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一　

水
戸
学
と
国
学
と
の
関
連
の
問
題
点

　

水
戸
学
は
寛
政
期
か
ら
内
憂
外
患
の
危
機
を
鋭
敏
に
感
じ
取
っ
て
、
思
想

形
成
を
開
始
し
た
。
欧
米
列
強
と
対
抗
で
き
る
国
家
を
建
設
す
る
た
め
の
、

新
た
な
国
家
論
を
構
築
す
る
た
め
で
あ
る
。
水
戸
学
は
そ
の
た
め
に
採
長
補

短
の
方
針
の
下
、
当
時
、
日
本
に
存
在
し
た
学
問
・
思
想
を
総
動
員
し
た
。

儒
者
で
あ
っ
た
彼
ら
が
儒
教
の
諸
学
派
に
学
ん
だ
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
世
界
を
知
る
た
め
に
は
蘭
学
の
成
果

を
採
り
入
れ
た
し
、
神
道
に
関
し
て
は
国
学
か
ら
多
大
の
影
響
を
受
け
た
。

　

し
か
し
、
水
戸
学
は
儒
教
を
全
面
的
に
否
定
す
る
国
学
に
反
発
し
て
、
表
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面
的
に
は
決
し
て
影
響
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
少
な

く
と
も
藤
田
幽
谷
・
会
沢
正
志
斎
の
段
階
ま
で
は
、
そ
う
で
あ
っ
た（
１
）。
た
と

え
ば
、
幽
谷
は
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
を
読
ん
で
い
た
が
、
次
の
よ
う

に
「
考
証
之
為
メ
」
に
は
「
便
利
」
な
書
だ
が
、「
無
識
の
男
」
の
「
風
教

に
有
レ
害
」
書
と
、
非
常
に
低
く
評
価
す
る
の
で
あ
る（
２
）。

扨
古
事
記
伝
之
儀
、
先
年
一
ト
通
繙
閲
候
所
、
故
事
考
証
之
為
メ
、
和

書
数
多
類
を
以
て
引
用
之
事
抔
見
合
候
に
便
利
な
る
事
も
有
レ
之
、
書

写
手
へ
相
懸
ケ
、
少
々
抄
録
等
い
た
さ
せ
申
候
事
も
有
レ
之
候
。
乍
レ
去 

其
著
者
之
人
無
識
の
男
と
存
候
。
其
議
論
ハ
大
に
風
教
に
有
レ
害
候
間
、

容
易
に
人
ニ
示
候
儀
ハ
迷
惑
に
存
候
程
ニ
有
レ
之
候
。

　

正
志
斎
も
同
様
で
あ
る
。
正
志
斎
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
、
師
幽

谷
の
学
問
を
継
承
し
た
自
己
の
学
問
を
総
合
的
に
論
述
し
た
『
下
学
邇
言
』

を
著
し
た
。
ま
た
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
は
幽
谷
の
学
説
を
箇
条
書

に
し
た
「
及
門
遺
範
」
を
著
し
た
。
両
書
に
お
い
て
正
志
斎
は
、
彼
ら
が
影

響
を
受
け
た
学
派
・
学
者
を
採
長
補
短
の
見
地
か
ら
批
評
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
儒
教
に
と
ど
ま
る（
３
）。
ほ
か
の
学
問
、
と
く
に
本
稿
で
問
題
と
す
る
国

学
に
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
及
門
遺
範
」
に

お
い
て
幽
谷
の
神
道
論
は
儒
教
的
な
神
天
合
一
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
近

時
、
皇
国
学
と
称
す
る
者
の
、
荒
唐
不
経
の
論
は
、
す
な
は
ち
取
ら
ざ
る
所

な
り（
４
）」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

水
戸
学
と
国
学
の
関
連
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
右
の

幽
谷
・
正
志
斎
の
否
定
的
な
姿
勢
の
た
め
に
、
そ
れ
は
具
体
的
で
は
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
、津
田
左
右
吉
は
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
』

に
お
い
て
、
水
戸
学
を
「
国
学
と
そ
の
影
響
」
の
章
で
取
り
上
げ
た
。
こ
こ

で
津
田
は
水
戸
学
と
国
学
の
同
異
を
多
々
指
摘
し
て
い
る
が
、
影
響
と
な
る

と
、「
そ
こ
に
国
学
の
影
響
が
あ
る
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
な
推
論
で
し
か
な
か
っ
た（
５
）。

　

尾
藤
正
英
の
「
水
戸
学
の
特
質
」
は
、
今
日
の
水
戸
学
論
を
方
向
づ
け
た

と
評
価
さ
れ
る
。尾
藤
は
一
般
に
徂
徠
学
を
重
視
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
尾
藤
は
「
水
戸
学
の
成
立
と
は
、
右
の
徂
徠
学
な
ら
び
に
国
学
の

影
響
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
、
国
学
も
重
要
な
要
素
と

し
て
指
摘
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
解
説
は
国
学
に
は
触
れ
ら
れ
ず
に
、
徂

徠
学
と
の
関
連
の
み
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た（
６
）。

　

最
近
で
は
渡
辺
浩
が
『
日
本
政
治
思
想
史
』
に
お
い
て
、『
新
論
』
の
序

文
冒
頭
の
一
節
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る（
７
）。

東
方
で
あ
る
こ
と
を
、
太
陽
・
天
皇
と
連
関
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
気
に
日
本
を
「
万
国
」
の
「
元
首
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
居
宣
長

か
ら
学
ん
だ
い
わ
ゆ
る
後
期
水
戸
学
の
成
立
で
あ
っ
た
。

　

細
か
な
議
論
は
こ
こ
で
は
避
け
る
が
、「
日
本
を｢

万
国｣

の｢

元
首｣

と
し
た
」
こ
と
が
、
な
ぜ
「
本
居
宣
長
か
ら
学
ん
だ
」
と
い
え
る
の
か
が
、

な
ん
ら
具
体
的
な
説
明
な
し
に
断
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
で
、私
は
昨
年
『
寛
政
期
水
戸
学
の
研
究
』

を
著
し
、
水
戸
学
と
国
学
の
関
連
に
関
し
て
、
大
き
く
二
点
論
じ
た
。

　

第
一
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
幽
谷
が
著
し
た
「
校
正
局
諸
学
士

に
与
ふ
る
の
書
」
に
お
い
て
書
名
更
改
を
主
張
し
た
第
三
の
理
由
で
あ
る
、

書
名
に
日
本
と
つ
け
る
べ
き
で
な
い
と
の
議
論
は
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』

の
「
書
記
の
論
ひ
」
に
学
ん
だ
と
指
摘
し
た（
８
）。
な
ぜ
そ
う
い
え
る
か
と
い
え

ば
、
第
一
に
論
旨
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
易
姓
革
命
の
あ
る

中
国
で
は
史
書
に
国
号
を
冠
し
て
識
別
す
る
が
、
天
照
の
子
孫
で
あ
る
天
皇

が
永
久
に
君
臨
す
る
日
本
で
は
、
そ
の
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
書
名
に
日
本
と
つ
け
る
の
は
、
外
国
と
識
別
す
る
た
め
か
と
の
論
旨
で

あ
る
。と
く
に
外
国
と
識
別
す
る
た
め
か
と
の
議
論
は
、見
落
と
せ
な
い
。「
校

正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（
９
）。

夫そ

れ
四
海
の
内
、
天
皇
の
照
臨
し
た
ま
ふ
所
は
、
日じ
つ

域い
き

に
あ
ら
ざ
る
は
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な
し
。
書
を
修
し
史
を
作
り
て
、命
ず
る
に
「
日
本
」
を
以
て
す
る
は
、

豈
に
異
邦
人
に
対
し
て
こ
れ
を
称
す
る
か
、
何
ぞ
そ
れ
拘
々
た
る
や
。

　

幽
谷
は
、『
大
日
本
史
』
の
書
名
は
「
異
邦
人
に
対
し
て
こ
れ
を
称
す
る

か
」
と
指
摘
し
た
。『
大
日
本
史
』
は
「
異
邦
人
」
を
対
象
に
し
て
書
か
れ

て
い
る
の
か
と
、
問
題
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
『
大
日
本
史
』

が
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
事
実
を
忘
れ
て
い
る
。
な
ぜ
漢
文
で
書
か
れ
た
の

か
。
当
時
、
学
問
と
い
え
ば
な
に
よ
り
も
漢
学
で
あ
り
、
中
国
語
が
学
問
を

中
心
と
し
て
、東
ア
ジ
ア
世
界
の
共
通
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
大
日
本
史
』

は
外
国
人
に
も
読
ま
れ
る
よ
う
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を

想
起
す
る
な
ら
ば
、
右
の
幽
谷
の
議
論
は
成
り
立
た
な
い
、
言
う
べ
か
ら
ざ

る
議
論
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幽
谷

が
右
の
よ
う
に
記
し
た
理
由
は
、
そ
れ
だ
け
強
く
宣
長
に
影
響
さ
れ
た
か
ら

で
あ
り
、「
書
記
の
論
ひ
」
の
次
の
文
に
共
感
し
た
か
ら
に
違
い
な
い）
（1
（

。

皇
国
は
、
天
地
の
共ム
ナ

遠ト
ホ

長ナ
ガ

く
天
津
日
嗣
続
坐
て
、
か
は
ら
せ
賜
ふ
こ
と

し
無
け
れ
ば
、
其
と
分
て
云
べ
き
に
あ
ら
ず
、
か
ゝ
る
こ
と
に
国ノ

名
を

あ
ぐ
る
は
、
並
ぶ
と
こ
ろ
あ
る
時
の
わ
ざ
な
る
に
、
是
は
何
に
対ム
カ

ひ
た

る
名
ぞ
や
、
た
ゞ
漢
国
に
対
へ
ら
れ
た
り
と
見
え
て
、
彼
に
辺へ

つ
ら
へ

る
題ナ

号
な
り
か
し
、

　

そ
の
う
え
、
書
名
に
日
本
を
冠
す
る
本
は
、
当
時
も
珍
し
く
な
か
っ
た
し
、

ほ
か
に
こ
の
種
の
議
論
は
聞
か
な
い
か
ら
、
書
名
に
日
本
と
つ
け
る
べ
き
で

な
い
と
の
議
論
は
宣
長
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。「
校
正
局
諸
学
士
に
与

ふ
る
の
書
」
は
、尊
王
絶
対
化
を
推
し
進
め
た
書
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

排
外
主
義
的
な
尊
王
論
で
あ
る
宣
長
の
思
想
が
、
大
き
く
作
用
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

第
二
に
、
水
戸
学
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
『
大
日
本
史
』
巻
頭
の

神
武
紀
首
に
、
天
照
以
来
五
代
の
皇
祖
神
の
世
系
を
書
き
加
え
た
。
そ
こ
に

は
天
壌
無
窮
の
神
勅
も
書
か
れ
た
。
水
戸
学
の
神
道
の
導
入
で
あ
る
。
享
和

三
年
は
立
原
翠
軒
が
失
脚
し
て
、
幽
谷
が
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
の
中
心

に
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
す
で
に
宣
長
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
幽
谷
が
、

「
神
代
ハ
怪
異
之
事
計
ニ
候
間
、
神
武
ノ
口
へ
も
難
レ
載
候
間
、
別
ニ
天
神

本
紀
・
地
神
本
紀
を
立
、
七
代
五
代
ノ
事
を
可
レ
書）
（（
（

」
と
の
徳
川
光
圀
の
『
大

日
本
史
』
編
纂
の
基
本
方
針
の
一
つ
を
曲
げ
て
、
神
道
導
入
を
断
行
し
た
の

で
あ
る
。

　

水
戸
学
は
前
期
以
来
、
闇
斎
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た
が
、
神
道
論
と
し

て
は
神
器
論
ま
で
で
あ
っ
て
、
天
壌
無
窮
の
神
勅
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

ま
た
、『
大
日
本
史
』
に
神
代
を
記
述
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
闇
斎
学
の

影
響
は
限
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
幽
谷
も
、

闇
斎
学
派
の
栗
山
潜
峰
の
『
保
建
大
記
』
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
学
問
を
始

め
た
。
し
か
し
、
正
志
斎
は
幽
谷
の
闇
斎
批
判
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
伝
え

る）
（1
（

。
山
崎
氏
、
節
義
に
磨
励
し
風
教
に
益
あ
り
。
然
る
に
狭
隘
僻
説
多
し
。

　

水
戸
学
は
歴
史
学
を
基
盤
に
し
て
い
る
。
当
時
、
そ
の
水
準
は
ほ
か
の
ど

こ
よ
り
も
高
か
っ
た
。
幽
谷
た
ち
水
戸
学
者
は
、「
狭
隘
僻
説
」
の
多
い
闇

斎
の
神
道
論
を
承
認
で
き
な
か
っ
た
、
と
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
の
点
、
宣
長
の
業
績
は
実
証
的
で
あ
っ
た
。『
古
事
記
伝
』
は
今
日
で

も
学
術
的
水
準
の
高
い
書
と
、
評
価
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

幽
谷
た
ち
水
戸
学
者
は
、
宣
長
の
学
説
、
神
道
論
を
支
持
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
人
、
幽
谷
の
み
で
な
く
、
彰
考
館
全
体
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。

彰
考
館
の
水
戸
学
者
た
ち
が
当
時
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
を
高
く
評
価
し

て
い
た
こ
と
は
、
次
の
事
実
が
十
分
に
物
語
っ
て
く
れ
る
。

　

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
当
時
、水
戸
の
彰
考
館
に
は
『
古
事
記
伝
』「
神

代
巻
」
が
備
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
の
分
は
な
か
っ
た
。
こ
の

年
六
月
、
江
戸
彰
考
館
は
未
刊
の
そ
の
あ
と
の
分
、
二
〇
巻
ほ
ど
を
借
り
た
。

そ
し
て
大
変
に
貴
重
視
し
て
、
江
戸
と
水
戸
の
彰
考
館
の
余
力
を
総
動
員
し
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て
、
一
一
月
ま
で
か
け
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
幽
谷
が
『
大
日
本
史
』
編
纂
事
業
の
中
心
に

な
っ
た
と
き
、
水
戸
学
は
神
道
を
導
入
し
た
。
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

理
由
は
、
一
人
幽
谷
の
み
で
な
く
、
水
戸
学
者
の
多
く
が
宣
長
を
す
で
に
評

価
し
て
い
た
か
ら
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
水
戸
学
は
皇
祖
神
天
照

を
絶
対
化
し
て
、
日
本
を
万
国
の
上
国
と
す
る
宣
長
の
論
旨
を
採
用
し
た
の

で
あ
る）
（1
（

。

　

右
の
よ
う
に
私
は
『
寛
政
期
水
戸
学
の
研
究
』
に
お
い
て
、
水
戸
学
が
国

学
か
ら
受
け
た
影
響
を
二
点
、
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
誠
に
水
戸

学
に
与
え
た
宣
長
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
で
、
宣
長
の
著
作
は
数
多
く
あ
り
、
幽
谷
た
ち
水
戸
学
者
が
参
考
に
し

た
の
は
、『
古
事
記
伝
』
の
み
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
点
、
私
は

右
拙
著
で
、「
校
正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
の
国
号
を
論
じ
た
部
分
は
、

宣
長
の
『
国
号
考
』
を
参
照
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
お
い

た）
（1
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
確
認
し
よ
う
と
思
う
。

二　
「
校
正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
の
国
号
論

　

寛
政
九
年（
一
七
九
七
）八
月
、『
大
日
本
史
』校
正
作
業
の
促
進
の
た
め
に
、

先
に
江
戸
に
到
着
し
て
い
た
幽
谷
は
、
盟
友
の
高
橋
坦
室
ら
と
立
原
翠
軒
の

到
着
を
待
っ
て
い
た
。
志
表
を
廃
止
し
て
紀
伝
の
み
で
『
大
日
本
史
』
の
完

成
と
す
る
翠
軒
の
方
針
に
対
し
て
、
志
表
を
編
纂
さ
せ
る
べ
く
決
着
を
つ
け

る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
月
二
二
日
に
江
戸
に
着
い
た
翠
軒
は
、
多

忙
の
た
め
に
取
り
あ
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
幽
谷
は
八
月
二
九
日
に
水
戸
の
同
僚
に
、「
校
正
局
諸
学
士
に

与
ふ
る
の
書
」を
送
っ
た
。
こ
の
書
で
幽
谷
は
書
名
更
改
を
提
起
す
る
一
方
、

志
表
の
編
纂
は
光
圀
の
意
志
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
幽
谷
は
一
〇
月

二
二
日
に
こ
れ
を
合
理
化
し
た
書
、『
修
史
始
末
』
を
執
筆
し
て
翠
軒
に
提

出
し
た
。
し
か
し
、
一
一
月
八
日
に
幽
谷
は
、
藩
主
徳
川
治
保
の
政
治
姿
勢

を
激
し
く
批
判
し
た
「
丁
巳
封
事
」
を
上
呈
し
た
た
め
に
、
役
禄
召
放
に
処

さ
れ
た
。
か
く
し
て
幽
谷
た
ち
は
勢
力
を
失
い
、
そ
の
主
張
も
こ
の
と
き
は

顧
慮
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
「
校
正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
は
、
天
皇
大
権
の
問
題
を
取
り
上
げ

て
論
じ
て
い
た
の
で
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
水
戸
学
を
代

表
す
る
論
文
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
幽
谷
自
身
が

『
修
史
始
末
』
に
、「
一
正
（
幽
谷
の
諱
）
近
く
か
つ
て
書
を
水
戸
の
同
僚
に

致
す
。
反
復
論
難
、
頗
る
弁
を
好
む
の
名
を
得）
（1
（

」
と
記
し
た
よ
う
に
、
き
わ

め
て
論
争
的
で
、
矛
盾
し
た
内
容
の
強
弁
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
点
は
今
回
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
書
名
更
改
を
求
め
た
幽
谷
は
、『
大

日
本
史
』
と
名
乗
る
べ
き
で
な
い
理
由
を
四
点
あ
げ
た
。
第
一
に
国
号
は
日

本
で
あ
っ
て
、
大
日
本
で
は
な
い
と
の
指
摘
で
あ
る
。
第
二
に
日
本
と
名
の

つ
く
書
は
勅
撰
の
書
で
あ
っ
て
、
私
撰
の
書
に
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
の

主
張
で
あ
る
。
第
三
に
易
姓
革
命
の
な
い
日
本
で
は
、
書
名
に
国
号
を
冠
す

る
必
要
は
な
い
と
の
論
理
で
あ
る
。
第
四
に
朝
廷
に
奏
上
し
な
い
の
は
、
朝

廷
を
軽
蔑
す
る
行
為
で
あ
る
と
の
議
論
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
四
不
可
」
で

あ
る）
（1
（

。

　

こ
の
う
ち
の
第
一
の
国
号
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、
幽
谷
は
多
分
に
宣
長
の

『
国
号
考
』
を
参
照
し
て
い
る
。
繁
を
厭
わ
ず
、
ま
ず
そ
の
議
論
を
左
に
掲

げ
よ
う）
（1
（

。
夫
れ
「
大
日
本
史
」
の
名
は
、
四
の
不
可
あ
り
。
蓋
し
天
朝
、
号
を
建

て
て
「
日
本
」
と
曰
ふ
を
聞
く
、
未
だ
そ
の
「
大
日
本
」
と
曰
ふ
を
聞

か
ざ
る
な
り
。
昔む
か
し者
、
太
祖
神
武
天
皇
、
始
め
て
大
和
の
地
に
都
し
た

ま
ひ
（
続
日
本
紀
に
「
天
平
九
年
十
二
月
丙
寅
、
大
倭
の
国
を
改
め
て
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大
養
徳
の
国
と
な
す
」「
十
九
年
三
月
辛
卯
、
旧
に
依
り
、
ま
た
大
倭

の
国
と
な
す
」
と
。
拾
芥
抄
に
「
天
平
勝
宝
中
、
大
倭
を
改
め
て
大
和

と
な
す
」と
。
倭
名
抄
に「
大
和
は
呼
び
て
於お

保ほ

夜や

万ま

止と

と
云
ふ
」と
）、

歴
朝
、
多
く
こ
れ
に
因
れ
り
。
漢
史
の
所
謂
「
大
倭
王
、
野
馬
台
国
に

居
る
」
と
は
、こ
れ
な
り
。
故
に
太
祖
に
「
神か
み
や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ

倭
磐
余
彦
」
の
号
あ
り
、

懿い

徳と
く・
孝
安
・
孝
霊
・
孝
元
の
四
帝
、
皆
そ
の
徽き
ご
う号
に
冠
す
る
に
、「
大
倭
」

の
名
を
以
て
す
。
蓋
し
居
地
に
因
り
て
以
て
号
と
な
す
な
り
。「
神
倭
」

「
大
倭
」
の
「
倭
」
は
、
旧
語
こ
れ
を
「
耶や

麻ま

騰と

」
と
謂
ふ
、
す
な
は

ち
「
野
馬
台
」
に
し
て
、
仮
り
に
漢
字
を
用
ふ
れ
ば
、
す
な
は
ち
こ
れ

を
「
倭
」
と
謂
ふ
（
古
事
記
に
、皆
「
倭
」
の
字
を
用
ひ
、絶
え
て
「
日
本
」

の
字
な
し
）。舎
人
親
王
の
書
紀
を
修
む
る
に
及
び
、始
め
て「
神
倭
」「
大

倭
」
に
換
ふ
る
に
、「
神
日
本
」「
大
日
本
」
の
字
を
以
て
す
。
蓋
し
天

朝
す
で
に
「
日
本
」
を
定
号
と
す
る
を
以
て
、
故
に
こ
れ
を
追
書
す
る

な
り
。
後
人
、
た
ま
た
ま
懿
徳
以
下
の
四
帝
に
「
大
日
本
」
の
号
あ
る

を
見
て
、
妄
り
に
以お
も

為え

ら
く
「
天
朝
の
号
を
建
つ
る
、
も
と
よ
り
大
日

本
と
曰
ふ
」
と
。
然
れ
ど
も
親
王
は
、
神
代
紀
の
「
大お
ほ
や
ま
と

日
本
」
の
下
に

お
い
て
、
注
し
て
曰
く
「
日
本
、
こ
れ
を
耶や

麻ま

騰と

と
云
ふ
。
下
こ
れ
に

傚な
ら

へ
」
と
。
そ
の
大
和
の
三
諸
山
を
書
し
て
、
ま
た
「
日や
ま
と本
の
国
の
三

諸
山
」
と
云
ふ
。
然
れ
ば
す
な
は
ち
所
謂
「
大
日
本
」
と
は
、
畿
内
の

大
和
の
地
を
指
し
て
言
ふ
こ
と
、
審
ら
か
な
り
。
そ
の
它た

、
或
は
畿
内

の
大
和
を
指
す
に
あ
ら
ず
し
て
「
大
日
本
」
と
称
す
る
は
、
西
蕃
の
天

朝
を
尊
崇
す
る
の
辞
に
し
て
、
我
が
定
号
に
あ
ら
ざ
る
な
り
（
天
智
紀

に
云
ふ
「
百
済
、
賊
の
計
る
と
こ
ろ
を
知
り
、
も
ろ
も
ろ
の
将
い
く
さ
の
き
みに
語

り
て
曰
く
、
今
、
聞
く
、
大
日
本
国
の
救す
く
いの
将
云
々
」
と
。
継
体
紀
の

注
に
曰
く
「
大
日
本
の
人
、蕃
女
を
娶と

り
て
生
め
る
を
韓か
ら

子こ

と
す
」
と
）。

故
に
そ
の
書
を
命
じ
て
「
日
本
紀
」
と
曰
ひ
、
未
だ
嘗
て
「
大
」
の
字

を
加
へ
ざ
り
し
な
り
。
蓋
し
孝
徳
の
御
宇
、
制
度
大
い
に
備
り
、
号
を

発
し
令
を
施
し
、
煥
乎
と
し
て
観
る
べ
し
。
そ
の
三
韓
の
使
臣
に
告
諭

し
て
、「
日
本
天
皇
詔
旨
」
と
曰
ふ
（
日
本
紀
、
大
化
元
年
）。
大
宝
中

に
令
を
定
む
る
に
逮お

よ

び
、
そ
の
大
事
を
以
て
蕃
国
の
使
に
宣
す
る
に
、

詔
書
の
式
は
、
全
く
大
化
の
制
と
同
じ
（
公
式
令
義
解
）。
当
時
、
西

蕃
を
遇
す
る
は
奴
隷
の
ご
と
く
に
し
て
、
し
か
も
未
だ
嘗
て
自
か
ら
は

「
大
日
本
」
と
称
せ
ざ
り
し
な
り
。
そ
の
後
、
国
史
を
勅
撰
し
、
実
録

を
修
す
る
は
、皆
命
ず
る
に「
日
本
」を
以
て
す
れ
ど
も
、未
だ
嘗
て「
大
」

の
字
を
加
へ
ざ
り
し
な
り
。
夫
れ
卯
金
・
典
午
の
世
、
臣
子
こ
れ
を
称

し
て「
大
漢
」「
大
晋
」と
曰
へ
ど
も
、班
固
の「
漢
書
」、王
隠
の「
晋
書
」、

皆
「
大
」
の
字
を
加
へ
ず
。
書
に
命
ず
る
の
体
は
、
も
と
よ
り
よ
ろ
し

き
と
こ
ろ
あ
る
な
り
。
況
ん
や
我
が
公
式
の
令
、実
録
の
書
は
、「
日
本
」

と
曰
ひ
て
「
大
日
本
」
と
曰
は
ざ
る
を
や
。
そ
の
「
大
日
本
」
と
曰
ふ

も
の
は
、
独
り
浮
屠
氏
の
文
に
こ
れ
あ
る
の
み
、
豈
に
拠
る
に
足
ら
ん

や
（
元
亨
釈
書
に
云
ふ
「
我
は
大
日
本
国
主
金
剛
大
王
の
子
」
と
。
ま

た
沙
門
奝ち
ょ
う
え
い
英
の
著
す
と
こ
ろ
に
、「
大
日
本
伝
」
あ
り
）。
こ
れ
そ
の
不

可
の
一
な
り
。

　

以
上
で
あ
る
。
次
に
念
の
た
め
に
用
語
な
ど
に
軽
く
注
解
を
加
え
て
お
こ

う
。

　
「
太
祖
神
武
天
皇
」　

水
戸
学
は
神
武
天
皇
を
太
祖
と
称
す
る
。
な
お
天
照

は
天
祖
と
称
す
る
。

　
「
漢
史
」　

後
漢
書
東
夷
伝
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
懿
徳
・
孝
安
・
孝
霊
・
孝
元
」　

四
帝
の
名
前
を
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

の
順
に
掲
げ
る）
（1
（

。
四
代
懿
徳
天
皇
は
、「
大お
ほ
や
ま
と
ひ
こ
す
き
と
も

倭
日
子
鉏
友
」「
大お
ほ
や
ま
と
ひ
こ
す
き
と
も

日
本
彦
耜
友
」。

六
代
孝
安
天
皇
は
、「
大お
ほ
や
ま
と
た
ら
し
ひ
こ
く
に
お
し
ひ
と

倭
帯
日
子
国
押
人
」「
日や
ま
と
た
ら
し
ひ
こ
く
に
お
し
ひ
と

本
足
彦
国
押
人
」。
七
代

孝
霊
天
皇
は
、「
大お
ほ
や
ま
と
ね
こ
ひ
こ
ふ
と
に

倭
根
子
日
子
賦
斗
邇
」「
大お
ほ
や
ま
と
ね
こ
ひ
こ
ふ
と
に

日
本
根
子
彦
太
瓊
」。
八
代

孝
元
天
皇
は
、「
大お

ほ
や
ま
と
ね
こ
ひ
こ
く
に
く
る

倭
根
子
日
子
国
玖
琉
」「
大お
ほ
や
ま
と
ね
こ
ひ
こ
く
に
く
る

日
本
根
子
彦
国
牽
」。

　
「
徽
号
」　
『
水
戸
学
』の
頭
注
で
は「
諡
号
」と
説
明
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。し
か
し
、
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実
在
し
た
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
綏
靖
か
ら
開
化
ま
で
の
欠
史
八
代
の
天

皇
の
名
前
に
関
し
て
『
日
本
書
紀
』
巻
第
四
の
補
注
、「
尊
号
と
国
風
諡
号
」

で
は
、「
こ
の
八
代
の
天
皇
の
名
は
、
応
神
以
後
の
尊
号
に
比
べ
て
著
し
く

荘
重
で
あ
り
、国
風
諡
号
的
な
性
質
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
、

「
こ
の
八
代
の
名
、
及
び
系
譜
関
係
に
は
後
世
的
な
造
作
性
が
著
し
い
と
い

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
神
武
天
皇
の
名
前

に
関
し
て
巻
第
三
の
補
注
、「
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
」
で
は
、「
神
日
本
磐
余

彦
天
皇
は
国
風
諡
号
と
見
て
も
よ
い
が
、国
風
で
諡
と
明
記
さ
れ
た
も
の
は
、

大
宝
三
年
持
統
天
皇
に
上
っ
た
大
倭
根
子
広
野
日
女
尊
に
始
ま
り
、
こ
れ
と

は
多
少
ち
が
う
感
じ
も
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）
11
（

。
要
す
る
に
実
在
し
な
い

開
化
ま
で
の
天
皇
の
名
前
は
、
後
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国

風
諡
号
的
で
あ
る
が
、
そ
の
制
度
の
な
い
時
代
に
あ
た
る
の
で
、
諡
号
と
は

い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
親
王
は
、
神
代
紀
の
「
大
日
本
」
の
下
に
お
い
て
、
注
し
て
曰
く
「
日

本
、こ
れ
を
耶や

麻ま

騰と

と
云
ふ
。
下
こ
れ
に
傚な
ら

へ
」
と
」　

こ
の
文
を
『
水
戸
学
』

の
頭
注
は
「
神
代
紀
上
第
一
段
本
文
」
と
す
る）
1（
（

が
、
神
代
紀
上
第
四
段
本
文

の
誤
記
で
あ
る）
11
（

。

　
「
西
蕃
」　
『
水
戸
学
』
の
頭
注
で
は
書
紀
を
引
用
し
て
、「
朝
鮮
諸
国
」
と

し
て
い
る）
11
（

。
こ
の
論
文
で
は
そ
う
理
解
し
て
よ
い
書
き
方
で
あ
る
が
、『
大

日
本
史
』
の
「
諸
蕃
伝
」
は
、
中
国
を
含
む
交
流
の
あ
っ
た
す
べ
て
の
諸
外

国
を
対
象
と
し
て
い
る）
11
（

。

　
「
日
本
紀
」　
『
日
本
書
紀
』
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
そ
の
三
韓
の
使
臣
に
告
諭
し
て
、「
日
本
天
皇
詔
旨
」
と
曰
ふ
（
日
本
紀
、

大
化
元
年
）。
大
宝
中
に
令
を
定
む
る
に
逮お

よ

び
、
そ
の
大
事
を
以
て
蕃
国
の

使
に
宣
す
る
に
、
詔
書
の
式
は
、
全
く
大
化
の
制
と
同
じ
（
公
式
令
義
解
）」

　

大
化
元
年
の
三
韓
へ
の
詔
旨
が
公
式
令
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て

は
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
五
の
補
注
、「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
」
に

次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
外
国
使
臣
に
対
す
る
詔
の
冒
頭
句
で
あ

る
が
、
公
式
令
で
は
、
大
事
を
蕃
国
に
宣
す
る
時
に
、
こ
の
十
字
を
以
て
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
全
く
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
」「
当
時
の
書

き
方
で
は
な
く
、
令
の
知
識
に
よ
っ
て
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
た
公
算
が
強
い）
11
（

」

と
。
従
う
べ
き
で
あ
る
。

　
「
そ
の
後
、
国
史
を
勅
撰
し
、
実
録
を
修
す
る
は
、
皆
命
ず
る
に
「
日
本
」

を
以
て
す
れ
ど
も
」　

国
史
・
実
録
と
は
六
国
史
の
こ
と
で
あ
る
。
書
紀
以

後
の
六
国
史
の
書
名
は
、『
続
日
本
紀
』『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』『
日

本
文
徳
天
皇
実
録
』『
日
本
三
代
実
録
』
で
あ
る
。

　
「
卯
金
・
典
午
」　

卯
金
は
漢
室
の
姓
「
劉
」
の
辺
を
表
し
て
漢
を
意
味
す

る
。
典
は
司
、
午
は
馬
で
、
晋
室
司
馬
氏
の
意
味
で
あ
る）
11
（

。

　
「
浮
屠
氏
」　
『
広
辞
苑
』
に
「
梵
語
Ｂ
ｕ
ｄ
ａ
ｈ
ａ　

中
央
ア
ジ
ア
で
は

Ｆ
ｕ
ｔ
ｏ　

覚
者
と
訳
す
」
と
あ
る
。
仏
教
の
僧
侶
の
意
味
で
あ
る
。

　
「
沙
門
奝ち
ょ
う
え
い
英
の
顕
す
と
こ
ろ
に
、「
大
日
本
伝
」あ
り
」　

奝
英
に
関
し
て
は
、

『
水
戸
学
』
の
頭
注
に
「
未
詳
」
と
あ
る）
11
（

。『
国
書
総
目
録
』
の
「
著
者
別
索

引
」
に
も
な
い
。
ま
た
「
大
日
本
伝
」
の
書
も
『
国
書
総
目
録
』
に
載
っ
て

い
な
い）
11
（

。
し
か
し
、
今
日
こ
の
書
は
失
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
当
時
、
彰

考
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

三　
『
国
号
考
』
と
の
比
較

　
『
国
号
考
』
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
秋
に
出
版
さ
れ
た
。
我
が
国
の

国
号
に
関
し
て
、「
大
八
嶋
国
」「
葦
原
中
国
」「
夜ヤ

麻マ

登ト

」「
倭
の
字
」「
和

の
字
」「
日
本
」「
豊
ま
た
大
て
ふ
称タ
タ
ヘ
コ
ト辞」
の
七
節
に
分
け
て
、
諸
文
献
に
基

づ
き
考
証
し
た
書
で
あ
る
。
本
書
の
初
稿
と
い
え
る
も
の
は
、
宝
暦
一
三
年

（
一
七
六
三
）
に
成
稿
さ
れ
た
『
石
上
私
淑
言
』
第
二
巻
に
記
さ
れ
た
国
号

の
記
載
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
書
を
宣
長
は
筐
底
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に
秘
し
て
、
人
に
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
書
写
さ
れ
た
の
は
、
享
和

元
年（
一
八
〇
三
）の
宣
長
没
後
で
あ
り
、出
版
は
文
化
一
三
年（
一
八
一
六
）

で
あ
っ
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
幽
谷
と
の
関
連
を
考
察
す
る
と
き
に
、
こ
の
書

を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
。

　
『
国
号
考
』
は
全
集
本
で
二
三
頁
し
か
な
い
。
宣
長
の
著
作
と
し
て
は
小

著
で
あ
る
。
し
か
し
、煩
雑
に
な
る
の
で
全
文
の
紹
介
は
せ
ず
に
、以
下
、「
校

正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
が
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
を
、
そ
れ

と
対
照
し
な
が
ら
順
次
紹
介
し
て
い
く
、
た
だ
し
、
幽
谷
の
論
文
名
は
長
い

の
で
、
以
下
本
稿
で
は
「
校
正
局
」
と
省
略
し
て
記
す
。

　
「
校
正
局
」
は
最
初
に
、「
蓋
し
天
朝
、
号
を
建
て
て
「
日
本
」
と
曰
ふ
を

聞
く
、
未
だ
そ
の
「
大
日
本
と
曰
ふ
を
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
に

対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
日
本
」
の
節
の
最
初
の
文
「
日ニ
ホ
ン本
と
は
、
も

と
よ
り
比ヒ

能ノ

母モ

登ト

と
い
ふ
号ナ

の
有
し
を
書
る
文
字
に
は
あ
ら
ず
、
異
国
へ
示

さ
ん
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
に
建
て
ら
れ
た
る
号
な
り）
1（
（

」
で
あ
る
。

　
「
校
正
局
」
は
続
け
て
、「
昔む
か
し者
、
太
祖
神
武
天
皇
、
始
め
て
大
和
の
地
に

都
し
た
ま
ひ
、（
注
略
）
歴
朝
、
多
く
こ
れ
に
因
れ
り
、（
中
略
）
故
に
太
祖

に「
神
倭
磐
余
彦
」の
号
あ
り
」と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』

「
夜
麻
登
」
の
節
の
「
夜ヤ

麻マ

登ト

と
い
ふ
は
、
も
と
畿ウ
チ
ツ
ク
ニ
内
な
る
大オ
ホ
ヤ
マ
ト和
一
国
の 

名
な
る
を
、
神
武
天
皇
此
国
に
大
宮
し
き
ま
せ
り
し
よ
り
し
て
、
後
の 

御
代
〳
〵
の
京
も
、
み
な
此
国
内
な
り
け
る
故
に
、
お
の
づ
か
ら
天
の
下
の

大オ
ホ
ナ名
に
も
な
れ
る
な
り
、（
中
略
）
か
く
し
て
神
武
天
皇
は
此
国
に
宮
し
き

ま
し
け
る
に
よ
り
て
、神
日
本
磐
余
彦
尊
と
大
御
名
を
称タ
タ
ヘ奉
れ
り）
11
（

」
で
あ
る
。

　

右
の
「
校
正
局
」
で
注
略
し
た
注
記
の
部
分
に
は
、「
続
日
本
紀
に
「
天

平
九
年
十
二
月
丙
寅
、
大
倭
の
国
を
改
め
て
大
養
徳
の
国
と
な
す
」「
十
九

年
三
月
辛
卯
、
旧
に
依
り
、
ま
た
大
倭
の
国
と
な
す
」
と
」
と
あ
る
。
こ
れ

に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
和
の
字
」の
節
の「
さ
て
聖
武
天
皇
の
御
代
、

天
平
九
年
十
二
月
丙
寅
、
改
二
大
倭
国
一
為
二
大オ
ホ

養ヤ
マ

徳ト

国
一
、
同
十
九
年
辛
卯
、

改
二
大
養
徳
国
一
依
レ
旧
為
二
大
倭
国
一
」
と
あ
れ
ば）
11
（

」
で
あ
る
。

　
「
校
正
局
」
の
注
略
し
た
注
記
は
続
け
て
、「
拾
芥
抄
に
「
天
平
勝
宝
中
、

大
倭
を
改
め
て
大
和
と
な
す
」
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国

号
考
』「
和
の
字
」
の
節
の
「
拾
芥
抄
に
も
、
天
平
勝
宝
年
月
日
改
為
二
大

和
一
と
あ
り）
11
（

」
で
あ
る
。

　
「
校
正
局
」
の
注
略
し
た
注
記
は
さ
ら
に
続
け
て
、「
和
名
抄
に
「
大
和
は

呼
び
て
於お

保ほ

夜や

万ま

止と

と
云
ふ
」
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国

号
考
』「
豊
ま
た
大
て
ふ
称
辞
」
の
節
の
「
大
和
と
書
た
る
は
、
か
な
ら
ず

意オ

富ホ

夜ヤ

麻マ

登ト

と
よ
む
こ
と
な
り
、
和
名
抄
に
、
畿
内
の
大
倭
も
、
又
そ
の
国

の
城シ
キ
ノ
シ
モ下
郡
な
る
大
和
郷
も
、
と
も
に
於オ

保ホ

夜ヤ

万マ

止ト

と
あ
る
を
も
て
知
べ
し）
11
（

」

で
あ
る
。

　
「
校
正
局
」
本
文
は
続
け
て
、「
懿い

徳と
く

・
孝
安
・
孝
霊
・
孝
元
の
四
帝
、
皆

そ
の
徽
号
に
冠
す
る
に
、「
大
倭
」
の
名
を
以
て
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対

応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
豊
ま
た
大
て
ふ
称
辞
」
の
節
の
「
大
倭
と
い
へ

る
も
、
古
事
記
の
景
行
天
皇
御
段
に
、
熊
曽
建
が
詞
に
、
大
倭
国
と
見
え
、

ま
た
懿
徳
天
皇
孝
安
天
皇
孝
霊
天
皇
孝
元
天
皇
な
ど
の
大
御
名）
11
（

」
で
あ
る
。

次
の
「
校
正
局
」
の
「
蓋
し
居
地
に
因
り
て
以
て
号
と
な
す
な
り
」
の
文
も
、

こ
の
文
章
と
先
の
神
武
天
皇
の
名
を
説
明
し
た
文
章
と
が
典
拠
と
な
っ
て
い

る
と
み
な
せ
る
。

　
「
校
正
局
」
は
次
に
「「
神
倭
」「
大
倭
」
の
「
倭
」
は
、
旧
語
こ
れ
を

「
耶や

麻ま

騰と

」
と
謂
ふ
。」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
倭

の
字
」
の
節
の
「
夜
麻
登
と
い
ふ
に
、
や
が
て
此
倭
字
を
あ
て
て
書ク

事
は
、

い
と
〳
〵
古
よ
り
の
こ
と
と
見
え
た
り）
11
（

」
で
あ
る
。

　
「
校
正
局
」
は
続
け
て
、「
す
な
は
ち
「
野
馬
台
」
に
し
て
、
仮
り
に
漢
字

を
用
ふ
れ
ば
、
す
な
は
ち
こ
れ
を
「
倭
」
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応

す
る
の
は
論
旨
は
狂
う
が
、『
国
号
考
』「
倭
の
字
」
の
節
の
「
さ
て
此
倭
の

字
、
も
ろ
こ
し
よ
り
名
づ
け
た
る
は
、
大オ
ホ
ナ名
の
み
に
て
、
畿
内
の
や
ま
と
を
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ば
、
皇
国
人
の
い
へ
る
を
聞
て
か
け
り
と
お
ぼ
し
く
て
、
後
漢
書
魏
志
な
ど

に
耶ヤ

馬マ

台ト

、
隋
書
北
史
な
ど
に
も
耶ヤ

摩マ

堆ト

と
い
へ
り）
11
（

」
で
あ
る
。「
校
正
局
」

の
前
文
中
で
典
拠
を
し
め
さ
な
か
っ
た
「
漢
史
の
所
謂
「
大
倭
王
、
野
馬
台

に
居
る
」
と
は
、
こ
れ
な
り
」
は
、
ま
さ
に
『
後
漢
書
』
の
記
載
そ
の
ま
ま

で
あ
る）
11
（

。

　
「
校
正
局
」
は
こ
こ
に
注
記
し
て
、「
古
事
記
に
、
皆
「
倭
」
の
字
を
用
ひ
、

絶
え
て「
日
本
」の
字
な
し
」と
あ
る
。こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
日

本
」
の
節
の
「
古
事
記
は
、大
化
の
年
よ
り
は
る
か
に
後
に
出
来
つ
れ
ど
も
、

す
べ
て
の
文
字
も
何
も
、
ふ
る
く
書
伝
へ
た
る
ま
ま
に
し
る
さ
れ
て
、
夜
麻

登
に
も
み
な
倭
字
を
の
み
か
き
て
、
日
本
と
か
ゝ
れ
た
る
所
は
ひ
と
つ
も
な

き
を）
11
（

」
で
あ
る
。

　

次
に
「
校
正
局
」
に
は
、「
舎
人
親
王
の
書
紀
を
修
む
る
に
及
び
、
始
め

て
「
神
倭
」「
大
倭
」
に
換
ふ
る
に
、「
神
日
本
」「
大
日
本
」
の
字
を
以
て
す
。

蓋
し
天
朝
す
で
に
「
日
本
」
を
定
号
と
す
る
を
以
て
、
故
に
こ
れ
を
追
書
す

る
な
り
」と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
日
本
」の
節
の「
さ

て
此
号
を
建
ら
れ
た
る
は
、
い
づ
れ
の
御
代
ぞ
と
い
ふ
に
、
ま
づ
古
事
記
に

此
号
見
え
ず
、
又
書
紀
皇
極
天
皇
の
御
巻
ま
で
に
、
夜
麻
登
と
い
ふ
に
日
本

と
か
ゝ
れ
た
る
は
、
後
に
此
紀
を
撰
ば
れ
し
時
に
、
改
め
ら
れ
た
る
物
に
し

て
、
そ
の
か
み
の
文
字
に
は
あ
ら
ざ
る
を
、（
中
略
）
か
ゝ
れ
ば
こ
の
日ニ
ホ
ン本

と
い
ふ
号
は
、
孝
徳
天
皇
の
御
世
、
大
化
元
年
に
は
じ
め
て
建
ら
れ
た
る
こ

と
い
ち
じ
る
し）
1（
（

」
で
あ
る
。

　

続
け
て
「
校
正
局
」
に
は
、「
後
人
、
た
ま
た
ま
懿
徳
以
下
の
四
帝
に
「
大

日
本
」
の
号
あ
る
を
見
て
、
妄
り
に
以お
も

為え

ら
く
「
天
朝
の
号
を
建
つ
る
、
も

と
よ
り
大
日
本
と
曰
ふ
」
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』

「
夜
麻
登
」
の
節
の
「
神
日
本
磐
余
彦
尊
と
大
御
名
を
称タ
タ
ヘ
マ
ツ
奉
れ
り
、
然
る
を

か
へ
り
て
、
此
大
御
名
よ
り
起
り
て
国
の
名
と
も
な
れ
り
と
い
ふ
は
、
い
み

し
き
ひ
が
こ
と
な
り）

11
（

」
で
あ
る
。
こ
れ
は
懿
徳
以
下
の
四
帝
の
「
大
日
本
」

で
は
な
く（
正
確
に
は
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、孝
安
の
書
紀
の
名
に
は「
大
」

が
つ
い
て
い
な
い
）、
神
武
の
「
神
日
本
」
で
あ
る
が
、
後
人
が
誤
解
し
た

元
と
説
く
発
想
を
、
想
起
さ
せ
た
文
と
思
わ
れ
る
。
後
人
と
は
誰
か
記
し
て

い
な
い
が
、
む
し
ろ
幽
谷
自
身
が
こ
こ
か
ら
国
号
は
大
日
本
で
な
い
と
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

続
け
て
「
校
正
局
」
に
は
、「
然
れ
ど
も
親
王
は
、
神
代
紀
の
「
大
日
本
」

の
下
に
お
い
て
、
注
し
て
曰
く
「
日
本
、
こ
れ
を
耶や

麻ま

騰と

と
云
ふ
。
下
こ
れ

に
傚な
ら

へ
」
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
日
本
」
の

節
の
「
夜ヤ

麻マ

登ト

と
い
ふ
に
、
日
本
と
い
ふ
も
じ
を
用
る
こ
と
は
、
書
紀
よ
り

は
じ
ま
れ
り
、
そ
は
い
ま
だ
例
な
き
事
に
て
、
世
人
の
ま
ど
ふ
べ
き
故
に
、

神
代
巻
に
、
日
本
云
二

耶ヤ

麻マ

騰ト
一
、
下
皆
效ナ
ラ
ヘレ

此
、
と
い
ふ
訓
注
は
あ
る
な

り）
11
（

」
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
校
正
局
」
は
高
ら
か
に
宣
言
す
る
。「
然
れ
ば
す
な
は
ち
所
謂

「
大
日
本
」
と
は
、
畿
内
の
大
和
の
地
を
指
し
て
言
ふ
こ
と
、
審
ら
か
な
り
」

と
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
豊
ま
た
大
て
ふ
称
辞
」
の
節
の

「
但
し
諸
国
の
名
、
皆
必
二
字
に
書ク

べ
し
と
の
御
定
な
れ
ば
、
畿
内
の
国
名
、

又
そ
の
郷
名
に
は
、
必
大
字
を
添
書
て
、
意オ

富ホ

夜ヤ

麻マ

登ト

と
訓ヨ
ム

ぞ
正
し
か
り
け

る）
11
（

」
で
あ
る
。

　

次
に
「
校
正
局
」
は
続
い
て
、
我
が
国
を
「「
大
日
本
」
と
称
す
る
は
、

西
蕃
の
天
朝
を
尊
崇
す
る
の
辞
」
と
指
摘
す
る
が
、『
国
号
考
』
に
は
該
当

す
る
箇
所
は
な
い
。
幽
谷
は
自
説
を
補
う
た
め
に
、
独
自
に
加
え
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
日
本
」
と
「
大
日
本
」
の
用
語
を
め
ぐ
る
解
釈
が

問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
多
く
の
古
典
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は

そ
れ
と
違
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
「
西
蕃
」
の
「
大
日
本
」

の
使
用
例
の
指
摘
で
あ
る
。当
時
、幽
谷
は
彰
考
館
編
修
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、

指
摘
さ
れ
た
二
例
の
史
実
は『
大
日
本
史
』「
諸
蕃
伝
」に
記
さ
れ
て
い
る
。「
天

智
紀
」
の
は
、
白
村
江
の
戦
の
直
前
に
、
日
本
の
援
将
廬
原
君
が
到
着
し
た
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と
き
の
記
事
で
あ
る
。
な
お
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
大
日
本
国
之
救
将）
11
（

」
と

あ
る
が
、『
大
日
本
史
』
で
は
「
日
本
将
軍）
11
（

」
と
あ
る
。「
継
体
紀
」
の
は
、

任
那
の
使
が
毛
野
臣
の
暴
政
を
朝
廷
に
訴
え
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
幽
谷

が
「
校
正
局
」
に
引
用
し
た
の
は
、
毛
野
臣
に
殺
さ
れ
た
吉
備
韓
子
那
多
利

の
名
前
の
由
来
の
注
記
で
あ
る）
11
（

。
な
お
『
大
日
本
史
』
に
は
、
吉
備
韓
子
那

多
利
が
殺
さ
れ
た
箇
所
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い）
11
（

。

　

し
た
が
っ
て
、『
大
日
本
史
』
紀
伝
の
完
成
の
た
め
に
校
正
に
勤
し
ん
で

い
た
幽
谷
が
、『
大
日
本
史
』
を
参
考
に
し
て
『
日
本
書
紀
』
に
あ
た
り
、

こ
れ
ら
「
大
日
本
」
の
用
例
を
知
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
づ
か
し
い
問
題

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
「
校
正
局
」
は
、「
日
本
紀
」
の
書
名
を
指
摘
し
て
か
ら
、「
蓋
し
孝

徳
の
御
宇
、
制
度
大
い
に
備
り
、
号
を
発
し
令
を
施
し
、
煥
乎
と
し
て
観
る

べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
日
本
」
の
節
の
「
す

べ
て
此
孝
徳
の
御
世
に
は
、
年ミ
ヨ
ノ
ナ号
な
ど
も
始
ま
り
、
そ
の
外
も
新
に
定
め
ら

れ
つ
る
事
ど
も
多
か
れ
ば）
11
（

」
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
化
の
改
新
は
宣
長
を
引

く
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
学
会
に
あ
っ
て
も
常
識
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
続
け
て
「
校
正
局
」
に
は
、「
そ
の
三
韓
の
使
臣
に
告
諭
し
て
、

「
日
本
天
皇
詔
旨
と
曰
ふ
（
日
本
紀
、
大
化
元
年
）」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応

す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
日
本
」
の
節
の
「
大
化
元
年
秋
七
月
丁
卯
朔
丙

子
、高
麗
百
済
新
羅
並ミ
ナ

遣
レ
使
進
レ
調
云
々
、巨
勢
徳
大ノ

臣
詔
二
於
高
麗
使
一
曰
、

明
神
御シ
ロ
シ
メ
ス

二
宇
日ニ
ホ
ン本

一
天
皇
詔
旨
云
々
、
又
詔
二
於
百
済
使
一
曰
、
明
神
御
宇
日

本
天
皇
詔
旨
云
々
と
見
え
た
る
、
こ
れ
ぞ
新
に
日ニ
ホ
ン本
と
い
ふ
号
を
建タ
テ

て
、
示

し
た
ま
へ
る
は
じ
め
な
り
け
る）
11
（

」
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
続
け
て
「
校
正
局
」
に
は
、「
大
宝
中
に
令
を
定
む
る
に
逮お
よ

び
、

そ
の
大
事
を
以
て
蕃
国
の
使
に
宣
す
る
に
、
詔
書
の
式
は
、
全
く
大
化
の
制

と
同
じ（
公
式
令
義
解
）」と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
日

本
」の
節
の「
公
式
令
詔
書
式
に
、明
神
御
宇
大
八
嶋
天
皇
詔
旨
と
あ
る
を
ば
、

義
解
に
、
用
二
於
朝
廷
大
事
一
之
辞
也
と
い
ひ
、
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨

と
あ
る
を
ば
、
以
二
大
事
一
宣
二
於
蕃
国
使
一
之
辞
也
、
と
い
へ
る）
1（
（

」
で
あ
る
。

　

ま
た
「
校
正
局
」
に
、「
臣
子
こ
れ
を
称
し
て
「
大
漢
」「
大
晋
」
と
曰
へ

ど
も
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、『
国
号
考
』「
豊
ま
た
大
て
ふ
称

辞
」
の
節
の
「
も
ろ
こ
し
の
国
に
て
、
当
代
の
国
号
を
た
ふ
と
み
て
、
大
漢

大
唐
な
ど
い
ふ）
11
（

」
で
あ
る
。

　
「
校
正
局
」
と
『
国
号
考
』
と
が
対
応
す
る
箇
所
は
以
上
で
あ
る
。
正
確

に
細
か
く
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
箇
所
に
『
国
号
考
』
か
ら
、
よ
り
簡
略
な

文
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
幽
谷
が
「
校
正
局
」
で
国

号
を
考
察
す
る
史
料
的
な
準
備
は
、『
国
号
考
』
に
ほ
ぼ
完
備
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
私
が
、
幽
谷
は
『
国
号
考
』
を
参
照
し
て
、「
校
正
局
」
の
四

不
可
の
第
一
を
書
い
た
と
認
め
る
所
以
で
あ
る
。

四　

幽
谷
は
『
国
号
考
』
を
参
照
し
た

　

私
は
右
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、幽
谷
は
宣
長
の
『
国
号
考
』
を
参
照
し
て
、

「
校
正
局
」
四
不
可
の
第
一
を
執
筆
し
た
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
断
言

す
る
に
は
憚
ら
れ
る
問
題
が
、
二
点
あ
る
。
第
一
に
、
幽
谷
は
水
戸
学
の
始

祖
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
大
学
者
で
あ
っ
た
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
第
二
に
、
幽
谷
と
宣
長
と
で
は
問
題
意
識
が
違
う
点
で
あ
る
。

　

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）、
幽
谷
は
か
ぞ
え
で
二
四
歳
の
青
年
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
年
齢
は
問
題
に
し
な
く
て
も
よ
い
。
幽
谷
は
神
童
と
称
賛
さ
れ
た

ほ
ど
の
、
早
熟
の
天
才
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）
11
（

。
し
か
も
「
校
正
局
」
で
国

号
を
考
察
す
る
典
拠
に
し
た
の
は
、
奈
良
・
平
安
期
の
古
典
で
あ
る
。
彰
考

館
に
は
当
然
、
所
蔵
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
の
編
修
で
あ
っ
た
幽

谷
は
、
こ
れ
ら
の
古
典
に
通
暁
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
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通
暁
す
べ
き
古
典
は
古
代
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。『
大
日
本
史
』

が
対
象
と
し
た
、
南
北
朝
以
前
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
古
代
の
古
典
は
数
す

く
な
い
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
一
五
歳
で
彰
考
館
に
入
り
、
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）
一
八
歳
で
編
修
に
な
っ
た
幽
谷
に
と
っ
て）
11
（

、
古
代
の
古
典
に

通
暁
す
る
こ
と
は
、十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
う
え
、私
は
「
校
正
局
」
と
『
国
号
考
』
と
の
対
応
関
係
を
指
摘
し
た
が
、

そ
れ
は
す
べ
て
に
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
仏
教
関
係
の
古
典
は『
国
号
考
』

に
な
く
、
対
応
関
係
に
な
い
。
存
在
の
疑
わ
し
い
奝
英
「
大
日
本
伝
」
は
と

も
か
く
と
し
て
、『
元
亨
釈
書
』
は
見
落
と
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
幽
谷

は
独
自
の
力
で
執
筆
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
幽
谷
と
宣
長
は
問
題
意
識
が
違
っ
て
い
た
。
幽
谷
は
、
我
が
国

の
国
号
は
日
本
で
あ
っ
て
、
大
日
本
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
宣
長
は
『
国
号
考
』
で
各
種
の
日
本
の
国
号
に
関
し
て
考
証
し
た
。
そ

こ
で
、
よ
り
重
要
な
点
は
、
結
論
が
違
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
幽
谷
の
論

旨
は
乱
雑
で
あ
る
。
こ
の
点
は
あ
と
で
論
じ
る
と
し
て
、
い
わ
ん
と
し
て
い

る
要
点
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
神
武
天
皇
以
来
、
初
期
の
天
皇
は

「
大お
ほ
や
ま
と
和
」
に
都
し
た
の
で
、
懿
徳
以
下
の
四
帝
の
名
前
に
は
居
地
に
ち
な
ん

で
「
大お
ほ
や
ま
と倭」
が
つ
い
て
い
る
。
国
号
を
日
本
と
定
め
た
あ
と
に
編
纂
さ
れ
た

『
日
本
書
紀
』
は
、
そ
れ
を
「
大お
ほ
や
ま
と

日
本
」
と
追
書
し
た
。
し
た
が
っ
て
、「
大

日
本
」
と
は
畿
内
の
大
和
の
意
味
で
あ
る
と
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
宣
長
は
着
実
に
分
析
し
て
、「
や
ま
と
」
に
は
四
つ
の

意
味
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
原
義
は
畿
内
の
大
和
で
あ
る
が
、
神
武
天
皇
以

来
、
都
と
し
た
の
で
、
日
本
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
第
三
節
に
も

引
用
し
た
が
、
次
の
よ
う
に
説
く）
11
（

。

夜
麻
登
と
い
ふ
は
、
も
と
畿
内
な
る
大
和
一
国
の
名
な
る
を
、
神
武
天

皇
此
国
に
大
宮
し
き
ま
せ
り
し
よ
り
し
て
、
後
の
御
代
〳
〵
の
京
も
、

み
な
此
国
内
な
り
け
る
故
に
、
お
の
づ
か
ら
天
の
下
の
大オ

ホ

名ナ

に
も
な
れ

る
な
り
。

　

さ
ら
に
「
や
ま
と
」
は
本
州
と
都
の
意
味
に
も
な
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る）

11
（

。

そ
も
〳
〵
神
代
よ
り
、
大
八
嶋
国
葦
原
中
国
な
ど
い
ひ
し
に
、
其
号
を

あ
げ
ず
し
て
、
生
二
大オ
ホ
ヤ
マ
ト

日
本
一
と
し
も
い
へ
け
る
は
い
か
に
と
い
ふ
に
、

か
の
二
つ
の
号
は
、
八ヤ

洲シ
マ

を
惣ス
ベ

た
る
大オ
ホ
ナ号
な
る
に
、
こ
れ
は
そ
の
う
ち

の
七ナ
ナ
シ
マ洲
を
の
ぞ
き
て
、
一ヒ
ト
シ
マ洲
を
い
ふ
所
な
れ
ば
な
り
、
か
く
て
此
一
洲

の
大
号
は
別
に
な
き
故
に
、
し
ば
ら
く
大オ
ホ
ヤ
マ
ト

日
本
と
は
い
へ
り
、
夜
麻
登

は
一
国
の
名
な
る
が
、
天
の
下
の
大
号
に
も
な
り
、
又
一
国
の
内
に
て
、

わ
き
て
京ミ
ヤ
コ師
を
さ
し
て
も
い
ひ
て
、
広
く
も
狭
く
も
用
ひ
ら
る
ゝ
号
な

る
が
故
な
り
、

　

な
お
宣
長
は
「
倭
」
は
中
国
で
は
日
本
の
意
味
で
あ
っ
て
、
畿
内
の
大
和

を
「
邪
馬
台
」
な
ど
と
呼
ん
だ
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た（
（5
（

。

さ
て
此
倭
字
、
も
ろ
こ
し
よ
り
名
づ
け
た
る
は
、
大
号
の
み
に
て
、
畿

内
の
や
ま
と
を
ば
、皇
国
人
の
い
へ
る
を
聞
て
か
け
り
と
お
ぼ
し
く
て
、

後
漢
書
魏
志
な
ど
は
邪ヤ

馬マ

台ト

、隋
書
北
史
な
ど
に
も
邪ヤ

摩マ

堆ト

と
い
へ
り
、

　

そ
れ
で
は
宣
長
は
、「
大
日
本
」
の
「
大
」
を
ど
う
理
解
し
た
か
と
い
え
ば
、

「
称タ
タ
ヘ
コ
ト
辞
」
と
と
ら
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）
11
（

。

葦
原
中
国
秋
津
嶋
な
ど
に
、
豊
て
ふ
言
を
冠
ら
せ
て
、
豊
葦
原
中
国
豊

秋
津
嶋
と
い
ひ
、
八
嶋
倭
な
ど
に
は
、
大
て
ふ
言
を
冠
ら
せ
て
、
大
八

嶋
大
倭
と
い
ふ
、
こ
れ
ら
の
国
号
の
み
に
あ
ら
ず
、
凡
て
豊
と
も
大
と

も
い
へ
る
例
多
き
、
み
な
上
つ
代
の
称
辞
な
り
、

　

す
な
わ
ち
、「
倭
＝
日
本
」
と
「
大
倭
＝
大
日
本
」
と
の
意
味
上
の
違
い

を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
畿
内
の
大
和
の
読
み
は
『
和
名
抄
』
に

あ
る
よ
う
に
、「
意オ

富ホ

夜ヤ

麻マ

登ト

」
と
読
む
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由

は
「
和
」
の
み
で
「
夜ヤ

麻マ

登ト

」
で
あ
り
、朝
廷
は
「
大
」
を
添
え
て
「
大
和
」

と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
た（
（5
（

。
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大
和
と
書カ
キ

た
る
は
、
か
な
ら
ず
意オ

富ホ

夜ヤ

麻マ

登ト

と
よ
む
こ
と
な
り
、
和
名

抄
に
、
畿
内
の
大
倭
も
、
又
そ
の
国
の
城
シ
キ
ノ
シ
モ下
郡
な
る
大
和
郷
も
、
と
も

に
於オ

保ホ

夜ヤ

万マ

止ト

と
あ
る
を
も
て
知
べ
し
、（
中
略
）
た
ゞ
夜ヤ

麻マ

登ト

と
い

ふ
に
は
、
和
字
の
み
か
け
り
、
但
し
諸
国
の
名
、
又
郡
郷
の
名
、
皆
必

二
字
に
書ク

べ
し
と
の
お
定
な
れ
ば
、
畿
内
の
国
名
、
又
そ
の
郷
名
に
は
、

必
大ノ

字
を
添
書
て
、
意オ

富ホ

夜ヤ

麻マ

登ト

と
訓ヨ
ム

ぞ
正
し
か
り
け
る
、

　

宣
長
の
見
解
を
念
頭
に
お
い
て
、
幽
谷
の
論
旨
を
点
検
し
て
み
よ
う
。
第

一
に
、
神
武
天
皇
以
下
の
名
前
は
大お
ほ
や
ま
と
和
に
都
し
た
の
で
、
こ
れ
に
ち
な
ん
だ

「
大お
ほ
や
ま
と
倭
」
が
つ
い
て
い
る
と
は
、
懿
徳
以
下
の
四
帝
に
は
妥
当
で
あ
る
が
、

神
武
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

　

第
二
に
、『
後
漢
書
』
の
「
大
倭
王
、野
馬
台
国
に
居
る
」
の
意
味
は
、「
日

本
の
君
主
は
野
馬
台
に
居
住
す
る
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
野
馬
台
」
は
畿

内
の
大
和
で
あ
る
。
こ
れ
を
幽
谷
流
に
「
大
倭
」
を
畿
内
の
大
和
と
す
る
と
、

お
か
し
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、幽
谷
は
次
に
、「
倭
」は「
邪や

麻ま

騰と

」で
あ
り
、

「
野
馬
台
」
で
あ
る
と
い
い
、「
古
事
記
に
、
皆
「
倭
」
の
字
を
用
ひ
、
絶
え

て
「
日
本
」
の
字
な
し
」
と
注
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
野

馬
台
」
は
日
本
の
意
味
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
『
邪
馬
台
』
は

「
魏
志
倭
人
伝
」
を
典
拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
幽
谷
は
「
や
ま
と
」

の
用
語
の
使
用
例
を
整
然
と
使
い
分
け
て
い
な
い
。

　

第
三
点
も
同
様
で
、
幽
谷
は
「
親
王
は
、
神
代
紀
の
「
大
日
本
」
の
下
に

お
い
て
、
注
し
て
曰
く
「
日
本
、
こ
れ
を
邪や

馬ま

騰と

と
云
ふ
。
下
こ
れ
に
傚な
ら

へ
」

と
」
と
述
べ
た
が
、こ
の
注
を
つ
け
た
語
は
「
大
日
本
豊
秋
津
洲
」
で
あ
り
、

こ
の
「
大
日
本
」
は
宣
長
も
述
べ
る
よ
う
に
、
本
州
の
意
味
で
あ
る）
11
（

。
続
け

て
幽
谷
は
「
日や
ま
と本
の
国
の
三
諸
山
」
を
引
用
す
る
が
、「
吾
は
日や
ま
と本
国
の
三

諸
山
に
住
ま
ん
と
欲お
も

ふ）
1（
（

」
と
、
大
己
貴
神
の
幸
魂
奇
魂
が
述
べ
た
場
所
は
、

畿
内
の
大
和
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幽
谷
の
よ
う
に
、「「
大
日
本
」
と
は
、

畿
内
の
大
和
の
地
を
指
し
て
言
ふ
」
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

幽
谷
を
大
学
者
と
と
ら
え
る
の
は
、
国
体
論
を
形
成
し
て
い
っ
た
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
実
は
完
成
し
た
思
想
家

と
は
い
え
な
い
、
ま
と
ま
っ
た
著
作
さ
え
残
せ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る）

11
（

が
、

歴
史
学
者
と
し
て
は
お
よ
そ
評
価
す
る
に
値
し
な
い
と
私
は
認
め
て
い
る
。

　

右
の
「
校
正
局
」
の
論
旨
も
粗
雑
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
が
直
接
の
目
的

と
し
た
書
名
の
勅
賜
は
光
圀
の
意
志
で
あ
る
、と
の
論
証
も
同
様
で
あ
っ
た
。

『
修
史
始
末
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
安
積
澹
泊
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
の
粗

雑
さ
は
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
光
圀
の
意
志
は
光
圀
の
言
動
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
光
圀
は
『
大
日
本
史
』
編
纂
の

構
想
や
目
的
な
ど
に
関
し
て
、
ほ
と
ん
ど
な
に
も
語
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
に
光
圀
に
つ
ぐ
前
期
の
権
威
で
あ
る
澹
泊
に
依
拠
し
た
が
、
こ
の
場
合
、

少
な
く
と
も
澹
泊
の
発
言
の
確
実
性
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
作
業
は
な
い
。
む
し
ろ
、
光
圀
に
信
頼
さ
れ
た
澹
泊
の
発
言
は

光
圀
の
意
志
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
と
信
じ
込
ん
で
、
澹
泊
の
発
言
と
い
え

な
い
も
の
を
澹
泊
の
発
言
と
し
て
依
拠
す
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　

幽
谷
は
論
理
的
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
古
典
に
関
し
て
も
十
分
な

知
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
端
的
に
物
語
る
の
が
、
塙
保
己
一
へ

の
原
典
校
正
の
依
頼
で
あ
る
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
『
大
日
本
史
』

紀
伝
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
紀
伝
の
校
正
を
始
め
た
と
き
に
、
翠
軒
は
塙

に
原
典
校
正
を
依
頼
し
た
。
こ
の
作
業
は
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
幽

谷
が
編
纂
事
業
の
中
心
に
な
っ
た
の
ち
も
、
塙
に
依
頼
さ
れ
た
。
幽
谷
は
こ

の
塙
の
作
業
を
、
次
の
よ
う
に
『
修
史
始
末
』
で
批
判
し
、
評
価
し
て
い

る）
11
（

。
一
正
按
ず
る
に
、
史
の
得
失
は
体
裁
い
か
ん
を
顧
み
る
の
み
。
博
考
し

て
精
選
す
る
、
固
よ
り
以
て
尚く
わ

ふ
る
な
し
。
然
る
に
瑣
瑣
た
る
異
同
、

何
ぞ
悉
く
究
む
る
に
た
ら
ん
。
塙
の
議
、
髪
を
算
へ
て
櫛
し
、
米
を
数

へ
て
炊
く
の
類
の
み
。
然
る
に
数
年
の
間
に
、
遂
に
よ
く
そ
の
緒
を
竟お
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へ
、
後
人
の
臆
を
以
て
潤
色
し
、
原
書
に
悖
る
も
の
、
皆
以
て
訂
正
を

加
ふ
る
を
え
れ
ば
、
す
な
は
ち
塙
の
功
も
、
亦
没
す
べ
か
ら
ず
。

　

幽
谷
は
塙
の
厳
密
な
校
正
作
業
を
は
な
は
だ
軽
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
意
義
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
事
業
の
中
心

に
な
っ
て
も
塙
に
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
は
、
光
圀
以
来
の
歴
史
学
の
伝
統
を
誇
る
水
戸
藩
の
担
当
者
と
し
て
、

幽
谷
は
原
典
校
正
は
塙
が
い
な
く
と
も
、
彰
考
館
員
の
自
分
た
ち
で
で
き
る

と
考
え
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
決
断
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
古
典
に

関
す
る
自
信
が
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
幽
谷
が
事
業
の
中
心
に
な
っ

て
し
た
こ
と
と
い
え
ば
、「
史
の
得
失
は
体
裁
い
か
ん
を
顧
み
る
」
作
業
、

名
分
論
的
に
一
字
一
句
が
正
し
い
表
現
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
作
業
で
あ
っ

た
。し
か
し
、日
中
の
文
化
的
・
歴
史
的
相
違
を
無
視
し
た
こ
の
作
業
は
、遅
々

と
し
て
進
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る）
11
（

。

　

幽
谷
は
歴
史
学
者
と
し
て
論
理
的
で
も
な
く
、
古
典
に
通
暁
し
て
い
る
と

も
い
え
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
で
決
め
つ
け
の
激

し
い
、
理
論
先
行
型
の
学
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
幽
谷
が
古
典
を

考
察
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
ふ
た
た
び
第

一
節
に
引
用
し
た
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
青
山
拙
斎
宛
書
簡
を
引
用
し

よ
う）
11
（

。扨
古
事
記
伝
之
儀
、
先
年
一
ト
通
繙
閲
候
所
、
故
事
考
証
之
為
メ
、
和

書
数
多
類
を
以
て
引
用
之
事
抔
見
合
候
に
便
利
な
る
事
も
有
レ
之
、
書

写
手
へ
相
懸
ケ
、
少
々
抄
録
等
い
た
さ
セ
申
候
事
も
有
レ
之
候
。
乍
レ
去 

其
著
書
之
人
無
識
の
男
と
存
候
。
其
議
論
ハ
大
に
風
教
に
有
レ
害
候
間
、

容
易
に
人
ニ
示
候
儀
ハ
迷
惑
に
存
候
程
ニ
有
レ
之
候
。

　

宣
長
の
著
作
は
古
典
を
駆
使
し
て
い
る
の
で
「
考
証
」
に
「
便
利
」
で
あ

る
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
古
事
記
伝
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
ほ
か
の
た
し
か
な
学
者
の
著
作
、
ま
た
ほ
か
の
宣
長
の
書
に
も

敷
衍
し
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、『
国
号
考
』
に
も
適
用
で
き

る
と
み
な
せ
る
。
幽
谷
は
「
校
正
局
」
の
四
不
可
の
第
一
、
国
号
を
論
じ
た

部
分
を
、『
国
号
考
』
を
参
照
し
て
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
『
元
亨
釈
書
』

か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
廃
仏
論
者
の
幽
谷
が
仏
書
に
精
通
し
て
い
た
と

は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
多
士
済
々
の
彰
考
館
に
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
師
の

翠
軒
は
仏
事
志
の
担
当
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
幽
谷
が
宣
長
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
史
料
的
な
問
題
の
み
で
は

な
い
。
幽
谷
は
否
定
す
る
が
、
尊
王
を
絶
対
化
さ
せ
た
国
体
論
を
構
築
す
る

た
め
に
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宣
長
の
思
想
に
大
き
く
影
響
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

注

（
1
） 

藤
田
東
湖
に
な
る
と
、
神
儒
一
致
の
立
場
か
ら
儒
教
理
論
を
尊
重
し
つ
つ
も

原
理
的
に
は
否
定
し
、
本
居
学
を
導
入
し
て
道
を
天
神
の
創
造
と
と
ら
え
、
ま

た
「
国
体
の
尊
厳
」
を
風
俗
に
帰
し
た
。
拙
著
『
後
期
水
戸
学
研
究
序
説
』（
本

邦
書
籍
、
一
九
八
六
年
）、
拙
著
『
水
戸
学
と
明
治
維
新
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。

（
2
） 

文
政
八
年
六
月
二
四
日
「
青
山
拙
斎
宛
藤
田
幽
谷
書
簡
」『
貴
重
書
解
題
』
第

十
四
巻
、
一
一
三
頁
、
国
立
国
会
図
書
館
、
一
九
九
一
年
。

（
3
） 

『
下
学
邇
言
』『
水
戸
学
全
集
』
⑵
（
日
東
書
院
、
一
九
三
三
年
）、
三
〇
一

～
三
〇
五
頁
。「
及
門
遺
範
」『
幽
谷
全
集
』（
吉
田
弥
平
、
一
九
三
五
年
）、

七
八
六
～
七
八
七
頁
。
な
お
両
書
の
内
容
的
な
違
い
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
寛

政
期
水
戸
学
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
一
年
）
の
Ⅱ
❘
四
❘
4
を
参
照
。

（
4
） 
「
及
門
遺
範
」
前
掲
書
、
七
八
二
頁
。

（
5
） 
津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
』
第
四
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
。
な
お
引
用
は
、
四
七
五
頁
。
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（
6
） 

尾
藤
正
英
「
水
戸
学
の
特
質
」『
水
戸
学
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。
な

お
引
用
は
、
五
六
四
頁
。

（
7
） 
渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
』
三
〇
九
頁
、東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
〇
年
。

（
8
） 
（
3
）
の
拙
著
、
一
二
六
～
一
二
八
頁
。

（
9
） 

「
校
正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」『
水
戸
学
』
二
一
頁
。

（
10
） 

『
古
事
記
伝
』『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
七
～
八
頁
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
年
。

（
11
） 

「
御
意
覚
書
」『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集
』
二
〇
三
頁
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
八
年
。

（
12
） 

「
及
門
遺
範
」
前
掲
書
、
七
八
七
頁
。

（
13
） 

水
戸
学
の
神
道
導
入
に
関
し
て
は
、（
3
）
の
拙
著
の
Ⅱ
❘
一
❘
2
を
参
照
。

（
14
） 

（
3
）
の
拙
著
の
一
二
八
・
一
九
三
・
二
九
五
頁
。

（
15
） 

『
修
史
始
末
』『
幽
谷
全
集
』
一
一
八
頁
。

（
16
） 

本
節
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、（
3
）
の
拙
著
の
Ⅰ
❘
三
❘
5
と
Ⅰ
❘
四
❘
2

を
参
照
。

（
17
） 

「
校
正
局
諸
学
士
に
与
ふ
る
の
書
」
前
掲
書
、
一
七
～
一
九
頁
。

（
18
） 

『
古
事
記
祝
詞
』
一
六
八
・
一
六
九
・
一
七
一
・
一
七
一
頁
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
年
。『
日
本
書
紀
』
上
、
二
二
四
、二
二
六
、二
二
八
、二
三
〇
頁
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
七
年
。

（
19
） 

『
水
戸
学
』
一
七
頁
。

（
20
） 

『
日
本
書
紀
』
上
、
五
八
四
・
五
八
五
・
五
七
六
頁
。

（
21
） 

『
水
戸
学
』
一
八
頁
。

（
22
） 

『
日
本
書
紀
』
上
、
八
一
頁
。

（
23
） 

（
21
）
と
同
じ
。

（
24
） 

『
大
日
本
史
』〔
八
〕、
巻
之
二
百
三
十
二
～
巻
二
百
四
十
三
、
大
日
本
雄
弁
会
、

一
九
二
八
年
。

（
25
） 

『
日
本
書
紀
』
下
、
五
六
八
頁
。

（
26
） 

『
水
戸
学
』
一
八
・
一
九
頁
の
頭
注
。

（
27
） 

『
水
戸
学
』
一
九
頁
。

（
28
） 

『
国
書
総
目
録
』
第
五
巻
・
第
八
巻
・
著
者
別
索
引
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七

年
・
一
九
七
二
年
・
一
九
七
六
年
。

（
29
） 

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
「
解
題
」、
五
四
～
五
五
頁
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
二
年
。

（
30
） 

同
右
書
、
第
二
巻
「
解
題
」、
一
六
頁
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。

（
31
） 

同
右
書
、
第
八
巻
、
四
六
七
頁
。

（
32
） 

同
右
書
、
四
五
一
～
四
五
二
頁
。

（
33
）（
34
）　

同
右
書
、
四
六
五
頁
。

（
35
）（
36
）　

同
右
書
、
四
七
一
頁
。

（
37
）（
38
）　

同
右
書
、
四
六
四
頁
。

（
39
） 

『
魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
宋
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
』
八
七
頁
、
岩

波
書
店
、
一
九
五
一
年
。

（
40
） 

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
四
六
九
頁
。

（
41
） 

同
右
書
、
四
六
七
頁
。

（
42
） 

同
右
書
、
四
五
二
頁
。

（
43
） 

（
40
）
と
同
じ
。

（
44
） 

（
35
）
と
同
じ
。

（
45
） 

『
日
本
書
紀
』
下
、
三
五
八
頁
。

（
46
） 

『
大
日
本
史
』〔
八
〕、
三
二
二
頁
。

（
47
） 

『
日
本
書
紀
』
下
、
四
四
頁
。

（
48
） 

『
大
日
本
史
』〔
八
〕、
三
二
七
頁
。

（
49
） 

（
41
）
と
同
じ
。

（
50
）（
51
）　
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
四
六
七
頁
。

（
52
） 
同
右
書
、
四
七
〇
頁
。

（
53
） 

菊
池
謙
二
郎
「
纂
輯
旨
趣
」『
幽
谷
全
集
』
所
収
。
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（
54
） 

藤
田
東
湖
「
幽
谷
先
生
略
譜
」
同
右
書
所
収
。

（
55
） 

（
32
）
と
同
じ
。

（
56
） 
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
四
五
二
～
四
五
三
頁
。

（
57
） 
（
37
）
と
同
じ
。

（
58
） 

『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
四
七
〇
頁
。

（
59
） 

（
35
）
と
同
じ
。

（
60
） 

『
日
本
書
紀
』
上
の
「
大
日
本
豊
秋
津
洲
」
の
補
注
（
五
五
二
頁
）
に
も
、「
オ

ホ
ヤ
マ
ト
は
本
州
の
称
」
と
あ
る
。

（
61
） 

『
日
本
書
紀
』
上
、
一
三
〇
頁
。

（
62
） 

（
3
）
の
拙
著
の
Ⅱ
❘
四
を
参
照
。

（
63
） 

（
3
）
の
拙
著
の
Ⅰ
❘
三
❘
5
を
参
照
。

（
64
） 

『
修
史
始
末
』
前
掲
書
、
一
一
七
頁
。

（
65
） 

（
3
）
の
拙
著
の
Ⅰ
❘
四
❘
4
を
参
照
。

（
66
） 

（
2
）
と
同
じ
。
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