
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
生
食
習
俗
の
検
討

中
国
古
代
の
礼
俗
と
の
対
比
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本
論
で
は
倭
人
伝
に
み
え
る
「
倭
地
温
暖
冬
夏
食
生
菜
」
の
う
ち
の
「
食

生
菜
」
に
つ
い
て
、
中
国
古
代
お
よ
び
よ
り
通
時
的
に
は
中
華
社
会
に
お
け

る
礼
俗
と
し
て
の
食
事
習
俗
と
の
対
比
の
観
点
か
ら
言
及
し
、
こ
の
語
句
を

『
三
国
志
』
に
お
け
る
認
識
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
経
書

や
史
書
な
ど
に
み
え
る
「
生
菜
」
と
そ
の
対
照
と
な
る
「
熟
菜
」「
熟
食
」

を
含
む
記
述
を
あ
げ
て
、『
三
国
志
』
編
纂
時
点
に
お
け
る
認
識
の
次
元
で

は
、
礼
俗
に
お
け
る
膾
に
典
型
化
さ
れ
る
生
食
の
食
品
は
羹
に
代
表
さ
れ
る

熟
菜
・
熟
食
と
と
も
に
日
常
お
よ
び
礼
俗
に
お
け
る
品
目
と
対
置
さ
せ
て
い

た
と
推
量
し
た
。
結
論
と
し
て
は
、『
三
国
志
』
で
は
中
国
古
代
の
礼
俗
と

相
対
化
さ
せ
て
東
夷
に
対
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、『
三
国
志
』
編
纂

姿
勢
の
な
か
で
東
夷
に
お
け
る
倭
人
に
対
す
る
認
識
を
構
成
す
る
要
素
と
し

て
生
菜
を
食
す
こ
と
で
礼
俗
に
適
わ
な
い
習
俗
を
も
ち
つ
つ
も
、
礼
制
に
則

り

豆
を
用
い
た
倭
人
の
文
化
に
関
し
て
の
相
対
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

魏
志
倭
人
伝
、
倭
人
、
習
俗
、
生
菜
、
礼
俗

序

言

『
三
国
志
』
魏
書
東
夷
伝
倭
人
条
（
以
下
で
は
倭
人
伝
と
略
称
）
の
研
究
方
法

と
し
て
は
、
通
称
で
あ
る
魏
志
倭
人
伝
と
し
て
の
認
識
次
元
に
お
い
て
、
記
述
の

史
実
性
を
基
本
と
し
た
詮
索
が
主
体
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
倭
人
伝

は
あ
く
ま
で
も
『
三
国
志
』
の
一
部
で
あ
っ
て
、
全
体
の
編
纂
姿
勢
の
な
か
で
位

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
本
来
的
な
研
究
方
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
つ
と
に
邪
馬
台
国
の
位
置
論
に
関
し
て
の
論
争
を
端

緒
と
し
て
言
及
さ
れ1

）

、
そ
の
後
、
倭
人
伝
の
史
料
批
判
の
な
か
で
、
倭
の
地
理
的

記
述
を
東
夷
伝
全
体
の
な
か
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
倭
人
伝
執
筆
者
お
よ

び
中
国
か
ら
倭
へ
の
使
人
の
立
場
に
立
ち
戻
り
、
魏
志
東
夷
伝
の
な
か
に
倭
人
伝

を
位
置
づ
け
、
そ
の
信
憑
性
や
史
料
性
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
論
が
確
認
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さ
れ
て
い
る2

）

。
近
年
に
い
た
り
、
研
究
方
法
と
内
容
が
昇
華
し
、
東
洋
史
・
中
国

史
の
分
野
か
ら
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が3

）

、
さ
ら
に
倭
人
伝
に
み
え
る
事
物

や
事
象
に
関
し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
よ
う
。

倭
人
伝
に
み
え
る
具
体
的
な
事
物
や
事
象
を
対
象
と
す
る
字
句
の
う
ち
、
倭
人

の
生
活
文
化
の
一
面
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
「
倭
地
温
暖
冬
夏
食
生
菜
」
に

み
え
る
「
食
生
菜
」
に
つ
い
て
は
、
文
章
の
と
お
り
、
倭
の
地
が
温
暖
で
あ
る
た

め
冬
も
夏
も
生
菜
を
食
す
と
解
さ
れ
て
お
り
、
倭
の
気
候
風
土
を
反
映
し
た
生
活

の
一
端
と
み
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
注
視
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
ふ
れ
る
よ
う
に
倭
人
伝
の
記
事
や
語
句
の

選
択
に
は
編
纂
時
点
で
の
思
想
や
文
化
が
規
範
と
な
っ
て
お
り
、
単
純
な
読
解
で

は
な
く
、『
三
国
志
』
編
纂
時
点
の
同
時
代
的
な
視
点
か
ら
採
録
さ
れ
た
内
容
や

用
い
ら
れ
た
語
句
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
倭
人
伝
の
「
冬
夏
食
生
菜
」
に
つ
い
て
、

生
食
す
な
わ
ち
食
物
を
生
の
ま
ま
で
食
す
る
習
俗
と
し
て
、
中
国
古
代
社
会
に
お

け
る
礼
俗
と
対
比
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
人
の
習
俗
に
対
す
る
『
三

国
志
』
編
纂
時
点
に
お
け
る
文
化
史
的
理
解
の
一
面
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

一

「
生
菜
」
に
関
す
る
従
前
の
解
釈

本
論
で
検
討
す
る
の
は
倭
人
伝
の
な
か
の
「
倭
地
温
暖
冬
夏
食
生
菜
」
と
い
う

文
章
に
み
え
る
生
菜
の
語
と
そ
の
『
三
国
志
』
編
纂
時
点
に
お
け
る
中
華
社
会
で

の
文
化
史
的
意
味
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
も
っ
と
も
流
布
し
て
い
る
訳
で
は
「
倭

の
地
は
温
暖
、
冬
夏
生
菜
を
食
す
」
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
お
り4

）

、
単
純
な
内
容
で

あ
る
た
め
、
そ
の
他
の
解
釈
で
も
「
倭
の
地
は
温
暖
で
あ
る
た
め
、
冬
で
も
夏
で

も
生
野
菜
を
食
べ
」
と
い
う
訳
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
基
本
的
に
異
見
は
認
め
ら

れ
な
い5

）

。
ま
た
、
こ
の
記
述
を
も
と
に
縄
文
時
代
の
貝
塚
や
弥
生
時
代
の
遺
跡
か

ら
出
土
し
て
い
る
ア
サ
・
ゴ
ボ
ウ
・
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
・
エ
ゴ
マ
・
ソ
バ
・
ウ
リ
・
ア

ズ
キ
な
ど
を
あ
げ
て
、「
生
菜
」
の
実
際
の
対
象
を
想
定
す
る
見
方
も
あ
る6

）

。

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
な
か
で
水
野
祐
氏
は
倭
人
が
食
物
を
す
べ
て
生
で
食
し
た

の
で
は
な
く
、
火
食
を
知
ら
な
い
と
い
う
よ
り
、
菜
類
は
生
で
食
べ
た
も
の
と
解

し
、
火
食
と
の
対
比
で
生
菜
を
把
握
し
て
い
る
点
で7

）

、
本
論
の
考
察
の
萌
芽
的
な

問
題
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

生
菜
の
語
に
つ
い
て
は
佐
伯
有
清
氏
が
同
様
に
生
の
野
菜
の
意
味
と
解
し
た
う

え
で
、
関
係
す
る
古
典
と
し
て
、『
爾
雅
』
の
注
に
み
え
る
「
又
、
渣
芹
（
み
ず

せ
り
）
有
り
。
生
菜
と
為
す
可
し
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
こ
こ
で
は
生
菜
と
し
て

「
渣
芹
」
を
指
し
示
す
と
す
る
。
ま
た
、
明
の
李
時
珍
の
『
本
草
綱
目
』
の
「
白

」
の
項
の
説
明
と
し
て
、「
白

、
苦

、

は
俱
（
と
も
）
煮
烹
す
べ
か

ら
ず
、
皆
宜
し
く
生

し
て
汁
を
去
（
の
ぞ
）
き
、
塩
醋
拌
食
す
べ
し
。
通
じ
て

生
菜
と
い
う
べ
し
」
と
あ
る
の
を
参
照
し
て
い
る
。
加
え
て
倭
人
伝
と
ほ
ぼ
同
時

代
の
記
述
と
し
て
『
抱
朴
子
』
釈
滞
に
「
ま
た
、
気
を
行
う
大
要
は
多
食
を
欲
せ

ず
、
お
よ
び
生
菜
、
肥
鮮
の
者
を
食
ら
え
ば
、
人
を
し
て
気
を
強
く
し
閉
ざ
し
難

（
か
た
）
か
ら
し
む
」
と
あ
る
の
を
参
照
し
た8

）

。
た
だ
し
、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に

『
本
草
綱
目
』
に
は
生
菜
の
語
が
頻
出
し
、
明
代
に
は
食
材
の
品
目
と
し
て
生
菜

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
倭
人
伝
の
生
菜
に
つ
い
て
は
生
鮮
な
蔬
菜
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
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お
り
、
そ
れ
以
外
に
は
、
若
干
の
出
典
論
的
言
及
が
あ
っ
た
程
度
で
あ
り
、
こ
の

部
分
を
中
国
古
代
あ
る
い
は
よ
り
通
時
的
に
中
華
社
会
の
礼
俗
と
比
較
し
た
研
究

は
寡
聞
に
し
て
し
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
前
提
と
し

て
生
菜
の
反
対
の
意
味
を
も
つ
火
食
・
熟
食
・
熟
菜
す
な
わ
ち
火
を
通
し
た
食
材

を
示
す
語
に
つ
い
て
の
文
化
的
意
味
に
つ
い
て
経
書
な
ど
の
理
念
的
記
述
も
含
め

て
次
項
以
下
で
文
献
を
あ
げ
て
論
じ
た
い
。

二

火
食
の
対
照
と
し
て
の
生
食

生
菜
の
語
の
対
照
と
し
て
は
熟
菜
・
熟
食
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
対
照
に
よ
る
相

互
の
意
味
は
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
生
菜
を
含
む
生
食
に
対
し
て
は
、
火
食
の
語

が
あ
り
、
こ
の
語
は
儒
教
的
価
値
観
を
含
む
中
華
社
会
に
お
け
る
人
倫
の
成
立
を

理
念
的
に
凝
縮
し
た
説
話
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
る
前
に
東
夷
た

る
倭
人
を
含
む
中
華
周
辺
民
族
の
食
習
慣
を
礼
俗
の
観
点
か
ら
述
べ
た
周
知
の
内

容
を
あ
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。

す
な
わ
ち
、『
礼
記
』
王
制
に
は
「
中
国
戎
夷
五
方
の
民
、
皆
性
あ
り
、
推
し

移
す
べ
か
ら
ず
。
東
方
を
夷
と
い
い
、
被
髪
文
身
し
、
火
食
せ
ざ
る
者
あ
り
。
南

方
を
蛮
と
い
い
、
題
を

（
き
ざ
）
み
趾
（
し
）
を
交
え
、
火
食
せ
ざ
る
者
あ
り
。

北
方
を
狄
と
い
い
、
西
方
を
戎
と
い
い
、
被
髪
し
て
皮
を
衣
（
き
）
て
、
粒
食
せ

ざ
る
者
あ
り
。
北
方
を
狄
と
い
い
、
羽
毛
を
衣
て
穴
居
し
、
粒
食
せ
ざ
る
者
あ
り
。

中
国
蛮
夷
戎
狄
、
皆
、
安
居
・
和
味
・
宜
服
・
利
用
・
備
器
あ
り
。
五
方
の
民
、

言
語
通
ぜ
ず
、
嗜
欲
同
じ
か
ら
ず
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
中
華

の
五
方
の
民
で
あ
る
蛮
夷
戎
狄
は
そ
れ
ぞ
れ
の
居
所
・
食
事
・
衣
服
・
用
品
・
器

具
な
ど
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
、
五
方
の
民
は
互
い
に
言
語
が
通
ぜ
ず
、
嗜
好
が

異
な
る
こ
と
を
述
べ
た
な
か
で
、
風
俗
と
し
て
は
南
蛮
の
額
へ
の
文
身
や
歩
行
方

法
、
北
狄
の
被
髪
や
皮
衣
な
ど
を
あ
げ
、
食
事
作
法
に
関
し
て
東
夷
・
南
蛮
は
火

食
せ
ず
、
西
戎
と
北
狄
は
粒
食
し
な
い
と
し
て
い
る9

）

。
こ
こ
で
は
火
食
す
な
わ
ち

食
物
に
火
を
通
さ
ず
に
食
し
た
り
、
粒
食
し
な
い
の
は
中
華
世
界
と
そ
の
周
辺
に

あ
る
五
方
の
民
と
し
て
括
ら
れ
、
方
位
に
応
じ
て
夷
狄
戎
蛮
と
類
型
化
さ
れ
る
異

民
族
で
あ
る
人
々
の
食
事
作
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
中
華
の
民
と
対
比
的
に
述
べ
て

い
る
。
逆
に
言
え
ば
火
食
し
、
粒
食
す
る
こ
と
が
中
華
の
食
事
作
法
で
あ
る
こ
と

が
、
こ
の
記
述
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

火
食
が
礼
俗
の
基
本
と
な
る
こ
と
は
『
礼
記
』
礼
運
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
内

容
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
昔
は
先
王
未
だ
宮
室
あ
ら
ず
、
冬

は
す
な
わ
ち
営
窟
に
居
し
、
夏
は
す
な
わ
ち

巣
に
居
す
。
未
だ
火
化
あ
ら
ず
、

草
木
の
実
、
鳥
獣
の
肉
を
食
ら
い
、
そ
の
血
を
飲
み
、
そ
の
毛
を
茹
（
く
ら
）
う
。

（
中
略
）、
後
聖
作
（
お
こ
）
る
あ
り
、
し
か
る
後
に
火
の
利
を
修
め
、
金
を
范

し
、
土
を
合
わ
せ
、
も
っ
て
台

・
宮
室
・

を
為
す
。
も
っ
て
炮
し
、
も
っ

て

し
、
も
っ
て
亨
し
、
も
っ
て
炙
し
、
も
っ
て

酪
を
為
（
つ
く
）
る
」
と
あ

り
、
人
間
は
火
を
知
っ
て
以
降
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
生
活
を
行
え
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る10

）

。
そ
の
な
か
で
食
事
作
法
に
関
し
て
、
未
だ
火
が
な

か
っ
た
頃
は
草
や
木
の
実
や
、
鳥
獣
の
肉
や
血
な
ど
を
そ
の
ま
ま
飲
食
し
て
い
た

が
、
火
の
利
用
以
降
に
調
理
を
知
り
、
そ
の
典
型
と
し
て
炮
・

・
亨
・
炙
の
四

つ
の
方
法
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
韓
非
子
』
五

に
は
「
上
古
の
世
、
人
民
少
な
く
し
て
禽
獣
衆
し
」

か
ら
始
ま
る
原
初
的
な
人
の
世
の
描
写
の
な
か
で
、「
民
果

奉
蛤
を
食
し
、
腥

四
五

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
五
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）



悪
臭
に
し
て
腹
胃
を
傷
害
し
、
民
疾
病
多
し
、
聖
人
の
作
（
お
こ
）
る
あ
り
、

燧
を
鑽
り
て
火
を
取
り
以
て
腥

を
化
す
、
而
う
し
て
民
こ
れ
を

（
よ
ろ
こ
）

び
、
天
下
に
王
た
ら
し
め
、
こ
れ
を
号
し
て
燧
人
氏
と
い
う
」
と
あ
る11

）

。
こ
れ
は

火
を
発
明
し
た
と
い
う
い
わ
ゆ
る
燧
人
氏
の
説
話
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
火
を
用

い
ず
に
生
の
ま
ま
食
し
た
頃
は
疾
病
が
多
く
、
聖
人
が
燧
に
よ
っ
て
火
を
起
こ
し

て
か
ら
、
民
は
こ
れ
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
聖
人
は
王
と
な
っ
て
燧
人
氏
と
な

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
火
食
以
前
の
獣
の
よ
う
な
暮
ら
し
方
が
聖
人

に
よ
る
火
の
発
見
に
よ
り
人
間
と
し
て
の
文
化
的
生
活
に
変
容
し
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
加
熱
調
理
を
動
因
と
し
て
人
が
火
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
理
念
と
し
て
の
火
食
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
礼
俗
を
行
う
倫
理

的
、
道
徳
的
な
存
在
と
し
て
の
人
と
な
る
の
で
あ
る12

）

。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
火
を
用
い
た
礼
俗
と
し
て
の
飲
食
の
属
性
を
示
す
記
述

と
し
て
『
礼
記
』
礼
運
に
は
孔
子
の
言
と
し
て
「
夫
（
そ
）
れ
礼
の
初
め
は
、
諸

の
飲
食
に
始
ま
る
。
そ
れ
黍
を

き
、
豚
を
卑
（
さ
）
き
、

尊
し
て
抔
飲
し
、

し
て
土
鼓
す
る
も
、
な
お
か
く
の
若
く
し
て
も
っ
て
そ
の
敬
を
鬼
神
に
い
た

す
べ
し
」
に
始
ま
る
記
述
が
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
る13

）

。
す
な
わ
ち
、
礼
は
飲

食
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
黍
を

き
、
豚
を
割
い
て
、
地
の
く
ぼ
み
に
よ
っ
て

飲
み
、
土
の
鼓
を
叩
い
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
鬼
神
を
敬
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
素
朴
で
質
素
な
飲
食
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

礼
俗
の
基
本
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に

は
、
ま
ず
黍
を

い
て
も
て
な
す
と
あ
る
よ
う
に
、
加
熱
し
た
穀
類
が
礼
俗
の
基

本
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

い
っ
ぽ
う
、
実
際
の
礼
俗
に
お
い
て
も
当
然
な
が
ら
加
熱
し
た
食
物
が
供
さ
れ
、

そ
の
事
例
は
礼
書
に
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
典
型
な
記
述
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
ま

ず
『
礼
記
』
内
則
に
「
羹
食
は
諸
侯
よ
り
以
下
庶
人
に
い
た
る
ま
で
等
な
し
」
と

あ
る
よ
う
に
、
羹
と
食
す
な
わ
ち
飯
に
つ
い
て
は
諸
侯
か
ら
庶
人
に
い
た
る
ま
で

同
様
で
あ
り
、
食
事
の
基
本
が
加
熱
調
理
し
た
羹
と
飯
で
あ
る
こ
と
は
身
分
階
層

を
問
わ
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る14

）

。

以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
食
品
に
火
を
通
す
こ
と
は
中
華
社
会
の
飲
食
に
普
遍

的
な
習
俗
で
あ
り
、『
礼
記
』
礼
運
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
礼
俗
の
基
礎
が
飲

食
に
あ
る
か
ら
、
火
食
は
礼
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
経
書
や
礼
書
の
飲

食
に
関
わ
る
内
容
は
、
こ
の
こ
と
に
の
っ
と
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。

三

中
華
社
会
の
食
事
文
化
と
の
対
比

儒
教
的
礼
俗
か
ら
の
認
識
と
は
別
に
倭
人
伝
に
記
さ
れ
た
弥
生
時
代
後
期
か
ら

古
墳
時
代
に
か
け
て
の
倭
人
が
「
生
菜
」
だ
け
を
食
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と

は
考
古
資
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
例
は
た
と
え
ば
土
器
に
付
着
し
た
炭
化

物
で
あ
り
、
明
ら
か
に
火
食
を
示
す
物
質
的
証
左
で
あ
る
。
土
器
の
付
着
物
か
ら

弥
生
時
代
の
食
事
を
検
討
す
る
研
究
は
多
い
が
、
具
体
的
な
調
理
方
法
を
実
証
的

に
検
証
し
た
近
年
の
専
論
に
お
い
て
は
、
炊
飯
用
と
そ
れ
以
外
の
煮
炊
容
器
の
区

分
を
検
討
す
る
方
向
性
も
示
唆
さ
れ
る
ほ
ど15

）

、
弥
生
時
代
に
は
加
熱
調
理
が
広
く

行
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
食
物
に
火
を
通
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
当
然

な
が
ら
遺
物
の
面
か
ら
実
証
す
る
の
は
難
し
く
、
倭
人
伝
の
「
冬
夏
食
生
菜
」
の

四
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記
述
を
考
古
学
資
料
の
み
で
論
ず
る
の
は
適
当
を
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
だ
し
、
考
古
資
料
の
多
寡
に
関
わ
ら
ず
、
本
論
の
目
的
は
倭
人
伝
の
「
生
菜
」

の
意
義
を
『
三
国
志
』
編
纂
者
側
か
ら
見
直
す
こ
と
に
あ
る
た
め
、「
冬
夏
食
生

菜
」
が
倭
人
の
実
際
の
習
俗
で
あ
る
か
否
か
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
以
下
で

は
三
国
時
代
に
い
た
る
文
化
的
、
史
的
環
境
の
な
か
で
、
こ
の
語
を
位
置
づ
け
て

み
た
い
。

ま
ず
、
は
じ
め
に
生
菜
の
語
が
食
材
の
生
食
を
示
す
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る

た
め
に
は
編
纂
時
期
の
下
る
史
料
で
あ
る
が
、『
南
史
』
孝
義
伝
に
み
え
る
呉
興

烏
程
の
人
で
あ
る
丘
傑
に
ま
つ
わ
る
奇
談
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
丘
傑
が

十
四
歳
の
時
に
母
を
亡
く
し
、
そ
れ
か
ら
は
熟
菜
す
な
わ
ち
火
を
通
し
た
食
物
に

は
有
味
で
あ
る
と
し
て16

）

、
口
に
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
年
を
経
て
母
が
夢
に
出

て
き
て
言
っ
た
。
死
を
止
め
る
に
は
分
別
あ
る
の
み
で
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

荼
苦
に
し
た
が
う
の
か
。
お
前
は
生
菜
を

（
く
）
ら
い
、
蝦
蟇
の
毒
に
遇

（
あ
）
っ
た
。
霊
牀
の
前
に
あ
る
三
丸
薬
を
取
っ
て
こ
れ
を
服
す
べ
し
、
と
。
丘

傑
は
驚
い
て
起
き
、
果
し
て

を
み
つ
け
る
と
、
そ
の
な
か
に
は
薬
が
あ
り
こ
れ

を
服
す
と
科
斗
子
す
な
わ
ち
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
数
升
を
下
し
た
。
丘
氏
は
世
々
こ

の

を
保
管
し
た
が
、
大
明
七
年
（
四
六
三
）
の
火
災
に
よ
っ
て
こ
れ
を
失
っ
た

と
い
う17

）

。
こ
こ
で
は
丘
傑
が
生
菜
を
食
し
た
結
果
、
腹
中
で
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が

多
数
発
生
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
生
菜
は
食
材
の
生
食
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
倭
人
伝
の
生
菜
に
対
し
て
加
熱
を
経
た
熟
菜
に
対
す
る
も
の

と
解
す
る
例
証
と
な
る
。
さ
ら
に
生
菜
を
食
す
れ
ば
腹
中
に
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が

生
ず
る
と
あ
る
か
ら
、
蔬
菜
の
類
を
指
す
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

『
三
国
志
』
と
時
期
的
に
ち
か
い
生
菜
の
語
の
用
例
と
し
て
は
、
佐
伯
有
清
氏

が
指
摘
し
た
よ
う
に
『
抱
朴
子
』
釈
滞
に
「
ま
た
、
気
を
行
う
大
要
は
多
食
を
欲

せ
ず
、
お
よ
び
生
菜
、
肥
鮮
の
者
を
食
ら
え
ば
、
人
を
し
て
気
を
強
く
し
閉
ざ
し

難
（
か
た
）
か
ら
し
む
」
と
あ
り
、
通
常
の
食
品
で
は
な
く
、
気
を
行
う
た
め
に

食
べ
る
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

北
魏
・

思

の
『
斉
民
要
術
』
巻
九
作

に
は
蔵
生
菜
法
と
い
う
項
目
が
あ

り
、
桃
か
ら
酢
、
楊
梅
か
ら
酒
、
梨
や
木
瓜
な
ど
で
発
酵
食
品
を
作
る
方
法
が
記

さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
「
梨

」
と
は
乳
酸
発
酵
に
よ
る
梨
の
漬
け
物

で
あ
り
、
湯
を
加
え
る
梨
や
一
度
煮
た
棗
で
同
様
の
風
味
の
即
席
食
品
も
で
き
る

と
記
さ
れ
て
い
る18

）

。
以
上
の
よ
う
な
多
様
な
加
工
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
果
実
食
品
を
作
り
出
し
て
い
る
。

唐
代
で
は
杜
甫
の
「
立
春
詩
」
に
「
春
日
春
盤
生
菜
細
や
か
な
り
。
忽
ち
憶
う

両
京
梅
発
く
時
」
と
あ
り
、
立
春
の
祝
い
の
皿
に
生
の
野
菜
が
刻
ん
で
あ
る
の
を

見
て
、
都
の
梅
の
開
花
を
想
い
出
す
と
い
う
情
景
を
詠
じ
て
い
る19

）

。
こ
の
詩
を
詠

ん
だ
当
時
、
杜
甫
は
友
人
で
あ
る

州
刺
史
・
柏
茂
琳
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
い
く

ら
か
安
定
し
た
生
計
の
も
と
で
大
暦
二
年
（
七
六
七
）
の
新
年
を
迎
え
て
い
る
。

詩
中
の
生
菜
を
細
か
く
刻
ん
だ
も
の
を
食
す
の
は
、
陰
暦
正
月
の
立
春
の
日
に
行

わ
れ
た
習
慣
で
、
杜
甫
は
生
菜
が
盛
ら
れ
た
春
盤
す
な
わ
ち
立
春
の
祝
い
の
大
皿

を
み
て
、「
両
京
」、
つ
ま
り
長
安
と
洛
陽
の
梅
の
開
花
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。

研
究
史
の
項
で
ふ
れ
た
よ
う
に
佐
伯
有
清
氏
は
明
代
の
『
本
草
綱
目
』
菜
部
第

二
七

菜
之
二
の
「
白

」
の
項
に
み
え
る
生
菜
の
語
を
一
例
の
み
あ
げ
て
い
る

が
、『
本
草
綱
目
』
に
は
引
用
も
含
め
て
三
〇
箇
所
に
わ
た
っ
て
生
菜
の
語
が
出

現
す
る
。
そ
の
全
て
を
あ
げ
る
こ
と
は
煩
雑
に
す
ぎ
る
が
、
た
と
え
ば
蓼
の
項
に

は
「
作
生
菜
食
、
能
入
腰
脚
」
と
あ
り
、
生
菜
を
食
す
と
足
腰
が
丈
夫
に
な
る
と
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記
さ
れ
て
い
る20

）

。
ま
た
、
胡

と
い
う
野
菜
の
項
に
は
「
可
和
生
菜
食
」
と
あ
り
、

和
え
物
と
し
て
生
食
に
適
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る21

）

。

清
・

栄
陛
の
『
帝
京
年
時
紀
勝
』
正
月
の
春
盤
の
項
に
は
、
新
春
日
に
献
辛

盤
を
献
じ
、
士
庶
の
家
と
い
え
ど
も
、
ま
た
必
ず

豚
を
割
き
、
麵
餅
を
炊
い
て
、

い
ろ
い
ろ
な
生
菜
、
青

芽
、
羊
角
葱
、
菜
皮
を
混
ぜ
和
え
て
、
水
紅
蘿
蔔
と
あ

わ
せ
て
生
食
す
。
名
づ
け
て
咬
春
と
い
う
、
と
あ
り
、
新
春
に
生
菜
を
食
す
る
こ

と
が
年
中
行
事
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る22

）

。
こ
の
よ
う
に
時
代
が
下
る
ほ
ど
に
生
菜

の
調
理
法
な
ど
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

い
っ
ぽ
う
、
さ
き
に
ふ
れ
た
『
南
史
』
の
丘
傑
の
話
で
は
夢
の
な
か
で
母
が
告

げ
た
熟
菜
が
生
菜
に
対
す
る
対
義
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
生
菜
と
同
様

に
熟
菜
の
語
も
文
献
上
に
出
現
す
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
管
見
で
は
後
代
の
作

で
あ
り
、
か
つ
小
説
で
あ
る
『
水
滸
伝
』
に
は
武
行
者
と
呼
ば
れ
た
武
松
が
村
里

の
居
酒
屋
で
酒
を
飲
む
場
面
で
、
亭
主
が
二
本
の
酒
を
大
碗
に
つ
い
で
武
行
者
に

飲
ま
せ
、
熟
菜
を
一
皿
出
し
て
酒
の
肴
と
し
た
、
と
い
う
描
写
が
あ
る23

）

。
さ
ら
に

時
代
が
下
り
、
清
代
の
白
話
長
編
小
説
で
満
人
の
文
康
の
作
に
な
る
『
児
女
英
雄

伝
』
に
は
主
人
公
の
安
公
子
が
科
挙
の
試
験
場
の
建
物
で
担
当
の
役
人
で
あ
る
号

軍
に
飯
を
温
め
さ
せ
、
熟
菜
を
食
べ
た
、
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
こ
れ
も
後
代
の

記
述
に
熟
菜
の
語
が
み
ら
れ
る
例
と
な
る24

）

。

こ
の
よ
う
に
生
菜
と
そ
の
対
照
に
あ
る
熟
菜
の
語
は
時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
一

般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、「
生
菜
」
の
語
を

『
三
国
志
』
編
纂
者
の
側
か
ら
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
三
国
時
代
と
そ
の
前
後

に
お
い
て
、
こ
の
語
の
背
景
に
あ
る
飲
食
文
化
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

魏
晋
代
の
史
料
に
み
え
る
「
生
菜
」
の
語
は
倭
人
伝
に
一
箇
所
に
現
れ
る
の
み

で
、『
後
漢
書
』
東
夷
伝
倭
人
条
に
同
様
の
内
容
を
記
し
た
箇
所
に
み
え
て
い
る
。

そ
の
他
に
『
漢
書
』
西
域
伝
に
は

賓
国
の
風
俗
と
し
て
、
土
地
が
湿
潤
な
の
で

稲
が
生
育
し
、
冬
に
は
生
菜
を
食
す
る
と
あ
り25

）

、
同
様
の
内
容
は
『
魏
書
』
西
域

伝

賓
国
条
に
も
み
え
る26

）

。
こ
れ
ら
に
よ
る
と

賓
国
は
西
域
に
あ
り
な
が
ら
、

水
利
施
設
の
お
か
げ
で
稲
が
生
育
し
、
冬
に
生
菜
を
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
生
菜
は
生
鮮
な
菜
草
と
い
う
含
意
も
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
魏
晋
南
北
朝
代
の
生
菜
は
菜
草
な
ど
を
生
食
す
る
意
味
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
で
示
し
た
生
食
を
意
味
す
る
生
菜
を
考
察
す
る
際
に
考
え
る
べ
き
は
『
三

国
志
』
編
纂
時
点
に
い
た
る
中
国
の
食
文
化
に
お
け
る
生
食
の
文
化
的
な
意
味
で

あ
る
。
そ
の
際
に
熟
菜
い
い
か
え
る
と
火
食
が
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
項
で
み

た
と
お
り
で
あ
る
が
、
肉
や
魚
を
細
く
切
っ
て
生
食
し
た
い
わ
ゆ
る
膾
の
類
が
儒

教
の
経
書
な
ど
に
現
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
典
型
は
『
論
語
』
郷
党
篇
に
孔
子
の
言
葉
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
食
（
い
い
）
は
精
（
し
ら
げ
）
を
厭
わ
ず
、
膾
（
な
ま
す
）
は
細
き
を

厭
わ
ず
。
食
の

（
い
）
し
て

（
あ
い
）
せ
る
と
、
魚
（
う
お
）
の

（
あ

さ
）
れ
て
肉
の
敗
れ
た
る
は
食
ら
わ
ず
。
色
の
悪
し
き
は
食
ら
わ
ず
。
臭
い
の
悪

し
き
は
食
ら
わ
ず
」
と
い
う
文
章
で
あ
る27

）

。
こ
こ
で
は
孔
子
の
嗜
好
と
し
て
、
精

白
さ
れ
て
い
る
米
を
好
み
、
膾
の
肉
は
細
か
く
切
っ
て
い
る
も
の
を
好
み
、
飯
が

（
す
）
え
て
味
が
悪
く
な
っ
た
り
、
魚
が
傷
ん
で
い
た
り
、
肉
が
腐
っ
て
い
た

り
、
色
の
悪
い
も
、
臭
い
の
悪
い
も
の
は
食
さ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

記
述
は
孔
子
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
古
代
の
具
体
的
な
食
事
内
容
と
生
食

の
典
型
で
あ
る
膾
の
形
状
が
わ
か
る
文
献
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
。
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お
な
じ
く
『
礼
記
』
少
儀
に
は
「
牛
と
羊
魚
と
の
腥
は

（
ひ
）
き
て
こ
れ
を

切
り
て
膾
と
な
す
」
と
あ
り
、
腥
は
生
肉
を
指
す
こ
と
か
ら
、
膾
の
形
状
と
生
食

を
示
す
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る28

）

。

時
代
が
下
る
が
『
隋
書
』
に
は
「
蒸
膾
」
の
語
が
あ
り29

）

、
膾
に
蒸
の
語
を
つ
け

て
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
膾
そ
の
も
の
が
生
の
食
品
を
指
す
こ

と
の
証
左
と
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
膾
は
常
食
で
あ
る
と
と
も
に
礼
俗
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
『
礼
記
』
曲
礼
上
に
「
凡
そ
進
め
る
食
の
礼
、

（
こ
う
）
を
左
に

し

（
し
）
を
右
に
し
、
食
（
飯
）
は
人
の
左
に
居
（
お
）
き
、
羹
は
人
の
右
に

居
く
。
膾
炙
は
外
に
処
（
お
）
き
、

將
酉

は
内
に
処
く
」
と
あ
り30

）

、
こ
の
な
か
の

と
膾
が
生
で
食
す
る
肉
と
考
え
ら
れ
て
い
る31

）

。
同
じ
く
『
礼
記
』
内
則
に
は

「
飯
」
と
し
て
黍
・
稷
・
稻
、
粱
な
ど
の
穀
物
を
あ
げ
、「
膳
」
と
し
て

・

・
堯
・

・
牛
炙
な
ど
と
と
も
に
牛
膾
・
魚
膾
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
副
菜
の

な
か
で
は
主
要
な
食
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る32

）

。

ま
た
、『
礼
記
』
内
則
に
は
「
大
夫
の
燕
食
に
は
膾
あ
れ
ば

な
く
、

あ
れ

ば
膾
な
し
。
士
は
羹

を
貳
（
か
さ
）
ね
ず
」
と
あ
り33

）

、
大
夫
の
食
事
に
は
膾
が

あ
れ
ば

（
乾
肉
）
は
な
く
、

が
あ
れ
ば
膾
は
な
く
、
士
の
食
事
は
羹
と

（
切
り
肉
）
と
の
両
方
は
出
さ
な
い
、
と
あ
り
、
膾
が

と
と
も
に
大
夫
の
食
事

と
し
て
調
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
み
え
る
羹
は
前
項
で
『
礼
記
』
内
則
を
あ
げ
て
示
し

た
よ
う
に
諸
侯
よ
り
庶
人
に
い
た
る
ま
で
身
分
階
層
を
問
わ
な
い
食
事
の
基
礎
的

品
目
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
膾
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
礼
俗

の
場
を
含
め
た
食
事
品
目
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
特
殊
な
食
習
慣
と
し
て
記
さ
れ
る
生
菜
は
、
礼
俗
に
お
け
る
生

食
と
し
て
典
型
的
な
膾
と
は
対
照
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
膾

は
生
食
で
あ
り
な
が
ら
羹
に
代
表
さ
れ
る
加
熱
し
た
食
品
と
と
も
に
日
常
お
よ
び

礼
俗
に
お
け
る
品
目
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
生
菜
と
を
対
置
的
に
取
り
扱
う
と
い
う

『
三
国
志
』
編
纂
者
の
認
識
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
倭
人
伝
の

生
菜
も
膾
な
ど
の
礼
俗
に
関
す
る
食
品
は
含
ま
な
い
蔬
菜
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ

る
。

四

礼
俗
か
ら
み
た
倭
人
の
生
食
と
手
食

倭
人
伝
に
み
え
る
「
冬
夏
食
生
菜
」
に
関
し
て
、
た
ん
に
倭
人
の
習
俗
と
し
て

で
は
な
く
、
経
書
や
史
書
の
用
例
か
ら
中
国
の
礼
俗
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
し

て
き
た
が
、
基
本
的
に
は
中
華
社
会
に
お
け
る
礼
俗
の
な
か
で
生
食
と
し
て
は
膾

な
ど
ご
く
一
部
の
食
品
を
除
い
て
行
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
い
っ
ぽ
う
で
膾
は
饗

食
の
な
か
で
一
定
の
位
置
を
占
め
て
お
り
、
礼
俗
に
お
け
る
飲
食
の
な
か
で
不
可

欠
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
た
。

儒
教
的
礼
俗
に
お
い
て
飲
食
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
『
礼
記
』
礼
運
に

端
的
に
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
も
熟
菜
す
な
わ
ち
加
熱

し
た
食
品
が
基
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
熟
菜
の
語
は
漢
籍
に
は
稀

で
あ
り
、
そ
れ
は
『
南
史
』
の
丘
傑
の
奇
談
に
み
え
る
熟
菜
と
生
菜
の
対
照
を
示

す
対
義
的
な
用
法
に
明
ら
か
で
あ
る
。
中
華
社
会
の
礼
俗
の
み
な
ら
ず
日
常
的
な

生
活
に
お
い
て
も
常
識
的
か
つ
通
念
的
な
食
品
が
加
熱
調
理
し
た
火
食
た
る
熟
菜

で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に
『
韓
非
子
』
で
は
「
腥

悪
臭
に
し
て
腹
胃
を
傷
害
し
、
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民
疾
病
多
し
」
と
説
か
れ
た
が34

）

、
こ
れ
は
た
ん
に
獣
と
人
を
分
か
つ
理
念
と
し
て

の
み
理
解
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
話
柄
と
し
て
『
南
史
』
の

丘
傑
が
生
菜
を
食
し
た
た
め
に
腹
中
に
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
湧
い
た
と
い
う
説
話

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
火
食
そ
の
も
の
が
人

倫
の
基
本
で
あ
る
か
ら
、
史
料
や
文
献
で
生
菜
の
語
が
き
わ
め
て
稀
に
し
か
現
れ

な
い
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、『
三
国
志
』
と
ち
か
い
時
代
で
は
、『
抱
朴
子
』
の
記
述
の
よ
う
に
生

菜
は
気
を
強
く
す
る
た
め
に
食
べ
た
の
で
あ
り
、
通
有
の
食
品
と
考
え
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
北
魏
の
『
斉
民
要
術
』
で
は
発
酵
食

品
を
作
る
材
料
と
さ
れ
て
お
り
、
唐
代
に
は
杜
甫
の
詩
に
立
春
の
象
徴
と
し
て
節

気
に
食
す
生
菜
が
み
え
る
。
そ
の
後
、
内
容
が
本
草
書
で
あ
る
と
い
う
点
を
除
い

て
も
明
代
の
『
本
草
綱
目
』
に
生
菜
の
語
が
頻
出
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

清
・

栄
陛
の
『
帝
京
歳
時
紀
勝
』
正
月
に
生
菜
、
青

芽
、
羊
角
葱
を
食
す
こ

と
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
時
代
が
下
が
り
、
生
菜
が
食
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に

つ
れ
て
、『
水
滸
伝
』
や
『
児
女
英
雄
伝
』
の
例
を
あ
げ
た
よ
う
に
生
菜
に
対
す

る
熟
菜
の
語
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
生
菜
の
語
が
み
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
が
礼
俗
と
し
て
生
の
蔬
菜
を
食
さ
な
い
と
い
う
習
慣
に
基
づ
い
て

お
り
、
こ
れ
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

以
上
に
示
し
た
礼
俗
の
基
盤
と
な
っ
た
儒
教
は
『
三
国
志
』
の
著
述
そ
の
も
の

に
も
影
響
を
与
え
て
い
る35

）

。
そ
れ
は
『
三
国
志
』
編
纂
に
お
け
る
思
想
的
傾
向
は

陳
寿
の
意
見
を
述
べ
た
評
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
『
礼
記
』

の
影
響
は
魏
書
三
少
帝
紀
の
評
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
陳
寿
は
「
古
者

以
天
下
為
公
、
唯
賢
是
与
」
す
な
わ
ち
、
往
古
は
天
下
を
公
と
み
な
し
、
た
だ
賢

者
だ
け
に
与
し
た
」
と
論
じ
て
い
る
が36

）

、
こ
の
文
章
は
『
礼
記
』
礼
運
篇
の
「
大

道
之
行
也
、
天
下
為
公
、
選
賢
與
能
」
を
典
故
と
し
て
い
る37

）

。
こ
の
ほ
か
に
斉
王

芳
の
正
始
元
年
の
詔
や
妃
嬪
伝
に
み
え
る
よ
う
に
「
易
称
」
と
し
て
、
易
経
を
引

い
て
お
り38

）

「
春
秋
説
」
と
し
て
春
秋
の
説
を
あ
げ
、
あ
る
い
は
『
詩
経
』
を
引
い

た
箇
所
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
陳
寿
は
こ
れ
ら
の
経
書
や
古
典
を
規
範
と
し
て
評
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
統
計
的
な
研
究
に
よ
る
と
本
文
中
の
『
論
語
』
の
引
用
は
百
箇
所
に
も

お
よ
ぶ
と
い
い
、
そ
の
名
称
も
『
論
語
』
の
ほ
か
に
孔
子
・
仲
尼
・
論
・
語
・
伝

な
ど
の
語
で
表
さ
れ
て
お
り
、『
孝
経
』『
詩
経
』
と
と
も
に
『
三
国
志
』
に
引
用

の
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る39

）

。『
三
国
志
』
に
お
け
る
経
書
の
影
響
は
曹
植

が
十
歳
余
り
に
し
て
『
詩
経
』『
論
語
』
の
言
辞
数
万
言
に
通
じ
た
こ
と
や40

）

、
斎

王
芳
が
論
語
に
通
じ
、
太
常
に

淵
を
配
し
て
辟
雍
に
お
い
て
孔
子
に
太
牢
祭
を

行
っ
た
こ
と
を
典
型
的
な
事
例
と
し
て
あ
げ
う
る
こ
と
で
も
推
察
さ
れ
よ
う41

）

。

『
三
国
志
』
そ
の
も
の
の
編
纂
思
想
の
な
か
で
、
東
夷
伝
も
儒
教
的
礼
俗
を
規

範
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
序
文
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

夷
狄
の
邦
と
い
え
ど
も
、
俎
豆
の
象
存
り
。
中
国
礼
を
失
し
、
こ
れ
を
四
夷
に
求

む
、
猶
、
信
あ
り
、
と
い
う
記
述
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
七

年
の
孔
子
の
言
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
。
こ
の
後
に
、
我
こ
れ
を
聞
く
、
天
子
、

官
を
失
す
れ
ば
学
は
四
夷
に
在
り
と
、
猶
お
信
な
り
、
と
い
う
陳
寿
の
言
が
続
く42

）

。

こ
こ
で
は
東
夷
は
夷
狄
の
国
々
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
祭
祀
の
儀
礼
が
伝
わ
っ

て
お
り
、
中
国
に
礼
が
失
わ
れ
た
時
、
四
方
の
異
民
族
の
間
に
そ
の
礼
を
求
め
る

と
い
う
こ
と
も
、
実
際
に
あ
り
え
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に
そ
の
国

を
撰
次
し
、
其
同
異
を
列
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
史
書
に
未
整
備
の
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内
容
を
補
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
東
夷
伝
の
記
述
を
み
て
も
、
扶
余
は

「
飲
食
に
は
皆
俎
豆
を
用
い
、
会
同
に
は
爵
を
拝
し
（
杯
を
受
け
る
）・
洗
爵
を

洗
し
（
返
杯
す
る
）、
揖
讓
に
し
て
（
謙
虚
な
動
作
）
升
降
（
立
っ
た
り
座
っ
た

り
）
す
る
」
と
あ
る43

）

。

東
夷
伝
に
発
現
し
た
『
三
国
志
』
編
纂
に
お
け
る
儒
教
的
礼
俗
の
重
要
視
に
よ

っ
て
、
生
菜
の
語
は
倭
人
が
こ
の
よ
う
な
礼
俗
と
は
異
な
る
倭
人
の
生
活
の
一
面

を
象
徴
し
た
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
い
っ
ぽ
う
に
お
い
て
は
、
倭

人
伝
に
は
儒
教
的
礼
俗
を
示
す
内
容
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
倭
人
が

豆
を
用
い
る
と
い
う
記
述
で
あ
り
、
こ
れ
は
別
に
詳
述
す
る
よ
う
に
儒
教
的
な
礼

楽
に
必
要
な
両
種
の
供
献
用
礼
器
を
欠
く
こ
と
な
く
準
備
す
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
陳
寿
を
し
て
倭
に
お
け
る
礼
の
実
修
を
認
識
さ
せ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て

い
る44

）

。
倭
人
伝
に
は
『
三
国
志
』
の
編
纂
思
想
が
伺
え
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
が
、
同

時
代
的
な
礼
俗
に
対
す
る
認
識
が
看
取
さ
れ
る
記
述
と
し
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ

う
に
「
中
国
礼
を
失
し
、
こ
れ
を
四
夷
に
求
む
、
猶
お
信
あ
り
」
と
あ
り45

）

、
す
な

わ
ち
中
国
に
礼
が
失
わ
れ
た
時
、
四
方
の
異
民
族
の
間
に
そ
の
礼
を
求
め
る
と
い

う
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
華
社
会
の
礼
俗
が
衰
退
し
た
こ
と
と
対
置

し
て
、
礼
制
と
し
て
包
括
的
な
体
系
性
を
も
た
な
い
と
し
て
も
周
辺
異
民
族
に
お

け
る
礼
俗
に
依
拠
す
る
行
為
の
存
在
を
認
め
た
上
で
の
発
言
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
『
三
国
志
』
編
纂
の
な
か
で
東
夷
に
お
け
る
倭
人
に
対
す
る
認
識
と
し

て
、
礼
俗
に
適
わ
な
い
生
菜
を
食
す
る
習
俗
を
も
ち
つ
つ
も
、
反
面
で
は
礼
制
に

則
り

豆
を
用
い
る
と
い
う
倭
人
の
文
化
に
関
し
て
の
具
体
的
か
つ
相
対
的
な
位

置
づ
け
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

結

語

本
論
で
は
倭
人
伝
に
み
え
る
「
倭
地
温
暖
冬
夏
食
生
菜
」
の
う
ち
の
「
食
生

菜
」
に
つ
い
て
、
中
国
古
代
お
よ
び
よ
り
通
時
的
に
は
中
華
社
会
に
お
け
る
礼
俗

と
し
て
の
食
事
習
俗
と
の
対
比
の
観
点
か
ら
言
及
し
、
こ
の
記
事
を
『
三
国
志
』

編
纂
時
点
の
認
識
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
行
論
に
そ
っ
て
以
下

に
摘
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
語
と
し
た
。

ま
ず
、
倭
人
伝
の
該
当
部
分
に
関
す
る
先
行
研
究
を
概
観
し
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
倭
の
地
が
温
暖
な
た
め
に
季
節
を
と
わ
ず
生
菜
を
食
す
、
と
解
さ
れ
て
き
た

こ
と
と
、「
生
菜
」
に
関
し
て
、
若
干
の
出
典
論
的
言
及
が
あ
っ
た
程
度
で
あ
り
、

こ
の
部
分
を
中
華
社
会
の
礼
俗
と
比
較
し
た
研
究
は
寡
聞
に
し
て
し
ら
な
い
こ
と

を
述
べ
た
。

次
に
生
食
と
語
義
の
う
え
で
対
置
さ
れ
る
語
で
あ
る
火
食
に
注
視
し
、
こ
れ
を

含
む
文
献
記
述
に
関
し
て
検
討
し
、
こ
れ
ら
の
語
に
象
徴
さ
れ
る
食
品
に
火
を
通

す
行
為
が
中
華
社
会
の
飲
食
に
普
遍
的
な
習
俗
で
あ
り
、『
礼
記
』
礼
運
に
典
型

的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
礼
俗
の
基
礎
は
飲
食
に
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

火
食
は
礼
の
基
本
で
る
こ
と
を
意
味
し
、
経
書
や
礼
書
の
飲
食
に
関
わ
る
内
容
は
、

こ
の
こ
と
に
の
っ
と
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

さ
ら
に
、
経
書
以
外
の
史
書
な
ど
に
み
え
る
「
生
菜
」
と
そ
の
対
照
と
な
る

「
熟
菜
」「
熟
食
」
を
含
む
記
述
を
あ
げ
て
、『
三
国
志
』
編
纂
時
点
で
の
認
識
の

次
元
で
は
、
礼
俗
に
お
け
る
膾
に
典
型
化
さ
れ
る
生
食
の
食
品
は
羹
に
代
表
さ
れ

る
熟
菜
・
熟
食
と
と
も
に
日
常
お
よ
び
礼
俗
に
お
け
る
品
目
と
対
置
さ
せ
て
い
た

と
推
量
し
た
。

五
一

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
五
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）



こ
れ
ら
を
う
け
て
結
論
と
し
て
は
、『
三
国
志
』
で
は
中
国
古
代
の
礼
俗
と
相

対
化
さ
せ
て
東
夷
に
対
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、『
三
国
志
』
編
纂
姿
勢
の

な
か
で
東
夷
に
お
け
る
倭
人
に
対
す
る
認
識
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
生
菜
を
食

す
こ
と
で
礼
俗
に
適
わ
な
い
習
俗
を
も
ち
つ
つ
も
、
礼
制
に
則
り

豆
を
用
い
た

倭
人
の
文
化
に
関
し
て
の
相
対
的
な
位
置
づ
け
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

た
。

〔
注
〕

1
）津
田
左
右
吉
「
邪
馬
台
国
の
位
置
に
つ
い
て
｜
そ
の
研
究
史
的
考
察
｜
」『
オ
リ

エ
ン
タ
リ
カ
』
一
、
一
九
四
八
年
）
で
は
邪
馬
台
国
の
位
置
に
つ
い
て
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
、「
魏
志
の
記
者
」
が
認
識
し
て
い
た
倭
の
方
向
を
重
視
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
言
及
が
み
え
る
。

2
）山
尾
幸
久
「
魏
志
倭
人
伝
の
史
料
批
判
」（『
立
命
館
文
学
』
二
六
〇
、
一
九
六
七

年
）

3
）渡
邉
義
浩
「『
三
国
志
』
東
夷
伝
倭
人
の
条
に
現
れ
た
世
界
観
と
国
際
関
係
」

（『
三
国
志
研
究
』
六
、
二
〇
一
一
年
）

渡
邉
義
浩
『
魏
志
倭
人
伝
の
謎
を
解
く
｜
三
国
志
か
ら
見
る
邪
馬
台
国
｜
』（
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
年
）

4
）和
田
清
・
石
原
道
博
編
訳
『
魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
宋
書
倭
国
伝
・
隋
書

倭
国
伝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）
四
五
頁

5
）三
品
彰
英
『
邪
馬
台
国
研
究
総
覧
』（
創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）
五
二
頁

同
様
の
訳
は
石
原
道
博
『
訳
注
中
国
正
史
日
本
伝
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五

年
）
一
六
頁

6
）武
光
誠
・
山
岸
良
二
編
『
改
訂
版
・
邪
馬
台
国
事
典
』（
同
成
社
、
一
九
九
八
年
）

二
五
頁

7
）水
野
祐
『
評
釈
魏
志
倭
人
伝
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
）
二
七
六
頁

8
）佐
伯
有
清
『
魏
志
倭
人
伝
を
読
む
』
上
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
〇

頁

9
）『
礼
記
』
王
制

中
国
戎
夷
、
五
方
之
民
、
皆
有
其
性
也
、
不
可
推
移
。
東
方
曰
夷
、
被
髪
文
身
、

有
不
火
食
者
矣
。
南
方
曰
蛮
、

題
交
趾
、
有
不
火
食
者
矣
。
西
方
曰
戎
、
被
髪

衣
皮
、
有
不
粒
食
者
矣
。
北
方
曰
狄
、
衣
羽
毛
穴
居
、
有
不
粒
食
者
矣
。
中
国
・

夷
・

・
戎
・
狄
皆
有
安
居
・
和
味
・
宜
服
・
利
用
・
備
器
・
五
方
之
民
・
言
語

不
通
、
嗜
欲
不
同
。

10
）『
礼
記
』
礼
運

昔
者
先
王
、
未
有
宮
室
、
冬
則
居
營
窟
、
夏
則
居

巢
。
未
有
火
化
、
食
草
木
之

実
、
鳥
獣
之
肉
、
飲
其
血
、
茹
其
毛
。
未
有
麻
絲
、
衣
其
羽
皮
。
後
聖
有
作
、
然

後
修
火
之
利
、
范
金
合
土
、
以
為
台

、
宮
室
、

戸
、
以
炮
以

、
以
亨
以
炙
、

以
為

酪
治
其
麻
絲
、
以
為
布
帛
、
以
養
生
送
死
、
以
事
鬼
神
上
帝
、
皆
従
其
朔
。

11
）『
韓
非
子
』
五

上
古
之
世
、
人
民
少
而
禽

衆
、
人
民
不
勝
禽

蟲
蛇
、
有
聖
人
作
、

木
為
巣

以
避
群
害
、
而
民
悦
之
、
使
王
天
下
、
号
曰
有
巢
氏
。
民
食
果

蛤
、
腥

悪

臭
而
傷
害
腹
胃
、
民
多
疾
病
、
有
聖
人
作
、
鑽
燧
取
火
以
化
腥

、
而
民

之
、

使
王
天
下
、
号
之
曰
燧
人
氏
。

12
）岡
部
幸
信
「
燧
人
考
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
三
、
二
〇
〇
五
年
）

13
）『
礼
記
』
礼
運

夫
礼
之
初
、
始
諸
飲
食
、
其

黍
卑
豚
、

尊
而
抔
飲
、

而
土
鼓
、
猶
若
可

以
致
其
敬
於
鬼
神
。

14
）『
礼
記
』
内
則

羹
食
、
自
諸
侯
以
下
至
於
庶
人
無
等
。

15
）小
林
正
史
、

柳
瀬

昭
彦
「
コ
ゲ
と
ス
ス
か
ら
み
た
弥
生
時
代
の
米
の
調
理
方

法
」（『
日
本
考
古
学
』
一
三
、
二
〇
〇
二
年
）

小
林
正
史
「
煮
炊
き
用
土
器
の
コ
ゲ
と
ス
ス
か
ら
み
た
弥
生
時
代
の
米
の
調
理
方

法：

中
在
家
南
遺
跡
を
中
心
と
し
て
」（『
北
陸
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
三
三
、
二

〇
〇
二
年
）

16
）『
列
子
』
天
瑞
に
「
有
味
者
、
有
味
味
者
、
生
之
所
生
者
死
矣
」
と
あ
り
、
抽
象

的
か
つ
哲
学
的
な
内
容
で
あ
る
が
、「
味
有
る
物
あ
り
、
味
を
味
有
ら
し
む
る
者

有
り
、
生
の
生
す
る
者
は
死
す
」
と
解
さ
れ
る
こ
と
を
参
照
し
て
、「
以
熟
菜
有

五
二

魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
生
食
習
俗
の
検
討
（
門
田
誠
一
）



味
」
の
意
味
を
「
熟
菜
は
味
有
る
を
以
て
」
と
解
釈
し
て
お
く
。

17
）『
南
史
』

巻
七
三
・
列
伝
第
六
三
・

孝
義
上
・
丘
傑

丘
傑
字
偉

、
呉
興
烏
程
人
也
。
十
四
遭
母
喪
、
以
熟
菜
有
味
、
不
嘗
於
口
。
歳

余
忽
夢
見
母
曰
死
止
是
分
別
耳
、
何
事
乃
爾
荼
苦
。
汝

生
菜
、
遇
蝦
蟇
毒
、
霊

牀
前
有
三
丸
薬
可
取
服
之
。
傑
驚
起
、
果
得

、

中
有
薬
、
服
之
下
科
斗
子
数

升
。
丘
氏
世
保
此

。
大
明
七
年
、
災
火
焚
失
之
。

18
）『
斉
民
要
術
』
巻
九
・
作

・
蔵
生
菜
法
第
八
十
八

梨

法
、
先
作

（
盧
感
反
）、
用
小
梨
、
瓶
中
水
漬
、
泥
頭
、
自
秋
至
春
。
至

冬
中
、
須
亦
可
用
。
又
云
、
一
月
日
可
用
。
将
用
、
去
皮
、
通
体
薄
切
、
奠
之
、

以
梨

汁
、
投
少
蜜
、
令
甜
酢
。
以
泥
封
之
。
若
卒
作
、
切
梨
如
上
、
五
梨
半
用

苦
酒
二
升
、
湯
二
升
、
合
和
之
、
温
令
少
熱
、
下
、
盛
。
一
奠
五
六
片
、
汁
沃
上
、

至
半
。
以

置
杯
旁
。
夏
停
不
過
五
日
。
又
云
、
卒
作
、
煮
棗
亦
可
用
之
。

19
）杜
甫
『
立
春
詩
』

…
春
日
春
盤
細
生
菜
、
忽
乙

京
梅
発
時
。
…

こ
の
生
菜
を
韮
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
鈴
木
虎
雄
訳
註
『
杜
甫
全
詩
集
』
巻
十
八

（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
八
五
〜
八
六
頁

20
）『
本
草
綱
目
』
草
部
第
一
六
巻
・
草
之
五

蓼

諸
蓼
並
冬
死
、
惟
香
蓼
宿
根
重
生
、
作
生
菜
食
、
能
入
腰
脚
。

21
）『
本
草
綱
目
』
菜
部
第
二
六
巻
・
菜
之
一
・
胡

辛
、
温
、
微
毒
。

曰
平
、
微
寒
、
無
毒
。
可
和
生
菜
食
。
…

22
）『
帝
京
歳
時
紀
勝
』
正
月
・
春
盤

新
春
日
献
辛
盤
、
雖
士
庶
之
家
、
亦
必
割
鶏
豚
、
炊
麵
餅
、
而
雑
以
生
菜
、
青

芽
、
羊
角
葱
、
冲
和
合
菜
皮
、
兼
生
食
水
紅
蘿
蔔
、
名
日
咬
春
。

23
）『
水
滸
伝
』
第
三
二
回

店
主
人
便
去
打

角
酒
、
大
碗
价
篩
来
、
教
武
行
者
吃
、
将
一

熟
菜
与
他
過
口
。

24
）『
児
女
英
雄
伝
』
第
三
四
回

（
公
子
）
叫
号
軍
弄
熱
了
飯
、
就
熟
菜
吃
了
。

25
）『
漢
書
』
巻
九
六
上
・
西
域
伝
第
六
六
上
・

賓
国

地
下

、
生
稲
、
冬
食
生
菜
。

26
）『
魏
書
』
巻
一
〇
二
・
列
伝
第
九
〇
・
西
域
・

賓
国

種
五
穀
、
糞
園
田
。
地
下
湿
、
生
稲
。
冬
食
生
菜
。

27
）『
論
語
』
郷
党
篇

食
不
厭
精
、
不
厭
細
。
食

而

、
魚

而
肉
敗
不
食
。
色
悪
不
食
。
臭
悪
不
食
。

28
）『
礼
記
』
少
儀

牛
與
羊
魚
之
腥
、

而
切
之
為
膾
。

29
）『
隋
書
』
巻
三
〇
・
志
第
二
五
・
地
理
中
・
青
州
╱
高
密
郡

祝
阿
縣
俗
、
賓
婚
大
会
、

饌
雖
豊
、
至
於
蒸
膾
、
嘗
之
而
已
、
多
則
謂
之
不
敬

食
不
厭
精
、
膾
不
厭
細
。
食

而

、
魚

而
肉
敗
、
不
食
。
色
悪
、
不
食
。
臭

悪
、
不
食
。

30
）『
礼
記
』
曲
礼
上

凡
進
食
之
礼
、
左

右

、
食
居
人
之
左
、
羹
居
人
之
右
。
膾
炙
処
外
、

將
酉

処

内
…

31
）中
村
喬
「
中
国
に
お
け
る
「
膾
」（
生
食
）
に
つ
い
て
」（『
立
命
館
文
学
』
五
六

〇
、
一
九
九
〇
年
）

32
）『
礼
記
』
内
則

飯
黍
、
稷
、
稲
、
粱
、
白
黍
、

粱
、

、

。
膳
、

、
堯
、

、
牛
炙
。

、

牛
炙
、

、
牛
膾
。
羊
炙
、
羊

、

、

炙
。

、

、
芥
將
酉

、
魚
膾
。

33
）『
礼
記
』
内
則

大
夫
燕
食
、
有
膾
無

、
有

無
膾
。
士
不
貳
羹

、
庶
人
耆
老
不
徒
食
。

34
）『
韓
非
子
』
五

腥

悪
臭
而
傷
害
腹
胃
、
民
多
疾
病
…

35
）渡
邉
義
浩
『
儒
教
と
中
国
：
「
二
千
年
の
正
統
思
想
」
の
起
源
』（
講
談
社
、
二

〇
一
〇
年
）

36
）『
三
国
志
』
巻
四
・
魏
書
四
・
三
少
帝
紀
第
四
・
陳
留
王

（
咸
熙
二
年
）
…
評
曰
古
者
以
天
下
為
公
、
唯
賢
是
與
。
…

37
）劉
偉
航
・
李
莉
「
従

三
国
志

史
評
看
陳
寿
的
政
治
思
想
」（『
四
川
師
範
学
院

学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
五
、
二
〇
〇
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

38
）『
三
国
志
』
巻
四
・
魏
書
四
・
三
少
帝
紀
第
四
・
斉
王
芳

詔
曰
易
称
損
上
益
下
、
節
以
制
度
、
不
傷
財
、
不
害
民
。

『
三
国
志
』
巻
五
・
呉
書
五
・
妃
嬪
伝
第
五
・
孫
晧

夫
人

五
三

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
五
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）



評
曰
易
称
正
家
而
天
下
定
。
詩
云
刑
于
寡
妻
、
至
于
兄
弟
、
以
御
于
家
邦
。

39
）蘇
傑
「

三
国
志

称
引

論
語

現
象
研
究
」（『
孔
子
研
究
』
二
〇
〇
四
年
第

二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

40
）『
三
国
志
』
巻
一
九
・
魏
書
一
九
・
任
城
陳
蕭
王
伝
・
陳
思
王
植

年
十
歳
余
、
誦
読
詩
、
論
及
辞
賦
数
十
万
言
、
善
属
文
。

41
）『
三
国
志
』
巻
四
・
魏
書
四
・
三
少
帝
紀
・
斉
王
芳

（
正
始
）
二
年
春
二
月
、
帝
初
通
論
語
、
使
太
常
以
太
牢
祭
孔
子
於
辟
雍
、
以

淵
配
。

42
）『
三
国
志
』
巻
三
〇
・
魏
書
三
〇
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝

雖
夷
狄
之
邦
、
而
俎
豆
之
象
存
。
中
国
失
礼
、
求
之
四
夷
、
猶
信
。
故
撰
次
其
国
、

列
其
同
異
、
以
接
前
史
之
所
未
備
焉
。

43
）『
三
国
志
』
巻
三
〇
・
魏
書
三
〇
・
列
伝
三
〇
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
・
扶
余

俎
豆
食
飲
皆
用
俎
豆
、
会
同
、

爵
、
洗
爵
、
揖
讓
升
降
。

44
）門
田
誠
一
「
魏
志
倭
人
伝
の

豆
を
め
ぐ
る
文
化
史
的
背
景
」（
発
表
予
定
）

45
）註

43
）に
同
じ
。

（
も
ん
た

せ
い
い
ち

歴
史
文
化
学
科
）

二
〇
一
四
年
十
一
月
十
三
日
受
理

五
四

魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
生
食
習
俗
の
検
討
（
門
田
誠
一
）


