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は
し
が
き

西
暦
二
三
九
年
の
冬
、
倭
使
・
難
升
米
一
行
は
魏
都
・
洛
陽
に
よ
う
や
く
到
着
し
、
魏
都
を
め
ぐ
る
幅
約
二
〇
メ
ー
ト

ル
余
の
土
城
を
見
上
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
数
日
後
に
は
魏
の
皇
帝
・
明
帝
に
謁
見
し
、
こ
こ
に
魏
・
倭
の
国
交
が
開
始

さ
れ
た
。

難
升
米
た
ち
は
倭
国
を
出
発
し
て
六
カ
月
余
り
、
朝
鮮
半
島
西
岸
中
央
に
あ
る
帯
方
郡
庁
で
魏
王
朝
へ
の
表
敬
訪
問
の

趣
旨
を
説
明
し
、
仲
介
を
依
頼
し
、
数
日
滞
在
し
て
水
や
食
料
の
補
給
を
お
こ
な
い
、
帯
方
郡
司
の
案
内
の
も
と
洛
陽
へ

と
向
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
一
一
月
五
日
、
奈
良
県
の
二
上
山
麓
に
集
っ
た
「
ふ
た
か
み
史
遊
会
」
の
一
行
は
漢
魏
洛
陽
城
に
到
着
し

た
。
夕
景
の
な
か
に
土
城
が
浮
か
ぶ
。
ま
さ
に
落
陽
の
時
だ
っ
た
。
ポ
プ
ラ
並
木
の
向
う
に
夕
日
が
沈
ん
で
い
っ
た
。

「
ふ
た
か
み
史
遊
会
」
は
、
一
九
九
二
年
四
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
香
芝
市
二
上
山
博
物
館
友
の
会
と
し
て
一
九
九
三
年
に

発
足
し
、
遺
跡
の
見
学
会
や
邪
馬
台
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
多
く
の
活
動
を
し
て
き
た
が
、
お
し
く
も
二
〇
一
七
年
に
解

散
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
上
山
博
物
館
の
入
口
に
は
、
洛
陽
付
近
か
ら
出
土
し
た
西
晋
時
代
（
二
六
五
～
三
一
六
年
）
の
武
人
俑
を
モ
デ
ル
に
し

た
等
身
大
の
像
が
立
つ
。
な
ぜ
武
人
俑
な
の
か
。
そ
れ
は
市
内
の
別
所
城
山
二
号
墳
出
土
の
四
世
紀
の
札さ

ね
よ
ろ
い甲と

似
た
甲
を
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伝
洛
陽
出
土
の
武
人
が
着
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
博
物
館
開
館
の
前
年
に
急
遽
北
京
に
向
か
い
、
北
京
大
学
で
そ

の
土
製
の
武
人
像
に
対
面
し
た
。
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
に
留
学
し
て
い
た
同
行
の
蘇
哲
さ
ん
（
北
京
大
学
卒
業
、

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
に
留
学
）
は
、
そ
の
武
人
像
が
三
世
紀
の
中
国
北
方
民
族
の
顔
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と

教
え
て
く
れ
た
。
帰
国
後
、
奈
良
市
の
石
工
、
佐
野
勝
治
さ
ん
に
依
頼
し
、
二
上
山
産
凝
灰
岩
で
石
像
を
無
償
で
つ
く
っ

て
い
た
だ
い
た
。

西
晋
初
期
の
二
六
六
年
に
は
倭
国
の
使
者
が
洛
陽
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
石
像
は
二
上
山
博
物
館
で
始
ま
る

邪
馬
台
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ふ
さ
わ
し
い
武
人
像
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
博
物
館
と
「
ふ
た
か
み
史
遊
会
」
が
主
催
す
る

二
〇
〇
一
年
の
第
一
回
邪
馬
台
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
二
〇
一
七
年
の
第
一
七
回
ま
で
の
一
七
年
間
を
洛
陽
の
石
人
が
見

守
っ
て
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
七
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
主
に
邪
馬
台
国
時
代
の
周
辺
地
域
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
を
探
っ
て
き
た
。
今

回
、
一
七
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
資
料
集
に
寄
稿
し
た
論
考
に
加
え
て
、
関
連
す
る
講
演
録
を
ま
と
め
、
三
世
紀
の
都

市
・
纒
向
遺
跡
と
邪
馬
台
国
論
を
一
書
と
し
、
あ
ら
た
め
て

邪
馬
台
国
の
問
題
に
迫
っ
て
み
た
。

な
お
、
本
書
の
地
域
名
は
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
以
降
の
旧

国
名
を
漢
字
表
記
の
ま
ま
仮
に
使
用
し
て
い
る
。
弥
生
時
代

か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
地
域
的
特
色
が
、
現
代
の
都
道

府
県
名
よ
り
近
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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1
　
倭
人
は
文
字
を
使
っ
て
い
た

弥
生
時
代
以
来
、
日
本
列
島
各
地
に
中
国
商
人
た
ち
が
つ
く
っ
た
植
民
地
が
存
在
す
る
、
と
い
う
一
九
七
七
年
の
岡
田

英
弘
氏
の
説
は
強
烈
だ
っ
た
。
当
時
、
弥
生
時
代
の
日
本
列
島
に
そ
の
痕
跡
が
あ
る
可
能
性
を
私
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
武
末
純
一
氏
は
北
部
九
州
を
は
じ
め
、
ご
く
少
量
な
が
ら
近
畿
に
も
楽
浪
系
遺
物
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
武
末
氏
は
、
旧
伊
都
国
の
領
域
と
な
る
福
岡
県
糸
島
市
三み

く
も
ば
ん
じ
ょ
う

雲
番
上
遺
跡
で
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小

さ
な
発
掘
区
内
か
ら
楽ら

く

浪ろ
う

土
器
が
坏つ
き

・
壺つ
ぼ

・
大お
お

甕が
め

・
鉢は
ち

な
ど
器
種
セ
ッ
ト
を
そ
ろ
え
て
五
〇
点
ほ
ど
出
土
し
て
お
り
、
楽

浪
郡
の
人
び
と
が
来
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
楽
浪
系
官
人
が
伊
都
国
中
枢
に
い
て
文
字
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島

と
の
交
易
や
外
交
交
渉
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
。
後
漢
・
光
武
帝
か
ら
金
印
を
受
け
た
「
委
奴
国
」
の
外
交
も
当

然
、
文
書
外
交
で
あ
り
、
文
字
を
読
み
、
書
く
官
人
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
列
島
の
文
字
資
料
は
弥
生
中
期
に
伝
来
し
た
中
国
鏡
に
あ
る
吉
祥
句
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
倭
人
は
そ
れ
を

文
字
と
認
識
し
て
い
な
い
し
、
認
識
し
て
も
読
め
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
福
岡
県
須す

玖ぐ

王
墓
や
三

雲
王
墓
に
は
三
〇
～
四
〇
面
の
文
字
の
あ
る
漢
鏡
が
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
入
手
し
た
王
が
外
交
を
担
当
す
る
漢
人
に
鏡
に

描
か
れ
て
い
る
図
柄
や
文
字
ら
し
き
も
の
に
つ
い
て
質
問
し
、
次
の
機
会
に
は
〝
こ
の
吉
祥
句
の
あ
る
鏡
を
〟
と
い
う
注

文
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
鏡
に
あ
る
文
字
が
倭
人
の
文
字
へ
の
関
心
を
ひ
ろ
め
、
福
岡
県
糸
島
市
三
雲
甕

棺
の
「
竟
」
を
は
じ
め
、
三
重
県
津
市
大だ

い

城し
ろ

遺
跡
の
二
世
紀
後
半
の
「
奉
」
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
弥
生
時
代
に
文
字
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
奈
良
県
の
唐か

ら

古こ

・
鍵か
ぎ

遺
跡
な
ど
か
ら
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
記
号

の
つ
い
た
長
ち
ょ
う

頸け
い

壺つ
ぼ

な
ど
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
号
は
後
続
す
る
三
世
紀
の
纒ま
き

向む
く

式
土
器
に
は
刻
印
さ
れ
る
こ
と
な

く
消
滅
す
る
。
纒
向
式
期
の
土
器
に
は
長
頸
壺
も
な
い
。

地
域
を
離
れ
て
も
共
通
し
た
表
記
を
お
こ
な
っ
て
い
る
一
、
二
世
紀
（
弥
生
時
代
後
期
）
の
記
号
が
そ
の
共
通
性
の
ゆ

え
に
文
字
に
発
展
す
る
要
素
が
強
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
枢
地
で
あ
る
近
畿
中
部
（
奈
良
・
大
阪
）
で
な
ぜ
突
然
に

記
号
は
消
滅
し
た
の
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
と
き
に
漢
字
が
導
入
さ
れ
、
文
字
に
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
記

号
は
消
滅
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
記
号
が
消
滅
し
た
地
域
に
文
字
が
早
く
導
入
さ
れ
、

記
号
が
残
る
地
域
へ
の
文
字
の
導
入
は
遅
い
と
み
ら
れ
る
。
記
号
が
消
え
る
時
期
は
、
女
王
卑
弥
呼
の
登
場
の
時
期
と
ほ

ぼ
同
時
で
あ
り
、
女
王
を
中
心
と
し
た
倭
国
の
外
交
中
枢
地
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

武
末
氏
は
、
韓
国
の
李
健
茂
氏
の
見
解
を
紹
介
し
、
前
一
世
紀
の
茶タ

戸ホ

里リ

一
号
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
筆
五
本
に
注
目

し
て
い
る
。
そ
し
て
倭
人
も
文
字
を
読
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
書
け
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

奈
良
県
桜
井
市
大だ

い

福ふ
く

遺
跡
の
三
世
紀
前
半
の
木
棺
の
底
か
ら
編
物
の
管
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
管
は
径
〇
・
八
セ
ン
チ
、

長
さ
八
セ
ン
チ
で
両
端
に
何
か
を
着
装
し
た
痕
跡
は
な
い
。
後
漢
の
『
論ろ

ん

衡こ
う

』
に
は
「
一
尺
の
筆
」
と
あ
り
、
漢
の
一
尺

は
二
三
セ
ン
チ
で
、
大
福
遺
跡
の
例
は
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
筆
軸
と
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
大
福
遺
跡
の

管
は
、
茶
戸
里
一
号
墓
の
筆
と
同
様
に
棺
の
下
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
で
、
筆
で
あ
る
可
能
性
を
保
留
し
て
お
き
た
い
。

弥
生
時
代
の
文
字
使
用
を
さ
ら
に
決
定
づ
け
た
の
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
伊
都
国
」
三み

雲く
も

・
井い

原わ
ら

遺

跡
の
一
～
二
世
紀
の
硯

す
ず
り

片
で
あ
る
。
四
・
三
×
六
セ
ン
チ
の
片
面
が
研
磨
さ
れ
て
い
る
板
石
で
木
製
の
台
上
に
固
定
し
て

使
用
し
た
ら
し
い
。
同
様
の
硯
片
は
島
根
県
松
江
市
田た

和わ

山や
ま

遺
跡
に
も
あ
り
、
日
本
海
沿
岸
の
国
々
と
楽ら
く

浪ろ
う

郡
と
の
文
書

外
交
が
確
実
さ
を
増
し
て
き
た
。
ま
た
近
年
、
福
岡
県
筑
前
町
薬や

く

師し

ノ
上う
え

遺
跡
か
ら
完
全
な
形
の
硯
が
出
土
し
た
。
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図 1　奈良県唐古・鍵遺跡出土記号のついた土器図 2　弥生時代の筆・硯、文字


