
倭
文
織
の
ル
ー
ツ
を
尋
ね
て 

 
 

『
倭
文
織
の
源
流
を
探
る
』
に
寄
せ
て 

一
、 

倭
文
織
調
査
の
経
緯 

 「
町
長
。
倭
文
織
の
こ
と
で
町
内
の
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
飛
田
さ
ん 

が
話
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
け
ど
」。
一
九
九
一
年
六
月
、
町
の
経
済 

課
長
か
ら
こ
ん
な
話
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
早
速
飛
田
さ
ん
に
話
を 

聞
い
て
み
た
。
神
戸
の
古
代
布
の
研
究
家
が
静
神
社
へ来
た
折
、
タ
ク 

シ
ー
に
乗
り
、
そ
の
中
で
兵
庫
県
の
あ
る
学
校
で
倭
文
織
を
織
っ
て 

い
る
、
と
聞
い
た
と
言
う
。
彼
は
ま
た
古
代
史
に
詳
し
く
、
神
様
の
系 

図
を
取
り
出
し
、
静
神
社
の
主
祭
神
で
あ
る
建
葉
槌
命
の
関
係
な
ど 

を
説
明
し
て
く
れ
た
。 

瓜
連
町
内
に
あ
る
静
神
社
は
常
陸
二
の
宮
、
。
水
戸
藩
の
祈
願
所
で

あ
っ
た
。
近
郷
で
は「
お
静
さ
ん
」と
し
て
名
が
通
っ
て
お
り
、
私
の 

孑
供
の
こ
ろ
の
秋
祭
り
は
学
校
が
休
み
に
な
り
、
今
で
は
想
像
も
出 

 

実
際
に
そ
れ
を
織
っ
て
い
る
と
聞
い
た
と
き
、「
ア
ッ
、
先
を
越
さ
れ
た
」と

一
瞬
思
い
、
そ
れ
で
は
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
、
と
考
え
た
。 

と
こ
ろ
が
飛
田
さ
ん
は
そ
の
大
学
の
先
生
の
名
前
も
、
ど
こ
で 

織
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
言
う
。
そ
こ
で
地
図
を
買
っ
て
き
て
、

そ
れ
ら
し
き
地
名
を
探
し
て
い
っ
た
。
や
っ
と
見
つ
け
た
の
が 

淡
路
島
の
緑
町
。
町
役
場
に
電
話
を
か
け
て
調
べ
た
ら
、
緑
町
の
倭
文

（し
と
お
り
）小
学
校
で
昭
和
六
十
三
年
度
（一
九
八
八
年
）か
ら
し 

づ
お
り
の
再
現
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

素
材
は
、
自
生
の
楮
（こ
う
ぞ
）を
横
糸
に
し
、
縦
糸
は
苧
を
使
用 

し
て
い
る
と
い
う
。
織
機
は
学
校
内
で
考
案
し
た
簡
易
織
機
で
、
小
学
校

低
学
年
の
児
童
で
も
操
作
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
年
の
夏
、
消
防
関
係
の
全
国
大
会
が
大
阪
で
開
か
れ
た
の
で
、
そ

の
帰
り
に
淡
路
島
に
寄
り
、
倭
文
小
学
校
で
そ
の
織
物
を
見
せ
て 

い
た
だ
き
、
ま
た
緑
町
役
場
の
西
東
企
画
課
長
（当
時
）か
ら
彼
の
集 

め
た
倭
文
織
関
係
の
資
料
を
コ
ピ
ー
し
て
い
た
だ
い
た
。 

一
九
九
一
年
十
二
月
に
は
教
育
長
、
小
学
校
長
ら
六
人
が
緑
町
を

訪
問
、
倭
文
小
学
校
や
町
教
委
関
係
者
ら
の
話
を
聞
き
、
次
年
度
か
ら

小
学
校
で
し
づ
お
り
に
取
り
組
む
、
倭
文
小
へ児
童
を
派
遣
し
、
交
流
を

深
め
る
、
な
ど
の
こ
と
を
決
め
た
。 

こ
の
頃
瓜
連
町
で
は
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
の
一
環
と
し
て
人
材
育 

成
事
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
一
般
の
人
た
ち
と
は
別
に
小
学
校
を
対
象

に
し
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
、
中
学
生
を
対
象
に
し
た
国
際
ふ
れ 

あ
い
事
業
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
は
、
子
供 

 

先
崎 

ち
ひ
ろ 

 

来
な
い
ほ
ど
の
に
ぎ
わ
い
だ
っ
た
。 

そ
の
祭
神
は
建
葉
槌
命
、
織
物
の
神
様
だ
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

「
常
陸
風
土
記
」久
慈
郡
条
に
も「
静
織
里 

上
古
之
時 

織
綾
之 

機 

未
存
知
人 

干
時 

此
村
初
織 

因
名
」（し
づ
お
り
の
さ
と 

む
か
し 

あ
や
を
お
る
は
た
を 

し
る
ひ
と
が
い
な
か
っ
た 

あ
る 

と
き
に 

こ
の
む
ら
で 

は
じ
め
て 

お
っ
た 

そ
れ
で 

な
づ
け 

た
）と
い
う
記
載
が
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
で
昔
し
づ
お
り
と
い
う
織
物 

が
織
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。 

さ
ら
に
、
そ
の
し
づ
お
り
と
い
う
の
は「
栲
（た
え
）、
麻
、
苧
（か 

ら
む
し
）な
ど
を
材
料
と
し
て
、
そ
の
緯
を
青
、
赤
な
ど
に
染
め
、
文 

に
織
っ
た
布
」で
あ
る
と
い
う
辞
典
な
ど
の
定
義
を
目
に
し
て
い
た
。 

だ
か
ら
、
し
づ
お
り
と
い
う
織
物
は
昔
の
も
の
、
歴
史
上
の
も
の
と
い

う
感
覚
が
私
の
頭
の
中
を
支
配
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
兵
庫
県
で 

 

０ｒ

た
ち
に
自
ら
の
郷
土
を
再
発
見
し
て
も
ら
う
の
が
目
的
で
あ
る
。 

子
供
た
ち
が
最
初
に
し
づ
お
り
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
め
た
が
、 

そ
れ
で
は
そ
の
織
機
を
ど
う
す
る
か
、
誰
が
指
導
す
る
の
か
が
次
の 

課
題
と
な
っ
た
。
た
ま
た
ま
私
の
友
人
が
桐
生
で
織
物
参
考
館
を 

や
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
彼
に
相
談
、
そ
ち
ら
の
方
か
ら
二
台
借
り
、 

技
術
者
が
指
導
に
来
て
も
ら
う
、
楮
は
秋
に
な
ら
な
い
と
採
れ
な
い 

の
で
、
そ
れ
迄
は
木
綿
で
練
習
す
る
、
楮
は
緑
町
倭
文
小
と
同
じ
よ
う 

に
細
か
く
裂
い
て
ボ
ン
ド
で
つ
な
ぐ
（
よ
り
は
か
け
な
い
）、
な
ど
が 

そ
の
内
容
で
あ
る
。 

一
九
九
二
年
四
月
、
瓜
連
小
学
校
に
十
一
人
の
児
童
に
よ
っ
て
し 

づ
織
ク
ラ
ブ
が
誕
生
し
た
。
全
国
初
で
あ
る
。
そ
の
ク
ラ
ブ
の
メ
ン 

バ
ー
が
こ
の
年
の
夏
休
み
に
倭
文
小
を
訪
れ
、
楮
の
皮
は
ぎ
、
皮
裂 

き
、
織
機
の
操
作
な
ど
を
教
わ
っ
て
き
た
。 

私
は
子
供
た
ち
の
小
学
校
訪
問
の
合
間
に
緑
町
役
場
西
東
課
長
の 

案
内
で
楮
の
織
物
を
織
っ
て
い
る
と
い
う
徳
島
県
穴
吹
町
を
訪
問
し
、 

そ
の
工
房
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
は
楮
を
使
っ
て
織
っ 

た
も
の
を
南
京
袋
の
代
用
に
使
っ
て
い
た
が
、
戦
後
す
た
れ
て
、
途
絶 

え
て
い
た
も
の
を
最
近
復
元
し
た
と
い
う
。
同
じ
徳
島
県
の
木
頭
村 

の
太
布
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
、
倭
文
織
と
は
違
う
の
で
は
な
い 

か
、
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
だ
が
織
り
方
に
つ
い
て
は
参
考 

に
な
る
と
感
じ
て
帰
っ
て
き
た
。 

翌
一
九
九
三
年
、
茨
城
県
は
県
版
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
（茨
城
県
市 

町
村
振
興
事
業
）を
始
め
た
。
私
た
ち
は
こ
の
う
ち「
個
性
的
で
魅
力 

 



あ
る
地
域
づ
く
り
」に
倭
文
織
復
元
、
活
用
推
進
事
業
を
導
入
す
る
こ

と
を
考
え
、
県
か
ら
四
〇
〇
万
円
の
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
こ
で
初
め
て
倭
文
織
の
ル
ー
ツ
調
査
を
専
門
家
に
委
託
し
よ
う
と

い
う
考
え
が
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
業
で 

は
同
時
に
楮
、
苧
、
麻
、
染
料
の
植
栽
、
技
術
指
導
者
の
養
成
と 

委
託
、
織
機
の
設
置
な
ど
を
行
っ
た
。 

こ
れ
よ
り
先
、
一
九
九
二
年
四
月
、
私
た
ち
は
木
造
校
舎
と
体
育
館

の
建
設
を
進
め
て
い
た
が
、
そ
の
緞
帳
の
製
作
を
京
都
府
の
㈱
川
島
織

物
に
依
頼
し
て
あ
り
、
そ
の
織
り
具
合
を
見
る
た
め
、
川
島
織
物
を
尋

ね
た
。
そ
の
時
に
対
応
し
て
く
れ
た
の
が
、
川
島
織
物
史
料
室
長
代 

理
の
高
野
昌
司
さ
ん
だ
っ
た
。 

事
前
に
来
意
を
告
げ
て
あ
っ
た
の
で
、
最
初
に
見
せ
て
く
れ
た
の
が

「
潜
龍
閣
蔵
書
印
」と
押
印
の
あ
る『
御
装
束
織
文
裂
本
』の
中
の 

「
太
神
宮
御
袍
之
地
」の
三
枚
の
錦
だ
っ
た
。「
常
陸
国
倭
文
地
ナ
リ
」 

と
添
書
が
つ
い
て
い
る
。 

こ
の
錦
地
を
見
せ
ら
れ
た
時
、「
お
や
、
こ
れ
は
困
つ
た
な
」と
思
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
し
づ
織
は
楮
、
苧
等
の
植
物
性
の
素
材
を
も
と
に
し 

た
織
物
、
と
い
う
こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
錦
は
い
う
ま
で
も

な
く
絹
で
あ
り
、
そ
の
糸
は
繭
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
い
た
こ 

と
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。 

さ
ら
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
高
野
さ
ん
は『
魏
志
倭
人
伝
』 

の「
倭
錦
」
の
話
を
持
ち
出
し
て
く
る
。「
倭
文
織
が
錦
だ
っ
た
ら
ど
う
し

よ
う
。
素
朴
な
織
物
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
。
で
も
い
い
か
。
そ 

 

触
れ
た
文
な
ど
を
送
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。 

米
沢
巾
に
あ
る
、
原
始
布
・古
代
織
参
考
館
の
山
村
さ
ん
に
は
何
度

も
お
目
に
か
か
り
、
植
物
性
繊
維
か
ら
糸
を
績
む
技
術
な
ど
を
教
え 

て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
他
掛
川
市
、
福
島
県
昭
和
村
、
新
潟
県
山
北
町 

な
ど
を
訪
れ
、
葛
布
、
か
ら
む
し
織
、
し
な
布
な
ど
の
織
り
方
を
教
え 

て
い
た
だ
い
た
。 

三
重
県
松
阪
で
は
伊
勢
神
宮
の
神
御
衣
祭
（か
ん
み
そ
さ
い
）に
使

用
す
る
絹
（和
妙
）と
麻
（荒
妙
）
の
織
り
出
し
も
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
た
。 

さ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
本
題
の
ル
ー
ツ
調
査
だ
が
、
私
た
ち
は
事
務 

上
の
都
合
で
水
戸
市
内
に
あ
る
㈱
イ
ト
ピ
ッ
ク
に
調
査
事
業
を
委
託

し
、
そ
こ
か
ら
専
門
家
に
依
頼
し
、
と
り
ま
と
め
る
と
い
う
形
を
と
っ

た
。
イ
ト
ピ
ッ
ク
の
出
し
て
き
た
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
は
次
の
項
目 

が
掲
げ
て
あ
り
、
ル
ー
ツ
調
査
は
そ
の
最
初
の
仕
事
、
と
い
う
位
置
づ 

け
で
あ
る
。 

⑨ 

ル
ー
ツ
調
査 

⑩ 

織
物
全
般
の
調
査 

⑪ 

技
術
者
、
指
導
者
の
発
掘
、
育
成 

⑫ 

素
材
の
確
保 

⑬ 

教
育
現
場
の
確
保 

⑭ 

町
民
参
加
の
環
境
づ
く
り 

⑮ 

ア
ト
リ
エ
の
建
設 

⑯ 

販
路
の
確
保 

 

れ
な
ら
徹
底
的
に
追
い
か
け
て
み
る
の
も
面
白
い
で
は
な
い
か
」。
そ
ん
な

こ
と
を
こ
の
時
考
え
て
い
た
。 

ア
ン
テ
ナ
を
建
て
て
お
け
ば
、
情
報
は
集
ま
っ
て
く
る
も
の
だ
。
こ
の
仕

事
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た「
神
戸
の
古
代
史
の
研
究
家
」の
方
か
ら
手
紙

を
い
た
だ
き
、
西
宮
市
に
住
む
崎
山
さ
ん
と
わ
か
っ
た
。
崎
山
さ
ん
は
高

校
教
師
を
退
職
後
、
万
葉
集
の
研
究
を
し
て
お
り
、
万
葉
集
に
出
て
く

る
倭
文
部
可
良
麿
の
歌
碑
を
尋
ね
て
静
神
社
を
訪
れ
た
の 

だ
、
と
い
う
。 

群
馬
県
伊
勢
崎
市
に
あ
る
倭
文
神
社
の
近
く
に
住
む
赤
坂
さ
ん
か

ら
も
数
多
く
の
史
料
を
い
た
だ
い
た
し
、
静
岡
県
金
谷
町
長
の
孕
石 

さ
ん
か
ら
は
、
金
谷
町
の
中
に
志
戸
呂
と
い
う
地
名
が
あ
り
、「
し
と

ろ
」は「
し
づ
か
」か
ら
転
じ
た
も
の
、「
し
づ
り
」は
倭
文
織
の
こ 

と
で
、
倭
文
部
を
置
い
た
地
の
こ
と
だ
と
教
え
ら
れ
た
。 

静
岡
に
は
し
づ
は
た
（賎
機
）と
い
う
地
名
が
あ
り
、
し
づ
は
た
が
転
じ

て
し
づ
お
か
に
な
っ
た
と
い
う
説
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ 

の
静
岡
（駿
河
）は
常
陸
と
な
ら
ん
で
倭
文
織
を
献
上
し
て
い
た
。 

現
金
谷
町
は
遠
江
国
に
属
し
て
お
り
、
駿
河
国
と
は
違
う
が
、
金
谷

町
の
郷
土
史
に
は「
衣
服
の
料
と
し
て
樹
皮
草
根
の
繊
維
を
積
み
て 

タ
ヘ
を
織
り
草
木
の
汁
を
絞
り
て
染
料
と
な
し
赤
青
等
様
々
の
筋
を 

入
れ
て
織
り
成
し
う
る
綾
布
を
シ
ヅ
リ
と
云
ふ
」と
あ
り
、
金
谷
町
に

も
倭
文
織
が
織
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

赤
坂
さ
ん
か
ら
は
全
国
各
地
の
倭
文
神
社
関
係
の
史
料
、
縄
文
時

代
の
編
布
（ア
ン
ギ
ン
）に
関
す
る
資
料
、
司
馬
遼
太
郎
の
倭
文
織
に 

 

⑨ 

Ｐ
Ｒ
活
動 

⑩ 

自
然
資
源
（八
重
桜
、
白
鳥
）と
の
関
連
づ
く
り 

⑪ 

歴
史
と
関
連
づ
く
り 

⑫ 

観
光
と
の
関
連
づ
く
り
（イ
ベ
ン
ト
を
含
む
） 

こ
の
う
ち
現
在
ま
で
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
は
小
学
校
で
の
し 

づ
織
り
ク
ラ
ブ
、
中
央
公
民
館
で
の
し
づ
織
り
教
室
、
静
峰
公
園
で
の 

楮
な
ど
の
育
成
で
あ
る
。 

 

ル
ー
ツ
調
査
は
、
歴
史
、
民
族
、
織
物
の
分
野
か
ら
専
門
家
に
依
頼

す
る
こ
と
と
し
、
茨
城
民
俗
学
会
代
表
理
事
の
藤
田
稔
さ
ん
、
㈱
川
島

織
物
資
料
室
室
長
代
理
の
高
野
昌
司
さ
ん
、
茨
城
県
立
歴
史
館
史
料
部

史
料
室
主
任
研
究
員
の
斎
藤
真
人
さ
ん
の
三
人
が
一
九
九
三
年
十 

二
月
に
第
一
回
の
調
査
会
議
を
開
い
た
。 

そ
れ
か
ら
二
年
余
、
や
っ
と
『
倭
文
織
の
源
流
を
探
る
』
が
ま
と 

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
報
告
書
の
要
旨
と
今
後
の
課
題
に
つ

い
て
ま
と
め
て
み
た
。 

な
お
、
し
づ
お
り
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
断
り
な
い
限
り
「
倭
文 

織
」
と
し
て
い
る
。 

（「
常
陽
藝
文
」 

一
九
九
六
／
五
月
号
に
関
連
記
事
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
） 

 



二
、
倭
文
織
と
は 

１ 

倭
文
織
誕
生
の
背
景 

「
人
間
は
原
始
時
代
か
ら
衣
服
を
着
用
し
て
い
た
。
衣
料
に
用
い
る 

材
料
は
、
生
活
の
周
辺
に
あ
る
動
物
の
毛
皮
や
、
植
物
の
類
で
あ
り
、 

人
知
の
進
歩
と
と
も
に
織
物
が
始
ま
っ
た
。
わ
が
国
の
場
合
、
縄
文
時 

代
の
布
は
、
タ
イ
マ
（大
麻
）、
ア
カ
ソ
（
赤
麻
）、
チ
ョ
マ
（苧
麻
） 

な
ど
草
皮
繊
維
を
用
い
た
と
み
ら
れ
…
…
紐
を
編
ん
で
布
状
に
し
、
衣

類
と
し
て
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
（
藤
田
、
報
告
書
四
頁
。
以
下
報
告

書
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
記
す
）。 

編
ん
だ
布
、
即
ち
編
布
（ア
ン
ギ
ン
）は
縄
文
時
代
前
期
に
始
ま
っ
た
と

さ
れ
て
お
り
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
新
潟
県
魚
沼
、
頚
城
地
方
で

製
作
、
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
縄
文 

中
期
に
は
ア
ン
ギ
ン
編
機
様
の
機
具
を
使
っ
て
、「
編
み
」か
ら「
織 

り
」への
転
換
が
行
わ
れ
て
い
た
（斎
藤
。
八
三
頁
。
原
典
は
布
目
順 

郎
『
倭
人
の
絹
』、
一
九
九
五
、
小
学
館
。
一
六
～
二
四
頁
）。 

弥
生
時
代
に
な
る
と
、「
稲
作
り
と
と
も
に
大
陸
か
ら
織
物
の
技
術 

が
伝
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
フ
ジ
（藤
）、
コ
ウ
ゾ
（楮
）、
シ
ナ
ノ
キ
（科
、 

榀
）、
カ
ジ
（穀
）な
ど
の
樹
皮
繊
維
が
発
見
さ
れ
、
織
布
が
発 

見
さ
れ
、
織
布
の
断
片
や
機
織
具
の
部
品
、
紡
錘
車
な
ど
も
各
地
か
ら

出
土
す
る
」（藤
田
、
四
頁
）。 

そ
の
織
物
は
、
苧
麻
な
ど
の
植
物
繊
維
の
布
と
蚕
か
ら
採
っ
た
動 

物
繊
維
の
絹
で
あ
り
、『
魏
志
倭
人
伝
』に
は
二
四
四
年
に
卑
弥
呼
が 

 

だ
ろ
う
か
。
そ
の
技
術
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ 

い
て
は
藤
田
棯
氏
の
論
証
が
詳
し
い
。
労
を
い
と
わ
ず
紹
介
し
て
お 

こ
う
。 

「
瓜
連
地
方
に
は
大
和
朝
廷
成
立
後
、
逸
早
く
中
央
文
化
が
伝
わ
っ 

た
。
高
度
な
織
物
技
術
も
伝
え
ら
れ
た
。
従
来
の
原
始
布
に
改
良
が
加
え

ら
れ
、
新
た
に
し
づ
織
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
逸
早
く
中
央

文
化
が
瓜
連
地
方
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

日
本
文
化
は
、
西
か
ら
東
へと
伝
播
し
た
。
中
国
・朝
鮮
か
ら
北
九 

州
へ、
北
九
州
か
ら
大
和
へ、
さ
ら
に
東
日
本
へと
伝
わ
っ
た
が
、
古 

代
常
陸
へは
東
山
道
経
由
に
よ
る
内
陸
部
か
ら
と
、
黒
潮
に
乗
る
海 

上
の
道
に
よ
る
経
路
が
あ
っ
た
。
瓜
連
地
方
に
は
、
特
に
後
者
、
す
な
わ
ち

海
上
の
道
に
よ
っ
て
北
九
州
か
ら
直
接
高
度
な
文
化
が
伝
播
し
、 

織
物
技
術
も
影
響
を
受
け
、
し
づ
織
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と 

考
え
る
。 

北
九
州
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
く
る
大
陸
文
化
と
、
有
明
海
に 

入
る
南
方
文
化
と
の
結
節
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
高
度
な
文
化
が
生 

ま
れ
、
優
れ
た
織
物
技
術
が
あ
っ
た
。
そ
の
北
九
州
か
ら
ど
う
し
て
、 

直
接
、
瓜
連
地
方
に
文
化
が
伝
播
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

い
ま
か
ら
お
よ
そ
一
五
〇
〇
年
前
那
珂
川
流
域
一
帯
と
鹿
島
・行
方
地

域
は
、
大
和
朝
廷
の
支
配
す
る
那
賀
（仲
）国
と
な
っ
た
。
そ
の 

長
で
あ
る
国
造
と
い
う
役
職
に
任
じ
ら
れ
た
人
が
建
借
間
命
（タ
ケ 

カ
シ
マ
ノ
ミ
コ
ト
）で
あ
る
。
建
借
間
命
は
、
古
代
氏
族
の
多
氏
に
属 

す
る
と
の
説
が
有
力
で
あ
る
。 

 

魏
国
へ「
倭
錦
」を
貢
納
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
倭
錦
と
は「
三 

色
以
上
の
彩
糸
紋
用
に
織
り
込
ん
だ
縞
様
の
織
物
と
思
考
さ
れ
、
倭 

国
で
は
最
初
の
錦
で
、
当
時
中
国
に
無
い
非
常
に
め
ず
ら
し
い
織
物 

で
、
倭
国
の
錦
『
倭
錦
』と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
」（高
野
、
三
五
～ 

三
六
頁
）。 

瓜
連
地
方
に
お
い
て
も
、
弥
生
時
代
後
期
の
遺
跡
か
ら
、
麻
ま
た
は 

他
の
植
物
性
繊
維
で
織
ら
れ
た
織
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い 

る
（高
野
、
四
四
頁
）。
そ
し
て『
常
陸
国
風
土
記
』に
は
久
慈
郡
太 

田
の
郷
で
絁
（あ
し
ぎ
ぬ
）を
織
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

常
陸
国
へ養
蚕
が
伝
播
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
伝
説
が
三
つ
あ
る
。 

１ 

筑
波
山
麓
の
豊
浦
の
蚕
影

こ
か

げ

神
社 

２ 

鹿
島
郡
神
栖
町
日
川
の
蚕
霊

さ
ん
れ
い

神
社 

３ 

日
立
市
川
尻
町
の
養
蚕

こ

か

い

神
社 

い
ず
れ
も
、
海
上
の
道
に
よ
っ
て
伝
播
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
常
陸
国 

に
は
早
く
か
ら
絹
文
化
が
栄
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
（藤
田
、
九
～
一 

〇
頁
、
高
野
、
五
五
～
五
六
頁
）。 

 

２ 

倭
文
織
の
誕
生 

や
ま
と
の
あ
や
お
り
と
言
わ
れ
る
倭
文
織
の
存
在
が
わ
か
る
の
は
、 

『
常
陸
国
風
土
記
』に
よ
っ
て
で
あ
る
。
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
同
書 

に
は「
郡
西
十
里
静
織
里
上
古
之
時
織
綾
之
機
未
在
知
人
干
時
此
村 

初
織
因
名
」と
記
さ
れ
て
い
る
。 

で
は
瓜
連
地
方
に
な
ぜ「
し
づ
お
り
」
と
い
う
織
物
が
生
ま
れ
た
の 

古
代
常
道
に
は
大
和
町
廷
に
よ
っ
て
六
国
が
設
け
ら
れ
た
。
高
国
・ 

久
自
国
・仲
国
・茨
城
国
・筑
波
国
・
新
治
国
で
あ
る
。
常
道
六
国
の 

一
つ
仲
国
（那
賀
国
）
の
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
建
借
間
命
は
古
代
の
多 

氏
一
族
で
、
そ
の
本
貫
地
は
北
九
州
火
の
国
、
い
ま
の
佐
賀
県
杵
島
山 

周
辺
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。 

建
借
間
命
は
…
…
那
珂
川
に
入
り
、
飯
富
や
渡
里
の
台
地
（現
水
戸

市
）を
拠
点
と
し
、
…
…
…
那
賀
国
を
統
治
し
た
。 

 

 



高
度
な
文
化
を
持
っ
た
北
九
州
の
多
氏
一
族
が
那
珂
川
流
域
を
支 

配
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
先
進
的
な
織
物
技
術
も
伝
播
し
た
で 

あ
ろ
う
。
瓜
連
地
方
は
久
自
国
に
属
し
た
が
、
那
珂
川
に
極
め
て
近
い 

位
置
に
あ
る
。
従
っ
て
、
西
日
本
か
ら
の
先
進
文
化
が
早
く
伝
え
ら
れ
た
。
原

始
布
の
盛
ん
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ、
先
進
技
術
が
導
入
さ
れ
、 

高
度
な
織
物
と
し
て
の
し
づ
織
が
誕
生
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

高
度
な
文
化
が
古
代
中
国
か
ら
北
九
州
へ、
そ
し
て
多
氏
一
族
が 

黒
潮
に
乗
っ
て
東
国
へ進
出
し
、
那
珂
川
周
辺
に
居
を
構
え
、
瓜
連
地 

方
に
新
し
い
織
物
技
術
が
伝
わ
り
、
高
度
な
し
づ
織
が
生
ま
れ
た
と 

考
え
る
の
で
あ
る
」（藤
田
、
一
〇
～
一
二
頁
）。 

藤
田
氏
の
説
に
対
し
て
、
斎
藤
真
人
氏
は
倭
文
織
が
絹
製
品
な
の 

か
苧
麻
や
葛
な
ど
な
の
か
に
よ
っ
て
分
け
て
考
え
て
い
る
。
即
ち
、 

「
絹
製
品
の
場
合
、
養
蚕
の
導
入
が
中
国
方
面
の
家
蚕
に
よ
る
も
の
で 

あ
る
こ
と
を
以
て
推
測
す
れ
ば
、
原
料
素
材
は
、
中
国
に
ル
ー
ツ
が
あ 

る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
の
伝
播
経
路
は
、
二
系
統
が
考
え
ら
れ 

る
。
一
つ
は
、
北
ま
わ
り
で
、
朝
鮮
半
島
の
新
羅
経
由
で
、
出
雲
周
辺 

の
地
方
を
経
て
、
お
そ
ら
く
陸
地
を
進
み
東
国
へお
よ
ぶ
と
考
え
る 

も
の
。
も
う
一
つ
は
、
中
国
南
部
の
貴
州
辺
に
発
し
て
、
揚
子
江
周
辺 

よ
り
、
黒
潮
の
流
れ
に
よ
る
も
の
で
、
日
本
海
よ
り
も
太
平
洋
岸
に
も 

た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
倭
文
が
苧
麻
や
葛
の
場
合
に 

は
…
…
そ
れ
ら
は
在
来
種
の
植
物
か
ら
繊
維
を
調
達
す
る
こ
と
が
出 

来
る
の
で
、
原
料
素
材
の
面
で
は
対
外
の
ル
ー
ト
を
考
え
る
に
は
お 

よ
ば
な
い
。 

実
は
、
そ
う
は
簡
単
に
い
か
な
い
」と
疑
問
を
呈
し
て
お
ら
れ
る
（斎 

藤
、
八
四
頁
）。
編
む
の
と
織
る
の
と
で
は
大
き
な
違
い
に
な
る
の
で
、 

大
野
氏
説
は
更
に
吟
味
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
は
、『
常
陸
国
風
土 

記
』の
研
究
を
長
い
こ
と
続
け
て
お
ら
れ
る
河
野
辰
男
氏
は
、「
久
慈 

国
造
物
部
氏
が
、
そ
の
領
内
の
殖
産
工
業
を
振
興
す
る
た
め
に
、
中
央 

か
ら
そ
の
技
術
者
を
招
い
た
」と
推
定
し
て
い
る
。 

そ
し
て「
こ
れ
ら
の
技
術
の
伝
授
は
す
べ
て
中
国
及
び
朝
鮮
か
ら 

の
渡
来
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
」、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』 

や
『
新
撰
姓
氏
録
』と
い
う
書
物
に
よ
る
と
、
応
神
天
皇
の
時
代
に
弓 

月
君
が
百
二
十
七
県
の
氏
を
率
い
て
わ
が
国
に
帰
化
し
た
こ
と
が
み 

え
」、「
そ
れ
ら
の
子
孫
は
技
芸
民
と
し
て
秦
氏
を
称
し
、
雄
略
天
皇
の 

時
に
は
、
各
地
に
住
む
秦
氏
の
民
は
九
十
二
部
、
一
万
八
千
六
百
七
十 

人
を
数
え
、
次
い
で
欽
明
天
皇
の
代
に
は
、
そ
の
戸
数
七
千
五
十
三
戸 

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
」。「
常
陸
地
方
の
久
慈
の
地
に
も
た
ら 

さ
れ
た
こ
れ
ら
の
技
術
も
、
雄
略
天
皇
以
後
、
欽
明
天
皇
の
こ
ろ
と
み 

る
べ
く
、
五
世
紀
末
期
よ
り
六
世
紀
に
か
け
て
の
時
代
と
判
断
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
（河
野
辰
男
『
常
陸
国
風
土
記
の
探 

求
、
中
』、
筑
波
書
林
、
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
、
一
九
八
〇
）。 

 

３ 

倭
文
織
と
は
ど
ん
な
織
物
な
の
か 

し
づ
織
（
倭
文
織
）
と
は
ど
ん
な
織
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
物
が 

残
っ
て
い
な
い
の
で
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
素
材
、
機
、
何
に
使
わ 

織
り
の
技
術
と
道
具
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
中
国
か
ら
の
導 

入
を
考
え
る
ほ
う
が
近
道
の
よ
う
で
あ
る
」（（斎
藤
、
九
三
頁
）。 

な
お
、
布
目
順
郎
氏
は「
中
国
に
発
生
し
た
養
蚕
は
、
弥
生
前
期
末 

以
前
の
あ
る
時
期
に
、
華
中
方
面
か
ら
東
シ
ナ
海
を
渡
っ
て
、
北
部
九 

州
の
地
へ伝
え
ら
れ
た
」
と
推
定
し
て
い
る
（布
目
、
前
掲
書
、
三
七 

頁
）。 ま

た
藤
田
氏
は
中
国
貴
州
省
で
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
機
が
わ
が 

国
の
弥
生
機
と
似
て
い
る
（藤
田
、
一
二
～
一
三
頁
）と
述
べ
、
さ
き 

の
海
上
ル
ー
ト
説
を
補
強
し
て
い
る
。 

こ
の
説
と
は
別
に
国
語
学
者
の
大
野
晋
氏
は『
日
本
語
の
起
源
新 

版
』（一
九
九
四
、
岩
波
書
店
）
の
中
で
、
日
本
語
と
イ
ン
ド
・タ
ミ 

ル
語
と
の
比
較
検
討
を
行
い
、
日
本
語
の
ル
ー
ツ
は
南
イ
ン
ド
に
あ 

る
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
機
織
に
つ
い
て
は 

古
代
の
織
機
、
ハ
夕
、
オ
ル
、
ア
ゼ
、
カ
セ
の
言
葉
に
つ
い
て
日
本
語 

と
タ
ミ
ル
語
の
対
応
関
係
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
シ
ツ
に
つ
い
て
も 

タ
ミ
ル
語
の
ｔ
ｅ
ｔ
ｔ
ｕ
に
対
応
し
、「
日
本
語
の
シ
ツ
が
着
物
の
生 

地
と
し
て
よ
り
も
、
鞍
を
作
っ
た
り
、
帯
を
作
っ
た
り
、
手
に
巻
く
く 

し
ろ
を
作
っ
た
り
す
る
の
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま 

り
シ
ツ
と
は
、
袋
物
な
ど
を
作
る
の
に
通
し
た
太
い
、
粗
い
繊
維
を
、 

編
む
よ
う
に
使
っ
た
こ
と
と
解
す
る
と
き
、
細
い
絹
糸
を
織
る
ア
ヤ 

と
の
相
違
が
明
瞭
と
な
る
」（大
野
、
同
書
、
一
七
二
頁
）と
述
べ
て 

い
る
。 こ

の
大
野
氏
の
説
に
対
し
て
、
斎
藤
氏
は
現
物
が
な
い
の
で
、「
事 

れ
た
の
か
を
三
人
の
論
説
か
ら
ま
と
め
て
み
よ
う
。 

倭
文
織
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』、『
万
葉
集
』、『
延
喜
式
』、『
常 

陸
国
風
土
記
』な
ど
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
特
に『
延
喜
式
』に
は
頻 

繁
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
素
材
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
現
代
に 

下
っ
て
、
諸
辞
典
な
ど
に
説
明
が
あ
る
が
、「
タ
エ
、
ア
サ
、
カ
ラ
ム 

シ
な
ど
を
材
料
と
し
て
、
そ
の
緯
を
青
、
赤
な
ど
に
染
め
、
文
に
織
っ 

た
布
」と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
（藤
田
、
十
五
頁
）。 

高
野
氏
は
多
く
の
文
献
や
関
連
出
土
品
、
古
代
の
織
物
と
繊
維
の 

変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
瓜
連
町
内
で
発
掘
さ
れ
た
諏
訪 

前
遺
跡
、
瓜
連
城
跡
（い
ず
れ
も
弥
生
時
代
）か
ら
出
土
し
た
土
器
の 

古
痕
か
ら
い
ず
れ
も
材
質
は
麻
ま
た
は
他
の
植
物
繊
維
と
推
定
、
平 

組
織
で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（高
野
、
四
四
頁
～
四
六
頁
）、
と 

述
べ
て
い
る
。 

そ
し
て
、「
奈
良
時
代
は
苧
麻
の
使
用
が
多
く
な
っ
た
。
大
麻
は
縄 

文
時
代
末
期
ア
ジ
ア
大
陸
か
ら
渡
来
し
、
弥
生
時
代
の
出
土
品
は
大 

麻
八
〇
％
に
対
し
、
苧
麻
は
二
〇
％
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対 

し
て
苧
麻
は
大
麻
よ
り
や
や
遅
れ
て
栽
培
さ
れ
た
が
、
白
く
丈
夫
で 

や
わ
ら
か
く
。
し
か
も
光
沢
が
あ
る
の
で
、
次
第
に
大
麻
か
ら
苧
麻
へ 

の
使
用
が
増
大
し
て
い
っ
た
」（高
野
、
四
七
頁
）。 

一
方
絹
は
中
国
で
約
五
千
年
前
に
発
生
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

わ
が
国
で
は
弥
生
時
代
前
期
に
養
蚕
、
絹
織
り
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、 

中
国
華
中
方
面
か
ら
養
蚕
技
術
が
伝
え
ら
れ
た
（布
目
、
前
掲
「
倭
人 

の
絹
」三
五
頁
）。
ま
た
錦
は
古
墳
時
代
の
も
の
は
今
日
、
数
多
く
正 

 



  

倉
院
や
法
隆
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（高
野
、
五
〇
頁
）。 

倭
文
織
が
絹
織
物
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
一
つ
の
理
由
は
、 

こ
の
よ
う
な
織
物
の
発
生
史
と
な
ら
ん
で
、
伊
勢
神
宮
で
現
在
も
使 

用
し
て
い
る「
倭
文
御
衣
（し
ど
り
の
み
も
）」の
存
在
で
あ
る
。
ま 

た
、
京
都
川
島
織
物
文
化
館
に
は
九
代
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
の
コ
レ 

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る『
御
装
束
織
文
製
本
』が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
の 

中
に「
太
神
宮
御
裳
ノ
地 
常
陸
国
倭
文
地
ナ
リ
」と
説
明
し
て
あ
る 

三
種
の
錦
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
錦
地
は
享
和
三
年
（一
八
〇 

三
）二
月
に
常
陸
国
で
織
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の「
倭
文
地
」は
一
〇
世
紀
に「
平
安
錦
」と
し
て
使
用
さ
れ
た 

織
物
で
あ
り
、
今
日
で
も
伊
勢
神
宮
で
使
用
さ
れ
て
い
る
文
様
と
ほ 

ぼ
同
じ
で
あ
る
。 

で
は
、
こ
の「
倭
文
地
」と「
倭
文
御
裳
」は
同
じ
も
の
だ
ろ
う
か
。 

「
明
治
の
御
料
と
較
べ
て
み
て
も
現
在
の
御
料
と
些
か
趣
を
異
に
し 

…
…
明
治
の
末
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
国
の
機
関
に
よ
り
実
施
さ 

れ
た
古
儀
調
査
に
よ
り
現
在
の
文
様
と
な
っ
た
」。
さ
ら
に
詳
し
い
調 

査
の
結
果
、
高
野
氏
は
現
在
の「
倭
文
御
裳
」は「
組
織
的
に
は
古
い 

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
明
治
以
降
考
案
さ
れ
た
織
物
で
あ
る
」と 

断
定
し
て
い
る
（高
野
、
六
五
～
六
七
頁
）。 

そ
し
て
高
野
氏
は
織
機
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
上
で
、
倭
文
織
と
は 

①
素
材
は
苧
麻
（苧
麻
は
大
麻
よ
り
丈
夫
で
や
わ
ら
か
く
、
し
か
も
白

く
て
光
沢
が
あ
る
の
で
、
彩
の
染
色
、
発
色
性
に
優
れ
て
い
る
。
従
っ 

て
大
麻
よ
り
苧
麻
の
使
用
が
多
い
と
考
え
た
い
）、
②
青
、
赤
な
ど
の 

 

打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
大
生
部
多
は
秦
河
勝
に
よ
っ
て
討 

伐
さ
れ
た
。
こ
の
秦
氏
は
養
蚕
、
絹
織
物
を
独
占
し
た
と
考
え
ら
れ
、 

倭
文
部
は
蚕
、
繭
で
は
な
く
、
苧
麻
を
使
っ
た
織
物
に
携
わ
っ
て
い 

た
。
と
推
定
し
て
い
る
（高
野
、
五
四
～
五
五
頁
）。 

高
野
説
に
対
し
て
斎
藤
氏
は
そ
の
素
材
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
し

て
い
る
。 

「「
倭
文
」織
の
素
材
に
つ
い
て
は
、
植
物
性
繊
維
の
仲
間
か
ら
大 

麻
、
葛
、
梶
（楮
）、
藤
、
科
な
ど
を
、
動
物
性
繊
維
で
は
蚕
に
よ
る 

絹
を
、
と
い
う
よ
う
に
数
種
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
中 

で
、
繊
維
が
細
か
く
、
長
く
、
い
わ
ゆ
る
上
質
な
織
物
を
作
れ
る
素
材

は
、
と
考
え
る
と
、
絹
、
苧
麻
、
葛
の
三
種
類
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き 

よ
う
。 

苧
麻
は
、
わ
が
日
本
の
全
国
に
分
布
し
、
葛
も
ま
た
日
本
の
全
国
に 

分
布
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
絹
生
産
の
桑
と
蚕
も
全
国
で
成
育 

可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
絹
、
苧
麻
、
葛
の
繊
維
を
利
用
す
る
に

は
、
水
の
便
の
ほ
か
に
は
地
域
の
制
約
が
あ
ま
り
と
も
な
わ
な
い
と 

い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
素
材
の
点
で
、
気
候
と
風
土
に
関
し
て
地
域
を 

限
定
し
な
く
て
も
生
産
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
倭
文
」織 

は
日
本
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
で
生
産
が
可
能
で
あ
っ
た
。 

し
か
し「
延
喜
式
」
の
な
か
で
見
る
と
、「
倭
文
」織
は
日
本
全
国 

か
ら
生
産
貢
納
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
定
の
数
国
（常
陸
国
、
駿
河
国
は 

毎
年
、
特
例
と
し
て
神
事
に
際
し
て
の
出
雲
国
、
紀
伊
国
、
淡
路
国
、 

阿
波
国
等
は
臨
時
）か
ら
の
生
産
貢
納
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
現
象 

 

色
糸
を
経
糸
に
（『
釈
日
本
記
』に「
有
青
筋
文
布
」と
あ
る
、
ま
た 

『
上
代
日
本
染
織
史
』に「
条
布
即
ち
縞
織
物
で
あ
る
」と
の
新
聞
記 

事
が
あ
る
。
従
っ
て
青
を
主
体
と
し
て
赤
、
白
、
黄
な
ど
の
彩
糸
を
経 

糸
に
用
い
た
織
物
）、
③
筋
織
（経
縞
）の
平
織
地
（『
新
編
常
陸
国
誌
』 

に「
倭
文
卜
云
義
ハ
、
筋
織
ノ
約ツ

マ
レ
ル
ニ
テ
今
世
二
云
島
織
ノ
コ 

ト
」と
し
、「
大
言
海
」で
は「
倭
文
は
線す

じ

（
筋
）の
転
化
な
り
」と 

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
正
倉
院
宝
物
の
平
織
の
不
規
則
な
経
縞
「
雑
彩 

交
織
裂
」に
通
じ
る
織
物
で
あ
ろ
う
）
、
④
線
の
折
れ
曲
が
っ
た
経
糸 

の
山
道
文
を
綾
組
織
と
し
（『
常
陸
国
風
土
記
』に「
…
…
静
織
里 

上
古
之
時 

織
綾
之
機 

未
在
知
人 

干
時 

此
村
初
織
…
…
」と 

あ
り
、
綾
を
織
る
装
置
（綜
絖
）を
用
い
、
山
形
文
や
菱
文
で
な
く
、 

経
線
の
折
れ
曲
が
っ
た
山
道
文
を
、
し
か
も
縞
経
が
よ
く
表
現
で
き 

る
経
糸
表
面
の
山
道
文
を
綾
組
織
で
織
る
）、
⑤
乱
れ
た
よ
う
な
紋
様 

に
な
る
麻
織
物
（平
安
時
代
の
和
歌
集
に「
乱
れ
た
よ
う
な
文
様
」と 

し
、
経
糸
山
道
文
綾
の
組
織
で
、
多
彩
な
経
糸
と
緯
糸
が
交
錯
し
た
乱 

れ
た
文
様
の
麻
織
物
と
考
え
た
い
）、
と
結
論
づ
け
て
い
る
（高
野
、 

七
一
頁
～
七
二
頁
）。 

高
野
氏
は
ま
た
、
倭
文
織
が
絹
織
物
で
は
な
い
こ
と
を
。
静
岡
県
富 

士
宮
市
の
倭
文
神
社
の
伝
承
か
ら
立
証
し
て
い
る
。 

即
ち
、
富
士
宮
市
星
山
に
あ
る
倭
文
神
社
の
創
建
は
古
墳
時
代
ま 

で
遡
れ
、
他
の
神
社
よ
り
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
更
に『
日
本
書 

紀
』に
よ
れ
ば
、
西
暦
六
〇
〇
年
代
に
大
生
部
多
（お
お
ふ
べ
の
お 

お
）た
ち
が
養
蚕
を
組
織
的
に
拡
大
し
、
大
和
朝
廷
か
ら
の
独
立
性
を 

は
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
倭
文
」織
の
生
産
は
、 

素
材
の
生
産
に
地
域
性
の
制
約
が
薄
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
生 

産
者
の
果
た
す
役
割
が
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

「
倭
文
」織
の
生
産
に
つ
い
て
地
域
性
か
ら
み
て
、
常
陸
国
と
駿
河 

国
で
は
、
お
そ
ら
く
現
地
に
於
い
て
素
材
を
調
達
し
、
毎
年
の
生
産
が 

行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
両
国
の
辺
り
で
葛
糸
の
生
産
が
後 

世
ま
で
み
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
」（斎
藤
、
八
四
～
八
六
頁
）。 

斎
藤
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
高
野
氏
と
は
違
っ
て
、
倭
文
織
の
素
材
を
限

定
し
て
い
な
い
。 

織
機
に
つ
い
て
は
、
高
野
氏
は
原
始
織
（弥
生
機
）か
ら
高
機
（空 

引
機
）ま
で
時
代
と
共
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
説
か
れ
、
当
初
は
原 

始
機
（弥
生
機
）を
使
用
し
、
多
綜
絖
絹
機
、
絹
機
、
高
機
も
考
え
ら 

れ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
多
綜
絖
絹
機
は
錦
、
綾
の
製
作
に
使 

用
さ
れ
、
六
世
紀
後
半
、
古
墳
時
代
後
期
に
は
最
も
進
ん
だ
機
な
の 

で
、
こ
の
よ
う
な
機
で
織
っ
た
可
能
性
が
高
い
（高
野
、
六
九
～
七
一 

頁
）。
斎
藤
氏
は「
倭
文
を
作
る
技
術
の
時
代
差
に
お
い
て
、
先
に
編 

み
技
術
の
倭
文
が
作
ら
れ
、
次
に
織
り
技
術
の
倭
文
が
作
ら
れ
、
地
機 

系
織
機
に
進
み
、
更
に
高
機
で
作
る
よ
う
に
な
っ
た
、
こ
の
よ
う
に
考 

え
う
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」と
榻
む
可
能
性 

を
否
定
し
て
い
な
い
。 

９
ｒ

Ｄ
Ｉ



４ 

倭
文
織
の
用
途
と
織
ら
れ
て
い
た
時
期 

平
安
時
代
初
期
の
宮
中
の
年
中
儀
式
や
制
度
な
ど
を
詳
し
く
記
し 

た「
延
喜
式
」に
は
神
社
の
祭
礼
用
倭
文
を
使
用
し
た
こ
と
が
随
所
に 

見
ら
れ
る
。
藤
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
倭
文
織
は
第
一
に
、
神
祭
り
の 

幣
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
神
祭
り
の
幣
と
し
て
用
い
ら
れ 

る
布
は
、
在
来
の
材
料
で
作
っ
た
古
風
な
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も 

神
事
に
は
麻
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
清
ら
か
な
も
の
。
魔
除
け
と
な 

る
も
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
は
倭
文
幣
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
神 

聖
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
倭
文
織
は
色
彩
美
し
く
、 

貴
人
た
ち
の
装
飾
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
倭
文
機
帯
は
貴
人
た
ち 

に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
赤
駒
に
倭
文
布
で
飾
っ
た
鞍
を
置
く
こ
と 

は
、
き
ら
び
や
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
た
ま
き
（装
飾
用
に
手 

首
に
巻
い
た
腕
輪
）を
倭
文
で
飾
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
倭
文
は
気
品
の 

高
い
、
し
か
も
美
し
い
色
彩
の
布
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（藤
田
、 

一
九
頁
）。 

古
代
の
文
献
に
は「
倭
文
纏
」、「
倭
文
服
」、「
倭
文
幡
」、「
倭
文 

鞍
」、「
倭
文
機
帯
」、「
倭
文
幣
」、「
倭
文
纏
刀
」、「
倭
文
手
纏
」な
ど
の 

記
述
が
あ
る
。 

「
延
喜
式
」巻
第
二
十
四
に
は
駿
河
国
と
常
陸
国
か
ら
調
と
し
て
そ 

れ
ぞ
れ
三
十
一
端
を
貢
納
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の 

一
端
は
広
さ
が
二
尺
四
寸
、
長
さ
が
四
丈
二
尺
で
あ
る
。
成
人
男
子
の

正
丁
が
三
人
で
、
倭
文
一
端
を
作
り
、
納
め
て
い
た
の
で
あ
る
（斎 

藤
、
八
七
頁
）。 

 

頁
）。 そ

の
後
常
陸
国
で
は「
倭
文
布
」
の
技
術
で
絹
製
の「
綾
」を
製
作 

し
（『
新
猿
楽
記
』）、
そ
の
技
術
を
継
承
し
、
後
に
絹
技
術
は
紬
に
受
け

継
が
れ
た
（『
庭
訓
往
来
』、
高
野
、
三
九
～
四
〇
頁
、
七
三
頁
）。 

 

５ 

倭
文
部
と
倭
文
神
社 

倭
文
織
を
織
っ
た
部
民
が
倭
文
部
で
あ
る
。『
万
葉
集
』に
は
防
人 

に
召
さ
れ
て
常
陸
国
か
ら
出
征
し
た「
倭
文
部
可
良
麻
麿
」の
長
歌
が

載
っ
て
い
る
（巻
二
〇
、
四
三
七
二
）。
ま
た
茨
城
県
石
岡
市
の
鹿
の 

子
Ｃ
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
漆
書
文
書
に
は
戸
籍
と
み
ら
れ
る
記
載 

が
あ
り
、
こ
の
中
に
機
織
に
か
か
わ
る
部
姓
と
し
て
倭
文
部
が
出
て 

き
て
い
る
。 

従
っ
て
、
こ
の
地
域
に
お
い
て「
倭
文
部
は
高
度
な
倭
文
を
生
産
す 

る
専
門
的
技
術
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
倭
文
部
の
奉
斎
し
た
神
が
静
（倭

文
）神
社
で
あ
る
。
静
神
社
に
ま
つ
わ
る
神
は
倭
文
神
（建
葉
槌
命
） 

で
あ
る
。
こ
の
倭
文
神
と
倭
文
部
氏
の
分
布
は
、
山
陰
、
東
海
地
区
に 

集
中
し
て
い
た
り
、
海
、
河
川
に
隣
接
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
が 

注
目
さ
れ
る
（図
参
照
、
藤
田
、
二
〇
頁
、
斎
藤
、
八
九
～
九
〇
頁
、 

な
お
全
国
の
主
な
倭
文
神
社
に
つ
い
て
は
藤
田
、
二
二
～
二
七
頁
）」。 

で
は
、
倭
文
部
氏
は
す
べ
て
倭
文
織
を
織
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う 

か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
斎
藤
氏
は
主
張
し
て
い
る
。 

「
よ
り
限
定
さ
れ
た
地
区
に
住
む
倭
文
部
が
、
倭
文
の
生
産
を
行
っ 

て
い
た
、
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
特
定
の
地
区
が
指 

   

大
正
十
年
出
版
の
明
石
國
助
『
上
代
日
本
染
織
史
』に
次
の
記
述
が
あ

る
。 「

最
近
に
東
京
の
諸
新
聞
に
報
告
せ
ら
れ
た
茨
城
県
下
那
珂
郡
静
村 

の
一
大
古
墳
中
よ
り
完
全
に
数
種
の
麻
織
物
が
発
見
さ
れ
た
事
は
我 

国
で
類
例
の
な
い
事
実
で
、
上
代
染
織
史
に
は
稀
有
の
史
料
で
あ
る
。 

今
そ
の
発
見
の
製
布
の
詳
細
を
知
る
事
は
出
来
ぬ
が
、
記
事
に
よ
る 

と
絛
布
即
ち
縞
織
物
で
あ
る
ら
し
い
。
古
墳
が
何
時
の
頃
の
も
の
で 

あ
る
や
を
決
定
さ
れ
る
迄
は
断
案
は
下
せ
な
い
が
倭
文
織
若
し
く
は 

倭
文
織
の
一
種
で
あ
る
事
は
疑
ひ
な
い
と
思
ふ
」（同
書
、
思
文
閣
出 

版
、
一
四
六
頁
）。 

こ
の
記
事
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
け
ら
れ
な
い
で
お
り
、
ま
た
発 

掘
さ
れ
た
も
の
や
報
告
書
も
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の 

記
事
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
古
墳
時
代
に
倭
文
織
が
織
ら
れ
て
い
た 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
和
朝
廷
の
支
配
地
域
が
広
が
っ
て
い
く
に 

従
っ
て
、
部
民
制
的
生
産
機
構
に
編
成
さ
れ
た
倭
文
部
が
織
っ
た
織 

物
が
倭
文
織
、
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
れ
ば
、
倭
文
織
の
成
立
は
五
世 

紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
頃
で
あ
ろ
う
（藤
田
、
一
二
頁
、
高
野
、 

七
二
頁
）。 

で
は
終
わ
り
は
い
つ
か
。
文
献
上
は
十
世
紀
前
期
の『
延
喜
式
』
の 

記
載
が
最
後
で
あ
り
、
黒
川
真
頼
『
工
芸
志
料
』（明
治
十
一
年
刊
）に 

よ
れ
ば
、「
承
平
天
慶
の
乱
あ
り
。
諸
国
調
貢
の
典
漸
く
衰
え
、
遂
に 

他
物
を
以
て
代
え
て
献
ず
る
に
至
る
」と
あ
り
、
平
将
門
の
乱
の
頃
に 

は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
（斎
藤
、
八
八 

 

定
を
受
け
、
す
な
わ
ち
常
陸
国
と
駿
河
国
か
ら
倭
文
が
調
と
し
て
毎
年 

納
め
ら
れ
、
淡
路
国
ほ
か
特
定
の
地
区
か
ら
臨
時
に
倭
文
が
献
上 

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」（斎
藤
、
九
〇
頁
）。 

 

６ 

問
題
点
と
今
後
の
課
題 

倭
文
織
が
現
存
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
今
回
の
調
査
の
ネ
ッ
ク 

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
献
を
含
め
、
倭
文
織
の
研
究
に
つ
い
て 

は
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
上
で
、
今
後
な
お
研
究 

す
べ
き
こ
と
な
ど
を
整
理
し
て
お
こ
う
。 

倭
文
織
の
素
材
や
織
機
な
ど
の
調
査
は
さ
ら
に
進
め
て
い
か
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
な
ぜ
他
の
所
で
は
な
く
静
神
社
周
辺
に
あ
る
地 

区
で
す
べ
て
倭
文
織
が
織
ら
れ
て
い
た
の
か
、
平
将
門
の
時
代
に
な 

ぜ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ま
だ
ま
だ
解
明
す
べ
き
点
は
残
さ
れ
て 

い
る
。『
上
代
日
本
染
織
史
』に
あ
る
大
正
期
の
新
聞
記
事
も
見
つ 

か
っ
て
い
な
い
。 

常
陸
国
と
同
様
に
毎
年
調
と
し
て
貢
納
し
て
い
た
駿
河
国
の
状
況

（静
岡
の
地
名
を
含
め
て
）が
全
然
つ
か
め
て
い
な
い
。 

さ
ら
に
、
全
国
各
地
に
存
在
す
る
し
ど
り
関
連
の
地
名
や
（倭
文
、 

静
、
志
鳥
、
志
戸
呂
な
ど
）し
ど
り
に
関
係
す
る
姓
も
か
な
り
あ
る
の 

で
、
そ
の
方
面
の
研
究
も
必
要
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
点
の
解
明
を
進
め
る
爲
に
、
倭
文
織
に
関
心
の
あ
る
人 

た
ち
が
集
ま
っ
て
研
究
会
を
開
催
す
る
こ
と
、
関
係
市
町
村
の
倭
文 

織
サ
ミ
ッ
ト
開
催
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

   




