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第
二 

  
 

書 

紀 
   
 
 
 
 

一 
  

本
書
の
名
は
『
日
本
書
紀
』
に
由
来
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
で
、
少
し
く
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
書
く
。 

 

そ
も
そ
も
論
で
恐
縮
な
の
だ
が
、「
書
紀
」
と
い
う
の
は
ど
う
や

ら〝
珍
妙
〞な
書
名
で
あ
る
ら
し
い
。中
国
の
史
書
は
紀
伝
体
を「
書
」、

「
編
年
体
を「
紀
」と
表
記
す
る
。そ
の
両
方
を
意
味
す
る「
書
紀
」

は
不
自
然
で
、
後
続
の
官
選
史
書
「
続
日
本
紀
」「
日
本
後
紀
」
か

ら
す
る
と
、「
日
本
紀
」
が
本
来
の
書
名
だ
っ
た
と
い
う
。 

 

撰
上
さ
れ
た
の
は
、
氷
高
女
王
（
諡
し
て
「
元
正
」）
の
養
老
四

年
（
七
二
〇
）
五
月
で
あ
る
。
廣
野
（
持
統
）、
阿
閇
（
元
明
）、
氷

高
の
三
女
王
が
統
治
し
た
三
十
余
年
は
、
大
海
人
＝
珂
瑠
の
王
統
を

首
王
に
つ
な
ぐ
役
目
を
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
事
蹟
を

見
れ
ば
そ
の
指
摘
は
当
た
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

百
済
戦
役
（
六
六
〇
〜
六
六
三
）
で
大
唐
帝
国
に
よ
る
占
領
は
免

れ
た
も
の
の
、
外
交
と
交
易
は
決
定
的
に
冷
え
込
ん
で
い
た
。
そ

れ
を
快
復
し
、
対
外
的
な
王
統
の
称
号
を
「
日
本
」
に
改
め
、
律
令

を
交
付
し
た
。だ
け
で
な
く
城
壁
を
備
え
た
坊
条
の
定
都
を
建
造
し
、

國
名
を
定
め
た
。
年
籍
を
作
り
度
量
衡
を
定
め
通
貨
を
鋳
た
。 

 

大
海
人
大
王
（
諡
し
て
「
天
武
」）
の
治
世
十
年
（
六
八
一
）
三

月
条
に
あ
る 

  

令
記
定
帝
紀
及
上
古
諸
事 

 
 

帝
紀
及
び
上
古
の
諸
事
を
定
め
記
す
こ
と
を
令
す 

  

を
起
点
と
す
れ
ば
、
四
十
年
越
し
の
大
事
業
だ
っ
た
。 

 

編
纂
に
か
か
わ
っ
た
の
は
数
十
人
あ
る
い
は
数
百
人
で
あ
っ
た

ろ
う
し
、
そ
の
作
業
は
一
度
で
な
く
何
回
か
に
分
け
て
―
―
お
そ

ら
く
前
後
十
程
度
の
区
分
で
―
―
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。
だ
が
記
録
に
残
る
の
は
王
族
筆
頭
・
舎
人
王
の
名
前
で
し
か
な

い
。 

 

総
巻
数
は
全
三
十
巻
、
系
図
一
巻
。 

 

お
そ
ら
く
特
上
の
絹
布
に
練
り
に
練
っ
た
漆
墨
を
以
て
、ひ
と
文

字
ひ
と
文
字
に
精
魂
を
込
め
、
深
緑
の
緞
子
で
装
丁
を
施
し
、
金
糸

を
以
て
龍
雲
を
綾
取
っ
た
。
わ
が
国
最
古
の
官
撰
国
史
と
さ
れ
る
。 

 
な
ぜ
こ
の
時
期
に
大
和
王
権
が
公
式
な
歴
史
書
を
編
ん
だ
か
に

つ
い
て
は
、官
僚
型
中
央
集
権
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
る
。
そ
れ
は
対
中
貿
易
、
な
か
ん
ず
く
大
唐
帝
国
と
の
交
易
を
通

じ
て
入
手
し
た
情
報
に
依
っ
て
い
た
。
そ
の
前
史
と
し
て
、
額
田
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部
女
王
の
と
き
、
対
隋
交
易
に
際
し
て
編
ま
れ
た
『
国
記
』『
天
皇

記
』『
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
并
公
民
等
本
記
』
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。 

 

も
う
一
つ
不
思
議
な
の
は
、こ
の
書
物
の
存
在
が
朝
廷
宮
人
に
広

く
知
ら
れ
た
の
は
、
編
纂
直
後
に
お
披
露
目
し
た
養
老
五
年
（
七
二

一
）
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
後
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
長
く
秘
さ
れ
た
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。 

 

筆
者
は
「
日
本
」
王
統
が
、
神
の
意
向
で
地
上
を
支
配
し
て
い
る

こ
と
を
対
外
的
に
示
す
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。対
外

的
に
、
と
は
す
な
わ
ち
大
唐
帝
國
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
七
〇
一

年
の
第
八
次
遣
唐
執
節
使
・
粟
田
真
人
が
「
大
宝
律
令
」
を
中
国
皇

帝
に
献
上
し
た
よ
う
に
、
献
上
し
披
露
す
る
た
め
に
編
纂
し
た
と

い
う
こ
と
だ
。 

 

何
と
な
れ
ば
、
倭
国
は
百
済
戦
役
に
大
敗
し
、
大
唐
帝
国
の
軍
政

支
配
を
受
け
、筑
紫
の
総
帥
だ
っ
た
大
海
人
王
が
近
江
王
家
を
滅
ぼ

し
て
唐
化
を
進
め
て
き
た
。
律
令
を
定
め
、
王
侯
貴
族
の
分
限
を
定

め
、
王
都
を
定
め
、
元
号
を
定
め
、
貨
幣
を
鋳
し
た
。 

 

そ
の
集
大
成
と
し
て
国
史
が
あ
っ
た
。当
初
は
粟
田
真
人
に
よ
る

国
交
回
復
の
と
き
「
大
宝
律
令
」
と
と
も
に
大
唐
帝
国
皇
帝
に
献
上

さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
武
則
天
の
「
周
」
が
興
っ
た
。
再
度
の
組

み
替
え
を
行
っ
た
た
め
に
、当
初
予
定
よ
り
完
成
が
二
十
年
遅
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
、
本
来
あ
る
べ
き
「
序
文
」
と
系
図
一
巻
は
、
一
千
三

百
年
の
時
空
に
散
逸
し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
湿
度
の
高
い
風

土
で
一
千
三
百
年
近
く
も
前
の
書
物
が
残
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
、
ま
ず
奇
跡
に
近
い
。
そ
う
で
な
く
と
も
奈
良
、
京
都
は
幾
度

も
戦
火
に
遭
っ
た
。 
  
 
 
 
 

二 
  

宋
・
太
宗
の
雍
熈
元
年
（
九
八
四
）
の
こ
と
、
久
し
く
往
来
が
絶

え
て
い
た
日
本
か
ら
、藤
原
一
族
の
奝
然
と
い
う
東
大
寺
の
学
僧
が

海
を
渡
り
、
中
国
の
宋
王
朝
に
朝
貢
し
た
。
そ
の
と
き
献
じ
た
品
々

中
に
『
王
年
代
記
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。 

 

こ
の『
王
年
代
記
』こ
そ
が
散
逸
し
て
現
存
し
な
い『
日
本
書
紀
』

系
図
の
痕
跡
を
伝
え
る
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
。し
か
し
漢
字
二
文

字
の
天
皇
名
（
漢
風
諡
号
）
は
、
淡
海
三
船
（
七
二
二
〜
七
八
五
）

が
定
め
た
と
さ
れ
る
ほ
ど
後
世
の
作
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、『
書

紀
』
本
文
に
は
全
く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
そ
れ
ゆ
え
に
『
王
年
代
記
』
が
『
書
紀
』
系
図
写
本
で
あ
る
と
す

る
の
に
は
困
難
が
あ
る
。
神
代
に
登
場
す
る
神
々
の
名
が
『
書
紀
』

諸
本
と
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
そ
の
説
を
否
定
す
る
根
拠
と

な
る
。 

 

た
だ
し
『
王
年
代
記
』
に
は
神
武
ま
で
の
歴
代
が
筑
紫
城
に
居
し
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て
い
た
な
ど
独
自
の
記
事
を
含
ん
で
い
る
。
平
安
中
期
に
い
た
っ

て
も
天
皇
系
図
は
一
定
せ
ず
、
諸
種
の
異
伝
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

現
存
の
も
の
は
す
べ
て
後
世
の
写
筆
本
で
あ
っ
て
、「
卜
部
兼
方

本
」
と
呼
ば
れ
る
神
代
紀
二
巻
が
弘
安
九
年
（
一
二
八
八
）
の
奥
書

を
持
っ
て
い
て
最
も
古
い
。 

 

次
い
で
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
の
奥
書
を
持
つ
「
熱
田
本
」
十

四
巻
、
応
永
四
年
（
一
三
九
七
）
の
奥
書
を
持
つ
「
卜
部
兼
右
本
」

二
十
八
巻
な
ど
が
知
ら
れ
、三
十
巻
を
通
し
で
備
え
る
の
は
慶
長
年

間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
の
写
筆
と
見
ら
れ
る
「
内
閣
文
庫
」

十
冊
で
あ
る
。江
戸
期
に
市
販
さ
れ
た
木
版
古
活
字
刷
本
の
多
く
は
、

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
起
版
に
基
づ
い
て
い
る
。 

 

こ
の
ほ
か
数
行
、
数
十
文
字
の
み
を
残
す
断
簡
が
伝
え
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
比
較
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。研
究
者
た
ち
は
膨
大
な
古

紙
の
中
か
ら
十
行
二
百
三
十
七
文
字
、
あ
る
い
は
三
行
五
十
九
文
字

を
残
す
断
簡
を
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
法
、
用
紙
、
紙
背
、

異
字
の
有
無
を
検
証
す
る
作
業
を
積
み
重
ね
た
。 

 

そ
の
結
果
、
空
海
の
詩
文
集
『
遍
照
発
輝
性
霊
集
』（
性
霊
集
）

の
一
部
を
背
紙
に
持
つ
巻
之
第
十
「
応
神
紀
」
残
巻
が
平
安
初
期
の

写
筆
と
断
定
さ
れ
、
こ
れ
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
二
次
大
戦
の
前
ま
で
、『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
は
神
道

の
経
典
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
事
実
、
神
官
に
と
っ
て
た
い
せ
つ
な

素
養
の
一
つ
だ
っ
た
。
原
文
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
一
部

の
研
究
者
と
好
事
家
に
限
ら
れ
て
い
た
。 

 

学
会
の
一
部
で
、他
の
学
術
分
野
や
在
野
の
研
究
家
に
も
広
く
知

ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
だ
が
、
他
の
学
術
分
野
の
専
門
家
の
意
見
は
参
考
程
度
に

過
ぎ
な
い
、
と
壟
断
し
た
。 

 

学
際
研
究
が
本
格
化
し
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。専
門
家
の

自
負
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
自
負
は
偏
見
に
通
じ
る
。
師

弟
関
係
を
優
先
さ
せ
る
自
家
中
毒
と
い
っ
て
い
い
。「
由
ら
し
む
べ

し
・
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
を
確
実
に
す
る
に
は
、
原
文
が
容
易

に
手
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
。
囲
い
込
む
こ
と
で
権
威

を
守
り
、
秘
密
化
す
る
こ
と
で
権
威
を
不
可
侵
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

た
だ
、
弁
護
の
余
地
が
な
い
で
も
な
い
。 

 

当
時
、
活
字
は
高
価
で
あ
っ
て
、
一
方
、『
日
本
書
紀
』
の
よ
う

な
古
文
書
の
出
版
は
大
き
な
需
要
が
見
込
め
な
か
っ
た
。『
国
史
大

系
』の
名
で
吉
川
弘
文
館
が
出
版
に
踏
み
切
っ
た
の
は
一
九
三
四
年

（
昭
和
九
）
だ
っ
た
。 

 
太
平
洋
戦
争
に
勝
利
し
た
連
合
国
軍
な
い
し
ア
メ
リ
カ
軍
は
、日

本
を
占
領
統
治
す
る
に
当
た
っ
て
日
本
神
話
に
結
び
つ
く
原
典
、論

文
の
類
を
皇
国
史
観
の
元
凶
と
し
て
出
版
を
差
し
止
め
、ま
た
革
新

を
自
認
す
る
出
版
社
は
あ
え
て
手
を
出
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
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の
た
め
『
書
紀
』
は
、
教
科
書
に
そ
の
名
と
一
部
が
紹
介
さ
れ
る
だ

け
の
、
ま
る
で
鵺
（
ぬ
え
）
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、一
九
六
七
年（
昭
和
六
十
二
）三
月
、

岩
波
書
店
か
ら
普
及
版
で
あ
る
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』

が
刊
行
さ
れ
た
。 

 

底
本
は
卜
部
兼
方
本
神
代
紀
二
巻
と
卜
部
兼
右
本
二
十
八
巻
、
校

注
は
坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
、
監
修
は
高
木

市
之
助
、
西
尾
實
、
久
松
潜
一
、
麻
生
磯
次
、
時
枝
誠
記
で
あ
る
。 

 

上
下
巻
合
わ
せ
て
一
千
三
百
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
の
は
、原
文
と
読

み
下
し
を
併
記
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
随
所
に
脚
注
を
施
し
、

〔
補
注
〕
で
諸
種
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

三 
  

社
会
人
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
の
こ
ろ
、
ど
う
い
う
弾
み
だ
っ
た

の
か
今
で
は
定
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
購
入
し
て
あ
っ

た
。
上
・
下
巻
合
わ
せ
て
四
千
円
と
い
う
の
は
、
大
卒
の
初
任
給
が

七
万
円
前
後
だ
っ
た
当
時
、
決
し
て
安
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
書

架
で
ほ
こ
り
を
被
っ
て
い
た
。 

 

ち
な
み
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
中
古
本
販
売
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ

ス
し
た
と
こ
ろ
、上
巻
が
六
千
円
、下
巻
が
五
千
八
百
円
だ
と
い
う
。

三
十
余
年
で
三
倍
と
い
う
の
が
妥
当
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、

い
ま
だ
に
需
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

書
棚
か
ら
引
き
出
し
た
の
は
数
年
前
で
あ
る
。 

 

あ
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。 

 

そ
れ
と
い
う
の
は
、「
日
本
」と
い
う
文
言
が
何
回
、ど
の
巻
に
、

ど
の
よ
う
な
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

ご
く
素
朴
に
、
こ
の
国
は
い
つ
か
ら
「
日
本
」
な
の
か
、
そ
の
正

し
い
読
み
は
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
が
な
の
か
「
ニ
ホ
ン
」
な
の
か
、
と

疑
問
に
思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。「
日
本
」
の
文
字
を
冠
し

た
最
も
古
い
歴
史
の
書
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
か
に
そ
の
由
来
が
示
さ

れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。 

 

そ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
全
巻
を
眺
め
る
の
は
、
読
む
と
い

う
行
為
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
る
。 

 

せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
一
端
を
紹
介
す
る
。 

 

そ
の
巻
第
一
「
神
代
上
（
か
み
よ
の
か
み
）」
の
第
一
段
は
以
下

の
よ
う
で
あ
る
。 

 

古
・
天
地
未
剖
陰
陽
不
分
・
渾
沌
如
鶏
子
溟
涬
而
含
牙
・
及
其
淸
陽

者
薄
靡
而
爲
天
・
重
濁
者
淹
滞
・
而
爲
地
精
妙
之
合
摶
易
・
重
濁
之

凝
竭
難 

故
・
天
先
成
而
地
後
定
・
然
後
神
聖
生
其
中
・
焉
故
曰
開
闢
之
初
洲

壤
浮
漂
・
譬
猶
游
魚
之
浮
水
上
也
・
于
時
天
地
之
中
生
一
物
・
状
如

葦
牙
便
化
爲
神 
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【
読
み
下
し
】 

古
（
い
に
し
）
へ
天
地
（
あ
め
つ
ち
）
未
（
い
ま
だ
）
剖
（
わ
か
）

れ
ず
、
陰
陽
（
め
を
）
分
か
れ
ざ
り
し
と
き
、
渾
沌
（
ま
ろ
か
）

れ
た
る
こ
と
鶏
子
（
と
り
の
こ
）
の
如
く
し
て
、
溟
涬
（
ほ
の
か
）

に
牙
（
き
ざ
し
）
を
含
め
り
。
其
れ
清
陽
（
す
み
あ
き
ら
か
）
な

る
者
は
薄
靡
（
た
な
び
）
き
て
天
と
爲
り
、
重 

く
濁
れ
る
者
は
淹

滞
（
つ
つ
）
い
て
地
と
爲
る
に
及
び
て
、
精
（
く
は
）
し
く
妙
な
る

が
合
へ
る
は
搏
（
む
ら
が
）
り
易
く
、
重
く
濁
れ
る
が
凝
り
た
る

は
竭
（
か
た
ま
り
）
り
難
し
。 

故
、
天
が
先
づ
成
り
て
而
し
て
地
が
後
に
定
ま
る
。
然
し
て
後
、
神

聖
（
か
み
）、
其
の
中
に
生
（
あ
）
れ
ま
す
。
故
曰
は
く
開
闢
（
あ

め
つ
ち
ひ
ら
）
く
る
初
め
に
、
洲
壌
（
く
に
つ
ち
）
の
浮
れ
漂
へ

る
こ
と
、
譬
へ
ば
游
魚
（
あ
そ
ぶ
い
を
）
の
水
上
に
浮
か
け
る
が

猶
（
ご
と
）
し
。
于
時
（
と
き
）
に
天
地
の 

中
に
一
物
生
（
な
）

れ
り
。
状
は
葦
牙
の
如
し
。
便
（
す
な
は
） 

ち
神
と
化
為
（
な
）

る
。 

  

こ
れ
を
見
る
と
、
だ
れ
で
も
が
身
構
え
る
。
国
文
学
か
中
国
文

学
な
い
し
仏
教
を
専
攻
し
た
人
、中
国
と
取
引
き
を
し
て
い
る
人
な

ら
と
も
か
く
、
こ
れ
ほ
ど
の
漢
字
の
羅
列
に
出
会
う
こ
と
は
、
日

常
、
ま
ず
な
い
。 

 

修
飾
を
外
し
て
現
代
文
に
訳
す
と
、「
太
古
の
昔
、
天
と
地
が
い

ま
だ
分
か
れ
ず
、
陽
と
陰
す
ら
定
か
で
な
か
っ
た
と
き
、
ニ
ワ
ト

リ
の
卵
を
掻
き
回
し
た
よ
う
な
混
沌
と
し
た
中
に
、
わ
ず
か
な
が

ら
兆
し
が
見
え
始
め
た
」
と
な
る
。 

 

個
々
の
解
釈
は
、
と
り
あ
え
ず
度
外
視
し
て
い
い
。 
 

全
体
を
見
た
と
き
、
五
文
字
の
フ
レ
ー
ズ
が
多
い
こ
と
に
気
が

つ
く
。
中
国
の
詩
文
の
形
式
を
踏
ん
で
い
る
の
に
違
い
な
い
。
こ

れ
が
も
と
と
な
っ
て
、
倭
語
（
原
日
本
語
）
の
一
音
に
漢
字
一
文
字

を
当
て
る
表
現
形
式
、
す
な
わ
ち
「
万
葉
仮
名
」
が
生
れ
て
い
く
。

倭
語
の
詩
文
を
も
っ
て
擬
似
的
な
漢
詩
を
作
る
作
法
が
仮
名
を
発

明
し
た
。 

 

こ
の
列
島
に
お
け
る
漢
字
は
、最
初
は
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か

ら
渡
来
し
た
識
字
者
の
特
殊
な
専
門
技
術
で
あ
り
、そ
れ
を
使
う
こ

と
が
で
き
る
の
は
王
者
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
中
国
華
北
の
言

葉
が
流
れ
込
ん
で
き
た
三
世
紀
ま
で
、「
邪
馬
台
国
」
の
女
王
・
卑

弥
呼
が
漢
字
を
解
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
列
島
の
王

者
に
と
っ
て
、
漢
字
は
意
匠
化
さ
れ
た
図
形
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

 
中
国
江
南
の
音
が
主
流
と
な
っ
た
五
世
紀
の
こ
ろ
、王
の
近
く
に

仕
え
る
人
々
は
よ
う
や
く
そ
の
意
味
を
理
解
し
た
。
こ
の
時
点
で

権
力
中
枢
は
自
己
の
意
思
を
表
わ
す
手
段
を
得
た
。た
だ
し
そ
れ
は

借
り
物
に
過
ぎ
ず
、
文
字
を
自
由
に
操
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
特

殊
技
能
で
す
ら
あ
っ
た
。 
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一
方
、
中
国
の
言
葉
も
長
い
歴
史
の
中
で
変
化
し
た
。 

 
五
胡
十
六
国
が
興
亡
す
る
中
で
、漢
民
族
が
大
い
に
驚
き
か
つ
怖

れ
た
の
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
胡
族
が
学
問
を
し
、
芸
術
を
創
出
し

た
こ
と
だ
っ
た
。日
本
の
中
宮
寺
や
広
隆
寺
に
残
る
弥
勒
半
苛
思
惟

像
の
源
は
、「
拓
跋
魏
」（
北
魏
）
と
呼
ば
れ
た
蛮
夷
の
帝
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
。そ
の
た
び
に
文
字
を
知
る
階
層
は
着
実
に
裾
野
を
広

げ
た
。 

 

そ
の
こ
と
に
最
も
大
き
く
貢
献
し
た
の
は
経
典
で
あ
ろ
う
。 

 

最
初
、
経
典
は
北
魏
か
ら
高
麗
王
国
に
も
た
ら
さ
れ
、
百
済
王
国

を
経
て
こ
の
列
島
に
入
っ
て
き
た
。次
に
大
陸
に
統
一
帝
国
が
誕
生

す
る
に
及
ん
で
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
唐
の
音
が
東
北
ア
ジ
ア
地
域

の
標
準
と
な
っ
た
。
八
世
紀
に
い
た
っ
て
、
こ
の
列
島
の
人
々
は

万
葉
仮
名
で
初
め
て
「
表
現
」
を
獲
得
し
た
。
漢
字
は
権
力
の
道
具

で
な
く
、
教
養
に
な
っ
た
。 

 

日
本
語
は
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
、律
令
制
と
と
も
に
人

工
的
に
作
ら
れ
た
、
と
す
る
説
は
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

唐
初
、
知
識
人
の
知
識
人
た
る
所
以
で
あ
る
五
言
七
言
律
詩
の
音
韻

に
、
大
和
の
言
葉
を
当
て
は
め
た
。
事
実
、
の
ち
の
和
歌
、
短
歌
、

都
都
逸
、
俳
句
、
ひ
い
て
は
駅
や
街
中
に
貼
ら
れ
て
い
る
ポ
ス
タ

ー
の
標
語
な
ど
、
日
本
語
の
基
調
は
す
べ
て
こ
こ
か
ら
発
し
た
。 

 

「
神
代
」
上
初
段
は
漢
字
の
一
々
に
ル
ビ
を
振
ら
な
け
れ
ば
、
容

易
に
読
み
こ
な
せ
な
い
。
と
い
っ
て
ル
ビ
だ
ら
け
で
は
、
ス
ム
ー

ズ
に
読
み
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
し
て
「
溟
涬
」「
薄
靡
」「
淹

滞
」「
洲
壤
」
な
ど
、
見
な
れ
な
い
熟
語
が
登
場
し
、
独
特
の
訓
が

当
て
ら
れ
て
い
る
。 

 

た
い
て
い
の
人
は
こ
れ
で
へ
こ
た
れ
る
。 

  
 
 
 
 

四 
  

『
日
本
書
紀
』
の
読
み
下
し
は
、
平
安
初
期
の
弘
仁
年
間
（
八
一

〇
〜
八
二
四
）
に
固
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
大
和
平
城
か
ら
山
背
国
乙

訓
（
京
都
盆
地
）
の
地
に
遷
都
し
た
の
を
お
り
に
、
位
階
を
襲
う
べ

き
中
央
貴
族
子
弟
の
教
養
と
し
て
同
書
が
講
義
さ
れ
た
。 

 

底
流
に
は
、
平
安
京
に
即
位
し
な
が
ら
自
ら
「
平
城
」
を
号
し
た

天
皇
が
登
場
し
た
よ
う
に
、温
故
知
新
な
い
し
保
守
回
帰
の
風
潮
が

あ
っ
た
。
そ
の
と
き
学
寮
教
授
で
あ
っ
た
多
人
長
と
い
う
人
が
、

こ
と
さ
ら
に
難
解
な
訓
読
を
振
っ
た
。
漢
籍
、
詩
歌
、
古
韻
に
通
じ

た
博
識
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
権
威
主
義
的
で
保
守
的
、
か

つ
自
家
中
心
的
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
文
学
史
な
い
し
言
語
史
の
観
点
で
『
日
本
書
紀
』
は
、「
大
和
言

葉
」
の
発
生
過
程
を
探
る
う
え
で
非
常
に
興
味
深
い
。
原
日
本
語
が

人
々
の
記
憶
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
（
あ
る
い
は
意
図
的
に
消
し
去
ら

れ
）、
五
言
・
七
言
の
漢
文
が
難
解
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な

独
特
の
訓
読
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
新
し
い
言
語
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体
系
を
創
出
し
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

 
現
存
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
写
本
（「
ト
部
家
本
」「
熱
田
本
」「
伊

勢
本
」「
北
野
本
」
な
ど
）
の
す
べ
て
に
、
訓
読
の
仕
方
を
教
示
し

た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。
幕
末
維
新
の
開
明
者
が
、
西
洋
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
書
物
に
カ
タ
カ
ナ
の
ル
ビ
を
振
っ
た
よ
う
に
、
平
安
・

鎌
倉
の
人
々
に
と
っ
て
原
日
本
語
は
外
国
語
に
等
し
か
っ
た
。 

 

本
文
の
脇
に
万
葉
仮
名
で
振
っ
た
訓
読
が
、写
筆
を
重
ね
る
中
に

本
文
に
取
り
込
ま
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
八
世
紀

な
い
し
九
世
紀
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
読
み
下
し
て
い
た
の
か
、

さ
ら
に
当
時
の
発
音
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
が
、
原
文
に
あ
っ
た
脚
注
な
の
か
、
後
世
に
入
り
込
ん
だ

補
注
な
の
か
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
判
然
と
し
な
い
。 

 

岩
波
古
典
大
系
は
、
そ
の
補
注
「
天
地
剖
判
の
神
話
」
で 

  

未
剖
は
准
南
子
、
俶
真
訓
の
「
天
地
未
剖
、
陰
陽
不
判
、
四
時
未

分
、
万
生
未
生
」（
高
誘
注
「
剖
判
、
混
分
」
に
よ
る
）。
渾
沌
如
鶏

子
、
瞑
涬
而
含
牙
芸
分
類
聚
（
天
部
）
引
用
の
三
五
歴
紀
に
天
地
渾

沌
如
鶏
子
」、
太
平
御
覧
（
天
部
）
引
用
の
三
五
歴
紀
に
「
渾
沌
状

如
鶏
子
」
と
あ
る
。
溟
涬
は
自
然
の
気
。
溟
は
ほ
の
か
で
暗
く
、
よ

く
見
え
ぬ
さ
ま
。
涬
は
音
ケ
イ
。
水
の
様
子
。
別
訓
ク
ク
モ
リ
テ

は
、
ほ
の
か
に
香
な
ど
の
こ
も
っ
た
さ
ま
。
牙
は
芽
に
通
じ
て
、

キ
ザ
シ
の
意
。
太
平
御
覧
（
天
部
）
引
用
の
三
五
歴
紀
の
原
文
に
は

「
溟
涬
始
牙
、
濠
鴻
滋
萌
」
と
あ
っ
て
、
溟
涬
（
白
然
の
気
）
が
始

め
て
芽
（
き
ざ
）
し
た
の
意
と
解
さ
れ
る
。 

  

と
解
説
し
て
い
る
。 

 

「
解
説
そ
の
も
の
が
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
ん
」 
 

と
い
う
感
想
は
、
事
実
、
正
し
い
。 

 

た
だ
留
意
す
べ
き
は
漢
字
の
使
い
分
け
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の

が
複
数
に
な
る
と
い
う
意
彙
を
持
つ
漢
字
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち

は
普
通
、「
分
」「
別
」「
解
」
の
い
ず
れ
か
を
使
う
。
と
こ
ろ
が
『
日

本
書
紀
』
の
編
者
―
―
と
い
う
よ
り
正
し
く
は
『
准
南
子
』
の
著
者

―
―
は
こ
こ
で
、
剖
と
分
と
を
巧
み
に
使
い
分
け
て
い
る
。 

 

剖
は
剃
刀
の
刃
が
気
が
つ
か
ぬ
ほ
ど
薄
く
切
り
裂
く
映
像
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
、
分
は
離
別
の
意
味
を
示
す
。
こ
れ
こ
そ
、
中
国
の

人
が
多
種
多
様
な
漢
字
を
生
み
出
し
た
理
由
な
の
で
あ
る
。一
字
褒

貶
の
思
想
が
、
五
万
に
近
い
文
字
の
種
類
を
生
み
出
し
た
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
「
溟
涬
に
牙
を
含
め
り
」
と
は
何
と
文
学
的
で

あ
る
こ
と
か
。 

     



第２ 書 紀（補注） 

  

 
 〜

〜
〜
〜 

補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

「
書
紀
」と
い
う
書
名 

中
国
の
史
書
は
紀
伝
体
を「
書
」、「
編
年
体
を「
紀
」

と
表
記
す
る
。
そ
の
両
方
を
意
味
す
る
「
書
紀
」
は
不
自
然
で
、
後
続
の
官

選
史
書
「
続
日
本
紀
」「
日
本
後
紀
」
か
ら
す
る
と
、「
日
本
紀
」
が
本
来
の

書
名
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

氷
高
女
王 

ひ
だ
か
／
日
本
根
子
高
瑞
浄
足
姫
天
皇
／
６
８
０
〜
７
４
８
。

草
壁
王
と
阿
閇
女
王
（
日
本
根
子
天
津
御
代
豊
国
成
姫
：
元
明
天
皇
）
の
間

に
生
ま
れ
、
第
四
十
四
代
元
正
天
皇
（
在
位
７
１
５
〜
７
２
４
）
な
っ
た
。

諸
伝
に
よ
る
と
、
推
古
、
皇
極
（
斉
明
）、
持
統
、
元
明
の
女
性
天
皇
四
人
は

夫
大
王
の
死
後
、
大
王
位
を
預
か
る
か
た
ち
で
即
位
し
た
が
、
日
高
女
王
は

非
婚
の
ま
ま
大
王
に
な
っ
た
唯
一
の
存
在
だ
っ
た
。 

七
二
〇
／
養
老
四
年
の
出
来
事 

【
天
皇
】
氷
高
女
王
（
元
正
）【
執
政
】
藤
原
不
比
等 

・
靺
鞨
国
に
使
者
を
派
遣 

・
大
隅
隼
人
が
反
乱
、
大
伴
旅
人
を
征
隼
人
持
節
将
軍
に
任
命 

・『
日
本
紀
』
三
十
巻
、
系
図
一
巻
を
撰
上 

・
藤
原
不
比
等
没 

・
舎
人
親
王
を
知
太
政
大
臣
に
任
命 

・
蝦
夷
が
反
乱
、
多
治
比
県
守
を
持
節
征
夷
将
軍
に
任
命 

舎
人
王 

と
ね
り
／
６
７
６
〜
７
３
５
。
大
海
人
大
王
（
天
武
）
の
第
六
王

子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
生
母
が
葛
城
大
王
（
中
大
兄
、
天
智
）
の
王
女
だ

っ
た
こ
と
か
ら
大
王
位
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
知
太
政
官
事
と
し
て
、

右
大
臣
・
長
屋
王
と
王
統
直
截
政
権
を
担
っ
た
。の
ち
に
そ
の
第
七
皇
子（
大

炊
王
）
が
天
皇
と
な
っ
た
と
き
、
追
諡
し
て
「
崇
道
」
天
皇
、「
尽
敬
」
天
皇

と
も
。 

奝
然 

ち
ょ
う
ね
ん
／
９
３
８
〜
１
０
１
６
。『
宋
史
』
列
伝
巻
第
二
百
五
十

【
外
國
七
】
日
本
國
条
に
「
雍
熙
元
年
、
日
本
國
僧
奝
然
與
其
徒
五
六
人
浮

海
而
至
、
獻
銅
器
十
餘
事
、
并
本
國
職
員
今
、
王
年
代
紀
各
一
卷
。
奝
然
衣

綠
、
自
云
姓
藤
原
氏
、
父
為
真
連
：
真
連
、
其
國
五
品
品
官
也
」
と
あ
る
。 

鵺 

ぬ
え
／
闇
夜
に
気
味
の
悪
い
声
で
鳴
く
未
確
認
生
物（
妖
怪
）。顔
は
猿
、

胴
体
は
狸
、
手
足
は
虎
、
尻
尾
は
蛇
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
鳴
き
声
か
ら

「
夜
鳥
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。 

卜
部
兼
方 

生
没
年
未
詳
。
鎌
倉
時
代
中
期
、
平
野
神
社
（
京
都
市
北
区
）

の
神
官
だ
っ
た
。
一
二
八
〇
〜
一
三
〇
〇
年
ご
ろ
、『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
を

ま
と
め
た
『
釈
日
本
紀
』
全
二
十
八
巻
を
著
し
た
。「
卜
部
」
は
古
代
王
権
の

中
に
あ
っ
て
焼
い
た
亀
甲
に
現
れ
る
亀
裂
か
ら
吉
凶
を
占
う
こ
と
を
仕
事
と

し
た
品
部
の
こ
と
。 

卜
部
兼
右 

う
ら
べ
・
か
ね
み
ぎ
／
１
５
１
６
〜
１
５
７
３
。
卜
部
家
二
十

四
代
、
吉
田
家
八
代
の
当
主
。 

中
国
華
北
の
言
葉 

漢
時
代
の
中
国
宮
廷
語
。
そ
の
発
音
は
「
上
古
音
」
と

称
さ
れ
る
。
日
本
列
島
の
王
権
は
朝
鮮
半
島
経
由
で
中
国
王
朝
と
交
渉
し
た

た
め
、
華
北
訛
り
が
入
っ
た
上
古
音
が
流
入
し
た
。「
行
」
を
〔
ギ
ョ
ウ
〕
と

発
音
す
る
の
は
上
古
音
で
あ
る
。 

中
国
江
南
の
音 

南
北
時
代
の
南
朝
の
中
国
宮
廷
語
。「
中
古
音
」。
晋
が
滅

び
た
あ
と
、
華
北
が
五
胡
十
六
国
の
興
亡
を
繰
り
返
し
、
隋
が
全
土
を
統
一

す
る
ま
で
（
四
〜
六
世
紀
）、
日
本
列
島
の
王
権
は
中
国
江
南
の
王
朝
と
関
係

を
持
っ
た
。
中
古
音
で
は
「
行
」
を
〔
コ
ウ
〕
と
発
音
す
る
。
ま
た
江
南
地

方
特
有
の
音
（
訛
り
）
も
入
っ
て
き
た
。「
梅
」
を
〔
メ
イ
〕、「
馬
」
を
〔
マ
〕

と
発
音
す
る
類
で
あ
る
。 

唐
の
音 

隋
が
中
国
全
土
を
統
一
し
唐
が
栄
え
た
七
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か



第２ 書 紀（補注） 

  

け
て
、
長
安
で
使
わ
れ
た
標
準
語
。
華
北
音
と
江
南
音
が
融
合
し
、
初
め
て

統
一
的
な
発
音
が
成
立
し
た
。
わ
が
国
に
は
遣
唐
使
に
随
行
し
た
学
生
た
ち

が
も
た
ら
し
た
。「
行
」
を
〔
ア
ン
〕
と
発
音
す
る
の
は
唐
音
で
あ
る
。 

平
城
天
皇 
へ
い
ぜ
い
て
ん
の
う
／
７
７
４
〜
８
２
４
。
桓
武
天
皇
の
第
一

王
子
。
小
殿
王
。
第
五
十
一
代
天
皇
。
和
風
諡
号
は
「
日
本
根
子
天
推
国
高

彦
」。
嵯
峨
天
皇
に
譲
位
し
て
上
皇
と
な
り
、
平
城
旧
都
に
移
り
住
ん
だ
。 

多 

人
長 

お
お
の
・
ひ
と
な
が
／
生
没
年
未
詳
。『
古
事
記
』
を
編
纂
し
た

太
安
万
侶
の
子
孫
で
、
貴
族
階
級
の
子
弟
に
大
和
王
権
の
歴
史
を
教
え
た
。

弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
日
本
紀
講
筵
を
取
り
仕
切
っ
た
。
大
同
三
年
（
八
〇

八
）
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。 

淮
南
子 

淮
南
王
・
劉
安
（
前
１
７
９
〜
前
１
２
２
、
前
漢
・
高
祖
の
第
七

王
子
・
劉
長
の
長
男
）
が
学
者
た
ち
に
ま
と
め
さ
せ
た
。
俶
真
訓
は
そ
の
第

二
巻
の
タ
イ
ト
ル
。 

三
五
歴
紀 

三
世
紀
、
中
国
・
呉
の
徐
整
（
じ
ょ
・
せ
い
／
？
〜
？
）
が
編

纂
し
た
神
話
集
。天
地
が
で
き
る
前
は
卵
の
中
の
よ
う
に
混
沌
と
し
て
お
り
、

そ
こ
に
誕
生
し
た
「
盤
古
」（Pángǔ

）
と
い
う
巨
神
が
一
万
八
千
年
を
か
け

て
天
地
を
押
し
広
げ
た
と
す
る
。 
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