も
あ
れ
ば
、
日
本
人

の
考
え
た
大
陸
進
出
論
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
元
冦
や
八
幡
船
、
蓬

末
に
仙
薬
を
求
め
し
め
た
秦
の
始
皇
も
あ
れ
ば
、
隋
王
朝
に
仏
教
を

求
め
し
め
た
聖
徳
太
子
も
い
る
。
だ
か
ら
、
大
陸
進
出
論
は
蘇
峰
先

生
の
専
売
特
許
で
も
な
く
、
登
録
商
標
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史

を
通
じ
て
の
日
支
両
民
族
の
宿
命
的
な
願
望
な
の
で
あ
る
。

清
末
、
阿
片
戦
争

（
一
八
四
〇
２

一
八
四
二
）
以
来
、
西
欧
勢
力

の
浸
透
に
よ
り
、
混
乱
に
混
乱
を
重
ね
て
い
た
中
国
に
、
日
本
は
ど

ん
な
手
を
打

っ
た
か
。
日
本
の
危
急
存
亡
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ

焦
盾
の
事
態
が
、
陸
続
と
し
て
中
国
に
生
起
し
て
い
た
。　
一
衣
帯
水

の
日
本
と
し
て
は
、
そ
の
是
非
は
別
と
し
て
、
そ
れ
に
対
処
す
る
手

は
必
ら
ず
打

っ
て
来
た
。
日
清
役

（
一
八
九
四
２

一
八
九
五
）
も
日

露
役

（
一
九
〇
四
２

一
九
〇
五
）
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
満
洲
事
変

（
一
九
二

一
２
）
も
支
那
事
変

（
一
九
二
七
７
）
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

終
戦

（
一
九
四
五
）
以
来
、
中
国
大
陸
と
没
交
状
態
が
つ
づ
き
、
大

陸
に
つ
い
て
の
関
心
が
薄
れ
て
い
た
が
、
今
日
ま
た
交
流
が
再
開
さ

れ
る
に
至

っ
て
、
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
陸
と
の
交
流
論
が
出
て
く

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。　
今
日
、　
こ
の
へ
ん
で
、　
日
支
事
変
の
さ
な
か

に
、
蘇
峰
先
生
が
唱
え
ら
れ
た
、
日
本
学
を
基
調
と
し
た
大
陸
経
綸

を
再
考
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
こ
と
と
思
う
。

昭
和
国
民
読
本
の
中
で
、

「
我
等
は
暴
を
以
て
暴
に
代
ゆ
る
を
欲

し
な
い
。
我
等
は
毒
を
以
て
毒
を
制
す
る
を
層
よ
し
と
し
な
い
」
と

い
っ
て
い
る
。
こ
の
先
生
の
言
葉
は
、
終
戦
時
の
薦
介
石
総
統
の
言

葉
と
偶
然
に
符
合
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奇
し
き
因
縁
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
東
洋
民
族
の
数
千
年
に
亘
る
熟
慮
の
接
点
と
し

て
、

受
け
と
め
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
が
進
む
に
し
た
が
っ

て
、
も
と
も
と
の

「
以

和

為

貴
」
と
い
う
日
本
学
の
基
調
が
次

第
に
く
ず
れ
は
じ
め
て
、
大
陸
の
戦
相
が
、
先
生
の
意
図
す
る
と
こ



嗜

ろ
と
相
違
す
る
様
相
を
呈
し
て
来
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
民
読

本
の
中
で
、
次
わ
詰
の
に
警
告
さ
れ
て
い
る
。

「
我
等
は
大
陸
経
営

に
は
、
日
支
の
協

数

を
必
須
と
す
る
。
既
に
必
須
と
す
れ
ば
、
互

ひ
に
諒
解
し
、
互
ひ
に
其
の
長
短
を
補
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ

れ
は
現
時
の
興
亜
運
動
に
お
い
て
、
自
か
ら
指
導
者
を
以
て
任
ず
る

日
本
人
が
、
自
か
ら
支
那
及
び
支
那
人
を
諒
解
し
、
併
せ
て
支
那
人

を
し
て
、
日
本
及
び
日
本
人
を
諒
解
せ
し
む
る
所
以
の
道
を
尽
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
決
し
て
性
急
短
慮
の
仕
事
で
は
無
い
。
叱
唯
怒

号
の
仕
事
で
は
無
い
。
鞭
と
拍
車
と
の
仕
事

で
は
無
い
。

人
類
相

愛
、
隣
保
相
親
の
大
道
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
の
力
を
特
ん
で

他
の
民
族
を
抑
圧
し
、
自
己
の
口
腹
を
墜
さ
ん
が
為
め
に
、
他
の
血

さ
ん
し

よ
く

肉
錫

饒

食

と
す
悩
節
脚
き
は
、
是
れ
西
洋
覇
者
の
所
為
の
み
。
今
更

ら
咎
め
て
其
の
咎
に
倣
ふ
が
如
き
は
、
是
れ
日
本
自
滅
の
門
に
入
ら

ん
と
す
る
も
の
。

我
等
は
深
く
自
ら
省
み
、

自
ら
警
め
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
蘇
峰
先
生
の
興
亜
思
想
に

一
貫
し

て
い
る
骨
格
で
あ
る
。

そ
う
い
う
考
え
方
は
、
中
国
に
も
拾
頭
し
、
江
兆
銘
氏

一
派
は
欧

米

一
遍
到
の
重
慶
国
民
政
府
と
袖
を
分
ち
、
南
京
に
親
日
政
府
を
樹

立
し
た
。
現
在
、
日
本

へ
亡
命
中
の
胡
蘭
成
氏
は
そ
の
要
人
の

一
人

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
ん
な
物
の
考
え
方
は
、
日
本
に
お
い
て
も
中
国
に
あ

っ
て
も
、
主
力
を
占
め
る
に
至
ら
ず
、
徳
富
蘇
峰
も
涯
兆
銘
も
欝
々

と
し
て
、
日
陰
げ
の
草
と
し
て
放
置
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
日
本
の

如
何
に
心
は
逸
る
も
、
時
の
力
に
抵
抗
は
不
可
能
だ
。
さ
れ
ば
如
何

に
長
生
を
祈
る
も
、
と
て
も
我
が
日
本
の
皇
道
世
界
化
の
日
を
見
る

こ
と
は
出
来
ま
い
。
然
も
そ
の
日
の
来
る
可
き
を
確
信
し
て
、
敢
て

之
を
、
次
期
の
日
本
を
担
当
す
る
我
が
青
年
処
女
に
嘱
望
す
る
。

希
く
は
健
全
な
る
日
本
人
た
れ
。
質
実
な
る
日
本
人
た
れ
。
勇
敢
な

る
日
本
人
た
れ
。
光
明
開
朗
な
る
日
本
人
た
れ
。
堅
忍
不
抜
な
る
日

本
人
た
れ
。

而
し
て
如
何
な
る
場
合

た
り
と
も
、　
君
国
の
為
め
に

は
、
欣
然
と
し
て

一
身
を
献
ぐ
る
日
本
人
た
れ
」。
　
そ
し
て
、
国
民

読
本
は
、
先
生
の
遺
言
め
い
た
そ
ん
な
言
葉
に
つ
づ
い
て
、
藤
田
東

湖
の

「
万

古
仰

天

皇
」
の

一
句
を
掲
げ
、

「
昭
和
十
二
年
十
二
月

十

一
日
大
森
山
王
草
堂
に
於
て
。
時
に
凍
雲
漫
々
、
窓
を
圧
し
て
来

る
」
と
、
結
語
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
巻
末
に

「
静
か
に
紅
日
の
扶

桑
に
出
づ
る
を
観
る
」
の
句
を
残
し
て
終

っ
て
い
る
。

今
は
棄
て
去
ら
れ
て
、　
一
顧
の
価
値
も
認
め
ら
れ
な
い

「
昭
和
国

民
読
本
」
は
、
実
は

「
万
巻
の
書
」
の
集
約
で
あ
り
、

「
蘇
峰
学
」

の
完
結
で
あ
り
、

「
日
本
学
」
の
真
髄
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
日
本

学
に
基
盤
を
も
っ
た
経
綸
が
、
当
時
の
軍
事
、
内
政
、
外
交
に
噛
み

合
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
叙
上
の
如
く
だ
が
、
こ
れ
を
現
在
の
ご
時
世

に
披
露
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、　
一
顧
の
価
値
も
な
き
陳
腐
な
も

の
と
し
て
睡
棄
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か
。　
三
一一中
に
し
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
学
問
の
ス
ケ
ー
ル
の
違
い
で
あ

る
、　
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

も

っ
と
適
切
な
言
葉

を
用
う
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
万
巻
の
書
と

一
片
の
紙
の
相
違
で
あ
り
、
更
に
い
う
な

軍
部
と
、
こ
れ
に
迎
合
す
る
マ
ス
コ
ミ
は
、
日
独
伊
三
国
同
盟
に
基

く
独
伊
依
存
型
の
戦
略
方
式
に
偏
重
し
、
こ
れ
を
以
て
輿
論
を
形
成

し
て
行

っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
他
国
依
存
の
醜
態
を
学
ぶ
勿
れ
」
と

て
、　
国
民
読
本
に
次
の
よ
う
な
警
告
を
発
し
て
お
ら
れ
る
。　
曰
く

「
然
も
如
何
な
る
場
合
た
り
と
て
、
日
本
は
自
力
で
立
つ
こ
と
を
覚

悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
盟
も
条
約
も
協
定
も
そ
の
上
の
事
だ
。
我
等

は
如
何
な
る
場
合
た
り
と
も
、
他
国
依
存
の
醜
態
を
学
ぶ
可
き
も
の

で
は
な
い
」
と
。

こ
の
よ
う
な

「
中
正
以
て
天
下
を
観
る
」
主
張
は

一
般
か
ら
斥
け

ら
れ
、
日
本
に
長
く
伝
わ
る
興
亜
運
動
や
八
紘

一
宇
の
思
想
の
内
容

が
空
虚
に
さ
れ
た
ま
ま
、
戦
況
は
次
第
に
西
洋
覇
者
流
の
軍
国
主
義

的
侵
略
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

事
心
と
違
う
、
そ
ん
な
時
、
東
洋
の

一
連
の
哲
人
は
、
同
じ
よ
う

な
立
ち
場
を
と
り
、
達
観
の
境
地
を
拓
く
こ
と
に
努
め
る
。
楚
の
屈

原
は

「
離
騒
」
を
歌
い
、
東
晋
の
陶
淵
明
は

「
帰
去
来
の
辞
」
を
詠

い
、
宋
の
蘇
東
妓
は

「
赤
壁
の
賦
」
に
風
懐
を
托
し
た
。
わ
が
徳
富

蘇
峰
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
か
っ
た
。
前
掲
の
二
首
を
含
め
た
晩
年
の

詩
賦
は
、

「
晩
晴
の
賦
」
と
も
称
ぶ
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
は
後
世
に

永
く
遺
り
、
人
々
に
感
動
を
与
え
続
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
百
余
頁
の
小
著

。
昭
和
国
民
読
本
は
、
先
生
の
ま
と
ま
っ
た
著

と
し
て
は
最
後
の
も
の
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
文
の
終
末
の
部
分

に
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

「
本
文
の
著
者
の
如
き
は
老
人
で
あ
る
。

ら
ば
、
思
索
に
お
け
る
時
空
の
差
の
隔
た
り
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

卜
す
っ
。

こ
こ
で
再
び
、　
昭
和
国
民
読
本

に
戻
る
こ
と
に
す
る
が
、　
そ
の

「
日
本
学
」
の
項
に
お
い
て
、
蘇
峰
先
生
は
、

「
日
本
学
は
学
問
と

し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
歴
史
と
し
て
存
在
し
た
」
と

規
定
さ
れ
、

「
皇
室
中
心
主
義
は
、
日
本
学
の
基
調
で
あ
る
」
と
喝

破
さ
れ
、
そ
の
故
に
、
日
本
学
は
帝
工
学
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ

の

「
皇
室
中
心
主
義
」
は
、
方
便
か
ら
出
来
し
た
単
純
な
形
而
下
の

「
主
義
」
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
皇
室
中
心
主
義
は
、
時
空

を
超
え
た
概
念
と
し
て
、
多
分
に
形
而
上
の
認
識
を
伴
う
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
「芙
蓉
」
は
登
山
の
対
象
の
山
塊
で
は
な
く
、

時
空
を
絶
し
た
景
観
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
従

っ
て
、
帝
王

の
学
で
あ
る
日
本
学
の

「
経
綸
」

は
、　
速
い
遅
い
、　
勝
っ
た
負
け

た
、
損
し
た
得
し
た
、　
の
競
輪
と
席
を
同
じ
う
す
べ
き
も
の
で
な

く
、
ま
た
、
世
俗
の
方
便
か
ら
出
た
施
策
、
術
策
、
対
策
、
方
策
、

政
策
、
弥
縫
策
な
ど
と
、
同
日
に
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
の
も
の
と
は
、
お
の
づ
か
ら
規
模
が
ち
が
い
、
そ
れ
は

「
一
天
万

乗
」
の
定
規
を
以
て
付
度
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

「
蘇
峰

学
」
は
、
洋
の
東
西
の
論
理
を
容
れ
な
い
よ
う
な
、
神
が
か
り
的
な

も
の
で
な
く
、
熊
公
八
公
の
土
俗
的
思
弁
を
も
含
め
た
、
図
破
抜
け

た
際
涯
に
広
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
有
理
数
と
無
理

数
を
併
わ
せ
、
儒
仏
道
を
摂
し
、
神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
を
包
む
。
そ

れ
故
、
日
本
学
は
、
こ
れ
が
日
本
学
で
あ
る
、
と
い
う
小
じ
ん
ま
り
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し
た
纏
ま
り
方
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
森
羅
万
象
神

社
仏
閣
を
包
摂
し
た
人
間
思
考

と
い
え
る
。

そ
う
い
う
も
の
は
、

「
こ
れ
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト

・
ラ
ー
メ
ー
ン
で
あ
る
」
と
い
う
実
体
を

見
せ
な
い
と
気
が
す
ま
な
い
人
た
ち
に
は
、
ま
こ
と
に
瓢
箪

鯰

の

感
を
い
だ
か
し
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
さ
り
と
て
、
手

っ
と
り
早

く
、
こ
れ
が

「
仁
義
」
で
あ
る
と
、

「
や
く
ざ
の
仁
義
」
を
き
っ
て

見
せ
、
理
解
を
早
急
に
す
る
よ
う
な
わ
け
に
も
行
か
な
い
。

さ
て
、
そ
ん
な
わ
け
で
、
実
体
は
渾
沌
だ
け
れ
ど
、
歴
史
の
底
流

に
潜
ん
で
、
生
々
息
ま
な
い
日
本
学
は
日
本
の
歴
史
の
随
処
に
、
突

如
と
し
て
、
彗
星
の
如
く
出
現
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
光
を
発
揮
し

て
い
る
。
そ
の
最
初
の
現
象
は
、
日
本
が
隋
と
の
交
通
の
際
に
現
わ

れ
た
、
と
蘇
峰
先
生
は
い
わ
れ
る

（国
民
読
本
、
日
本
学
の
源
流
の

項
）
。さ

て
、
そ
の
時
の

「
日
本
彗
星
」
の
光
を
辿
っ
て
見
る
こ
と
に
し

よ
う
。

大
陸
で
は
、
漢
の
滅
亡
後
、
六
朝
を
経
て
、
隋
の
文
帝
の
天
下
統

一
を
み
る
ま
で
に
凡
そ
三
世
紀
余
の
歳
月
が
流
れ
た
。
日
本
列
島
で

は
こ
の
間
に
、
耶
馬
台
国
が
推
古
朝
に
な
り
、
廟
戸
皇
子

（聖
徳
太

子
）
が
こ
の
と
き
万
機
を
摂
録
す
る
任
に
あ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
三

百
余
年
の
間
に
も
大
陸
と
の
交
流
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
史
実
の
通

り
で
あ
る
が
、
日
本
国
が
本
格
の
国
の
体
を
な
し
て
、
大
陸
と
交
通

し
た
の
は
、
そ
の
推
古
朝
、
今
か
ら
千
三
百
六
十
五
年
前
の
推
古
十

五
年

（六
〇
七
）
七
月
に
小
野
妹
子
を
遣
隋
使
と
し
て
派
し
た
の
が

１

１

る
国
と
日
入
る
の
国
と
の
表
現
も
出
来
よ
う
。
東
西
を
特
に
言
い
あ

ら
わ
す
こ
と
は
、
使
者

・
小
野
妹
子
の
口
上
に
、

「
海
の
西
の
菩
薩

の
天
子
」
と
相
手
に
敬
称
を
与
え
て
い
る
如
く
、
仏
教
の
西
方
浄
土

を
讃
美
す
る
意
を
表
わ
す
必
要
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

は
じ
ま
り
と
い
え
る
。

こ
の
記
録
は
、
あ
ち
ら
の

「
隋
書
倭
国
伝
」
に
次
の
よ
う
に
誌
さ

れ
て
い
る
。

新
羅
、

百
済
み
な
倭
を
も

っ
て
大
国
と
な
し
、

珍
物
多
き
が
為

に
、
と
も
に
之
を
敬
仰
し
、
つ
ね
に
使
を
通
じ
往
来
す
。
大
業
三

年
そ
の
王

・
多
利
思
比
孤
、
使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
。
使
者
曰
く

「
海
西
の
菩
薩
の
天
子
、
仏
法
を
重
興
す
る
と
聞
く
、
故
に
朝
拝

を
遣
わ
し
、
兼
ね
て
、
沙
門
数
十
人
を
来
し
、
仏
法
を
学
ば
し
め

ん
と
す
」
と
。
其
の
国
書
に
曰
く

「
日
出
づ
る
処
の
天
子
、
書
を

日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
。
恙
な
き
や
、
云
々
」
。
　
帝
こ
れ
を

み覧
て
悦
ば
ず
。

右
の
記
載
の
あ
る
隋
書
と
い
う
も
の
は
、
隋
の
滅
後
、
初
唐
の
太
宗

の
時
に
名
臣

・
魏
徴
ら
が
勅
に
よ
り
編
集
し
た
隋
の
正
史
で
あ
る
。

こ
の
書
に
は
、
前
掲
文
の
あ
と
に
、
日
本
国
の
国
書
の
作
文
に
気
を

悪
く
し
た
場
帝
が
、
外
務
大
臣
を
呼
び
つ
け
て
、

「
自
今
、
野
蛮
人

か
ら
来
た
手
紙
の
無
礼
な
も
の
は
、
朕
に
見
せ
る
な
」
と
、
叱
り
つ

け
た
記
述
が
あ
る
。

日
本
の
国
書
の
文
章
は
、
推
古
天
皇
の
摂
政
の
聖
徳
太
子
に
よ
っ

て
起
草
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
文
面
を
見
る
と
、
場

帝
が
不
快
を
感
じ
、
無
礼
と
思
う
ふ
し
が
二
つ
あ
る
。

そ
の
第

一
は
、
自
分
の
国
を
日
出
づ
る
処
と
い
い
、
相
手
の
国
を

日
没
す
る
処
と
称
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
単
に
東
と
西
を
区
別
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
東
方
と
西
方
、
東
邦
と
西
邦
、
東
国
と
西
国
、
日
出
づ

ｉ

Ｖ

が
何
故
に

「
没
」
の
字
を
強
い
て
使

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
没

（
ボ

ツ
）
は
零

（ゼ
ロ
）
に
通
じ
、
死
を
意
味
し
て
甚
だ
不
古
な
字
で
あ

る
。
場
帝
が
こ
れ
を
覧
て
不
快
に
思
う
の
も
無
理
は
な
い
。
で
は
、

十
七
条
憲
法
の
名
文
を
起
草
し
た
聖
徳
太
子
と
も
あ
ろ
う
人
が
、
な

隋書倭国伝 (部分)

清乾隆欽定本より
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狩
皆
以
秩
ん
大
國
多
卦
物
並
敬
御
之
幅
通

使
往
末
大
業
三
年
共
王
多
利
思
濯
孤
遣
使
朝
貢
使
者
日

ノ
門
敷
す
人

學
佛
法
其
國
書
日
日
出
虎
天
子
致
書
日
没
虎
天
子
無

恙
一玄
云
帝
覧
之
不
況
謂
鴻
膿
卿
日
警
夷
書
有
無
濃
者

洲
疑
不
能
明
也
又
組
十
餘
國
逹
於
湯
岸
自
竹
新
國

島
南
望
井
羅
國
組
都
新
麻
國
迫
在
大
テ
中
ス
東
至

國
ス
至
竹
新
國
ス
東
至
泰
王
國
其
人
同
ハ
幸
夏
以

復
以
聞
明
年
上
遣
丈
林
郎
斐
清
俳
ハ
接
國
度
百
済
行
至

―
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ぜ
こ
ん
な
字
を
使
用
し
た
の
か
。
こ
れ
は
太
子
の
軽
卒
や
迂
潤
で
や

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
大
隋
の
早
晩
の
没
落
を
予
見
し
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
果
た
せ
る
か
な
、
こ
の
時
か
ら
十
年
を
待
た
ず

し
て
、
隋
は
滅
び
た
。

第
二
は
、
恙
な
き
や
と
い
う
句
で
あ
る
。
恙
と
い
う
字
は
羊

（
め

で
た
い
）
と
心
で
、
不
吉
な
字
形
で
は
な
い
が
、
恙
は
け
だ
に
科
に

属
す
る
節
足
動
物
の
幼
虫
で
、
こ
れ
に
刺
さ
れ
る
と
壊
疸
に
陥
り
潰

瘍
を
起
す
。
そ
れ
は
日
本
特
有
の
恙

虫

】特
の
病
原
体
を
宿
し
、
こ

れ
を
媒
介
す
る
虫
で
あ
る
。
日
本
で
は
昔
か
ら
手
紙
の
文
に
、

「
恙

御
座
な
く
候
や
」
な
ど
と
書
い
て
、
相
手
の
御
機
嫌
を
伺
う
風
習
が

あ
る
が
、
そ
う
い
う
日
本
の
習
慣
を
知
ら
な
い
相
手
の
隋
国
で
は
、

七
月
の
暑
さ
の
折
に
、

「
虫
に
刺
さ
れ
て
痛
く
は
御
座
な
く
候
や
」

な
ど
と
書
か
れ
た
の
で
は
、
あ
た
ま
に
く
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
相
手
国

の
慣
習

を
知
ら
ず
に
う
か
つ
で
や
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
日
本
国
独
自
の
立
場
に
主
体
を
置
き
、
堂
々
と
自
主
外

交
を
展
開
し
た
も
の
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
こ
の
独
立
自
尊
の

態
度
は
、
日
本
学
の
高
い
見
識
か
ら
出
た
、
当
時
の
日
本
人
の
才
覚

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
で
は
、
相
手
の
隋
の
国
情
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
に
、

南
北
朝
時
代
の
末
に
、楊
堅
が
周
の
静
帝
を
殺
し
て
南
北
を
統

一
し
、

国
号
を
隋
と
し
、
自
か
ら
高
祖
文
帝
と
称
し
た
。
文
帝
は
仏
教
を
重

ん
じ
、
全
国
百
十
余
州
に
仏
舎
利
塔
を
建
て
、
運
河
の
開
さ
く
な
ど

を
行
い
、
内
治
に
意
を
用
い
た
。
そ
し
て
、
仁
寿
宮
と
称
す
る
宮
殿

に
、
さ
ぞ
視
聴
率
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
は
こ
の
観
光
レ

デ
ャ
ー
の
間
に
、
万
里
長
城
の
修
造
築
を
行
い
、
北
の
か
た
突
豚
の

侵
入
に
備
え
た
。
こ
れ
ら
は
彼
の
年
号

。
大
業
の
名
を
は
ず
か
し
め

な
い
目
ざ
ま
し
い
国
土
開
発
で
あ
っ
た
が
、
更
に
場
帝
は
在
位
十
二

籍̈
嘲目‐こ̈
詢嘲麗り諸呻腋嘲矩』げⅥにけには̈
康れに』峰】

ま
れ
る
に
至
っ
た
。

外
征
に
よ
る
経
費
の
増
大
は
、
国
民
を
窮
地
に
追
い
込
み
、
さ
ら

に
大
業
に
こ
と
よ
せ
た
労
役
の
苛
酷
な
徴
発
は
、
と
め
ど
な
き
イ
ン

フ
レ
現
象
を
生
み
、
そ
の
結
果
の

一
切
を
無
事
の
蒼
峨
に
委
ね
て
、

場
帝
は
何
食
わ
ぬ
顔
を
し
て
い
た
。
彼
は
、
民
の
力
を
只
の
労
力
と

考
え
、
労
働
力
の
再
生
産
な
ど
に
つ
い
て
は
、
少
し
も
気
を
ま
わ
さ

な
か
っ
た
。

こ
の
愚
帝
の
無
明
は
、
帝
工
学

へ
の

つ
な
が
り

を
塞

ぎ
、
つ
い
に
身
を
滅
ぼ
し
、
国
を
亡
ぼ
す
結
果
と
な
っ
た
。
か
く
し

て
大
業
の
末
年
に
な
る
と
、
四
百
余
州
に
割
拠
し
て
い
た
群
雄
が
坂

乱
を
起
し
た
。
そ
の
状
況
下
で
、
場
帝
は
龍
舟
の
中
で
宴
を
張
り
つ

づ
け
、
へ
土
手
の
柳
は
風
ま
か
せ
‥
‥
ア
ア
、
シ
ョ
ン
ガ
イ
ナ
、
と

唄

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
臣
下
に
刺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

隋
は
二
代
三
十
八
年
で
滅
び
た
。
こ
こ
に
、
唐
の
自
楽
天
の

「
隋
堤

の
柳
」
と
題
す
る
詩
が
あ
る
。

呼
剛げｆ
潔写
証
儲
ｙ
鑽
鵬

を
愁
殺
す
、
曽
て
経
た
り
大
業
年
中
の
春
、
大
業
年
中
腸
天
子
、

を
建
設
し
て
、
隋
朝
の
繁
栄
と
安
泰
を
願

っ
て
い
た
。
や
が
て
、
そ

し

い

の
第
二
子

・
楊
広
は
父

・
文
帝
を
試
し
、
兄
を
却
け
て
第
二
代
の
帝

位
に
つ
き
、
場
帝
と
称
し
た
。

場
帝
は

Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ

＆

Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ

の
派
手
好
み
で
、
年
号
を
大

業
と
改
め
て
、
全
国
に
亘
っ
て
大
土
木
工
事
を
起
し
た
。
東
都

・
洛

陽
に
、
西
苑
と
称
す
る
壮
大
な
離
宮
を
築
造
し
た
の
を
は
じ
め
、
多

く
の
宮
殿
楼
閣
を
各
地
に
造
っ
た
。
そ
し
て
常
に
四
方
に
巡
遊
を
試

み
、
そ
の
た
め
に
馳
道

（高
速
道
路
）
を
八
方
に
開
通
さ
せ
た
。
こ

の
道
路
の
構
造
は
数
百
歩
の
巾
が
あ
っ
て
、
路
端
に
は
衡
路
樹
が
植

え
ら
れ
た
。　
そ
の
馳
道
の
中
で
も
、　
大
行
山
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘

っ

て
、
丼
州

へ
通
ず
る
工
事
は
大
が
か
り
の
難
工
事
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

腸
帝
の
運
河
は

「
大
運
河
」
と
総
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
洛
陽

の
離
宮

。
西
苑
か
ら
洛
水
を
下
っ
て
黄
河
に
入
り
、
黄
河
を
下

っ
て

沐
水
に
入
り
、
更
に
涸
水
、
淮
水
を
つ
な
い
で
、
つ
い
に
楊
子
江
に

至
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
馳
道
と
運
河
は
、
運
輸
交
通
の
利
便
の

目
的
も
あ
っ
た
が
、
帝
王
の
巡
遊
と
い
う
名
の
も
と
に
、
観
光
と
レ

デ
ャ
ー
の
用
に
供
す
る
の
が
主
目
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
洛
陽
か

ら
江
蘇
省
の
江
都

（楊
州
）

へ
巡
幸
す
る
た
め
に
、
四
層
の
龍
舟
を

造
っ
た
。
そ
の
豪
華
船
の
高
さ
は
四
十
五
尺
、
長
さ
は
二
百
尺
と
い

わ
れ
た
。
こ
の
舟
を
挽
か
せ
る
挽
船
士
と
称
す
る
八
万
人
の
人
夫
に

お
揃
い
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
せ
、
こ
れ
を
運
河
の
両
岸
に
配
置
し

た
。
こ
の
壮
観
を
テ
レ
ビ
で
放
映
し
た
ら
、
今
の
プ

ロ
野
球
の
よ
う

柳
を
種
え
て
行
を
成
し
流
水
を

爽

げ
、
西
は
黄
河
よ
り
束
は
淮

縦
隧
袂
じ‐こ皇讚
轟
膨
恣
鰤

墳
三
尺
何
れ
の
処
に
か
葬
ら
ん
、
呉
公
台
下
悲
風
多
し
、
三
百
年

鋪

罪

“
髪

『
勒

中
鰊

電

王
何
墨

こ
れ
は
、
中
唐
の
詩
人

。
自
楽
天
が
、
隋
の
滅
亡
後
二
百
年
位
の

時
に
詠

っ
た
も
の
で
あ
る
。　
こ
れ
に
く
ら
べ
て
、　
わ
が
聖
徳
太
子

は
、
主
と
し
て
朝
鮮
半
島
か
ら
の
情
報
で
、
場
帝
の
容
態
を
診
断
し

「
恙
虫
に
刺
さ
れ
は
し
ま
せ
ん
か
」
と
問
い
か
け
、
大
隋
の
没
落
を

予
見
し
て
い
た
。
刺
し
た
の
は
恙
虫
で
な
く
、
宇
文
化
及
と
い
う
臣

下
で
あ
っ
た
が
、
当
時
、
東
海
の
小
国
の
日
本
が
、
天
下
の
趨
勢
を

予
見
で
き
た
の
は

「
日
本
学
」
の
見
識
の
お
か
げ
で
あ
る
。

近
頃
の
日
本
は
女
性
上
位
の
時
代
と
な
っ
た
が
、
こ
の
女
帝
が
果
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し
て

「
女
工
学
」
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
か

ど
う
か
。

「
恙

な

き

や
」
の
手
紙
が
、
ど
こ
か
の
国
か
ら

来
そ
う
で
あ
る
。
因

み

に

い

う
、

「
講
騰
に
禍
生
ず
」
と
は
、
内
輪
げ
ん
か
が
起
こ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

「
後
王
何
を
以
て
か
…
…
」
の
句
を
反
復
熟
読
す
べ

き
時
代
だ
と
思
う
。

自
楽
天
の
こ
の
詩
は
、
唐
朝
を
、
二
十
代
二
百
八
十
九
年
の
長
き

に
亘

っ
て
支
え
つ
づ
け
た
唐
人
の
見
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
初
唐
よ
り

連
綿
と
つ
な
が
る
帝
工
学
に
基
盤
を
置
く
文
学
で
あ
る
。
そ
の
帝
王

学
な
る
も
の
は
、
唐
王
朝
の
成
立
期
に
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
。

前
述
の
隋
書
の
撰
者

・
魏
徴
昼
房
玄
齢
と
共
に
、
唐
朝
創
業
期
に

お
け
る
名
臣
と
さ
れ
る
人
で
あ
る
。

「
創
業
と
保
守
と
い
ず
れ
が
難

き
か
」
と
い
う
太
宗
の
下
間
に
、
一房
玄
齢
は

「
創
業
」
と
対
え
、
魏

徴
は

「
保
守
」
と
答
え
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
魏
徴
の
撰
文
で
、
欧

陽
詢
の
書
に
な
る
、
有
名
な寺ポ
ぶ
が
っ聰
就
部
中
な
る
も
の
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
隋
の
文
帝
が
造
成
し
た
仁
寿
宮
を
修
復
し
、
唐
の
太

宗
が
そ
こ
に
避
暑
に
行

っ
た
時
に
、
酷
い
泉
が
湧
い
て
出
た
と
い
う

奇
蹟
を
、
勅
に
よ
り
魏
徴
が
撰
文
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
文
の
冒
頭
に
、
隋
の
仁
寿
宮
の
壮
大
豪
奢
を
描
写
し
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
れ
を
摘
記
す
れ
ば
、

「
此
れ
則
わ
ち
隋
の
仁
寿
宮
な

り
。
山
に
冠
し
て
殿
を
抗
く
し
、
整
を
絶
ち
て
池
と
為
し
、
水
に
跨

鞭
尤

孟

巫

餘

黎

恣

『

鶴
Ⅷ脚〔に罐囃ン玲鰊
一̈猾
隋
ダ
甥
製

究
に
爆
る
を
観
れ
ば
、
ぼ
ぼ
深
く
き葛

―こる
足
れ
り
」
と
あ
る
。

そ
し
て
、
魏
徴
は
銘
の
結
語
に
、
隋
の
奢
を
極
め
た
宮
殿
に
居
を

お
く
、
大
唐
二
代
の
皇
帝

。
太
宗
の
心
掛
け
と
し
て
、
次
の
如
き
文

章
を
記
し
て
い
る
。
曰
く
、

「
人
は
其
の
華
を

玩

〆
も
、
我
は
其

の
実
を
取
る
。
淳
に
還
り
、
本
に
反
り
、
文
に
代
う
る
に
質
を
以
て

す
。
一卸
き
に
居
炒
て
蓼
理
こ
一̈を
思
い
、
満
を
持
し
て
は
従
れ
ん
こ

と
を
戒
し
む
。
数
を
念
い
て
姦
に
在
れ
ば
、
永
く
貞
吉
を
保
た
ん
」

レ
⊂
。

こ
の
魏
徴
の
文
も
、
前
掲
自
楽
天
の
詩
も
、
共
に
後
王
の
立
場
か

ら
前
王
を
か
ん
が
み
た
帝
王
の
立
場
の
も
の
で
あ
る
。
帝
工
学
と
い

う
も
の
は
、
流
転
を
観
測
し
、
生
々
を
予
見
す
る
天
衣
無
縫
の
思
索
で

あ
る
。
蘇
峰
学
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
、
こ
れ
が
日
本
学
と
い
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮
中
や
君
側
だ
け
に
存
在
す
る
も
の
で
は

な
い
。
ボ
ツ
（没
）
に
さ
れ
る
よ
う
な
帝
王
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る

が
、
熊
公
八
公
の
俗
話
に
は
深
い
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

オ
イ
大
将
、
オ
イ
親
方
と
い
う
呼
び
方
を
し
な
く
な
っ
た
今
日
で

は
、
日
本
学
は
、
オ
イ
社
長
、
オ
イ
課
長
と
呼
ば
れ
る

「
長
」
の
つ

く
人
士
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
こ
れ
を
思
い
て
こ
こ

に
在
れ
ば
、　
永
く
貞
吉
を
保
た
ん
」
と
い
う
値
打
ち
の
も
の
で
あ

り
、

「
士
」
と
自
任
す
る
者
の
志
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

九
成
宮
醍
泉
銘

（部
分
）
、
平
凡
社
書
道
全
集
よ
り
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過
二
じ

当
年
の
功
罪
こ
と
己
に
斉
し
く
、
閑
話
な
お
有
り
て
涙
は
衣
に
満

つ
、

遣
隋
の
書
あ
り
豊
疑
誤
あ
ら
ん
や
、
日
は
東
よ
り
出
で
て
長
に
西
に
向
う
。

癸
丑
陽
春
、
雲
外
山
人
新
撰
日
本
学
の
題
辞
と
し
て
　
蘭
成

晋・

t

勝

キ

ム


