
�
現
代
語
訳
�

魏
志
倭
人
伝 

 

倭
人
は
帯
方
郡
の
東
南
の
大
海
の
中
に
あ
り
�
山
と
島
の
国
で
あ
る
� 

昔
は
百
カ
国
ほ
ど
�
漢
の
時
代
か
ら
朝
見
し
て
く
る
者
が
あ
�
た
が
�
今
は
使

節
を
送
�
て
く
る
の
は
三
十
カ
国
で
あ
る
� 

 

都
の
洛
陽
か
ら
帯
方
郡
を
通
過
し
て
倭 わ

国 こ
く

に
至
る
に
は
�
帯
方
郡
�
現
�
ソ
ウ
ル

一
帯
�
の
先
に
続
く
韓
国

か
ん
こ
く

�
馬
韓
�
辰
韓
�
弁
韓
を
さ
す
�
の
沿
岸
を
船
で
南
や
東
に
航

海
し
て
�
倭
国
の
北
岸
に
当
た
る
狗 く

邪 や

韓
国

か
ん
こ
く

に
到
達
す
る
�
概
ね
帯
方
郡
か

ら
七
千
里
で
あ
る
� 

狗 く

邪 や

韓
国

か
ん
こ
く

の
港
を
出
航
す
る
と
き
か
ら
測
り
始
め
て
�
海
一
つ
を
千
里
ほ
ど

航
海
す
る
と
対
馬

つ

し

ま

国 こ
く

�
草
書
体
で
は
�
対
海
国
�
と
同
じ
字
と
な
る
�

に
至 い

た

る
�
こ
こ
の

長
官
を
卑 ひ

狗 く

�
灯
処

ひ

く

�
と
言
い
�
副
官
を
卑
奴
母
離

ひ

な

も

り

�
灯 ひ

の

守 も
り

�
と
言
う
�
絶
島

で
あ
り
�
国
土
は
�
四
方

し

ほ

う

四
百
里
程
度
と
言
え
る
�
土
地
は
山
が
険
し
く
�
深

林
が
多
い
�
道
路
は
獣

道

け
も
の
み
ち

の
様
相
で
あ
る
�
千
余
戸
が
有
�
て
�
良

り
�
う

田 で
ん

は

な
く
�
海
産
物
を
食
べ
て
生
活
し
て
い
る
�
人
々
は
船
に
乗
�
て
交
易
し
て
い

る
� 

更
に
�
瀚 か

ん

海 か
い

と
言
わ
れ
て
い
る
海
を
千
里
ほ
ど
南
に
航
海
す
る
と
一 い

ち

大
国

だ
い
こ
く

�
壱

岐
国
�
に
至 い

た

る
�
こ
こ
で
も
長
官
は
卑 ひ

狗 く

�
灯
処

ひ

く

�
と
言
い
�
副
官
を
卑
奴
母
離

ひ

な

も

り

�
灯 ひ

の

守 も
り

�
と
言
う
�
国
土
は
�
四
方

し

ほ

う

三
百
里
程
度
と
言
え
る
�
竹 ち

く

木 ぼ
く

が
多
く
�

鬱
蒼

う
�
そ
う

と
し
た
林

は
や
し

と
な
�
て
い
る
�
家
屋
は
�
三
千
戸
は
有
る
と
認
め
ら
れ
る

が
�
田
地
は
少
な
く
�
田
畑

た

は

た

を
耕
し
て
も
十
分
な
食
料
に
は
足
り
ず
�
こ
こ
で

も
交
易
に
よ
�
て
賄

ま
か
な

�
て
い
る
� 

更
に
�
海
一
つ
千
里
ほ
ど
航
海
す
る
と
末
廬
國

ま
つ
ら
こ
く

�
佐
賀
県 

唐
津
市
�

に
至
る
�
四

千
余
戸
が
有
�
て
�
海
岸
沿
い
の
山
に
居
住
し
て
い
る
�
草
木
が
繁
茂

は

ん

も

し
て
い

て
�
道
を
行
く
に
し
て
も
�
前
を
歩
く
人
が
見
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
�
好
ん
で

魚
さ
か
な

や
鰒

あ
わ
び

を
捕
り
�
海
の
深
浅
に
関
係
な
く
�
人
々
は
ど
こ
に
で
も
潜
�
て

こ
れ
ら
を
取
�
て
い
る
� 

上
陸
後
�
東
南
に
陸
路
を
五
百
里
進
む
と
伊
都
國

い

と

こ

く

�
福
岡
県 

怡
土

い

と

郡
�

に
到 つ

く
�

こ
こ
の
長
官
は
爾
支

に

き

と
云
い
�
副 ふ

く

官
は
泄
謨
觚

せ

も

こ

お
よ
び
柄
渠
觚

へ

く

こ

と
云
う
�
家
屋

は
千
余
戸
を
有
し
�
代
々
の
王
を
立
て
て
い
る
が
皆
�
女
王
国
統
治
下
に
あ

る
�
こ
こ
は
魏
の
帯
方
郡
の
使
節
が
往
来
し
て
�
常
に
駐
留
す
る
所
で
あ
る
� 

 

伊
都
國

い

と

こ

く

か
ら
東
南
に
百
里
�
陸
路
を
進
め
ば
奴 な

國 こ
く

�
福
岡
市 

那な

の
津
�

に
至 た

�

す
�

こ
こ
の
長
官
は
兕
馬
觚

し

ま

こ

と
云
い
�
副
官
は
卑
奴
母
離

ひ

な

も

り

と
云
う
�
家
屋
は
二
万
余

戸
を
有
す
る
� 

 

奴 な

國 こ
く

か
ら
に
東
に
百
里
�
陸
路
を
進
め
ば
不
彌
國

ふ

み

こ

く

�
福
岡
県 

宇
美

う

み

町
�

に
至 た

�

す
� 

長
官
は
多
模

た

も

と
云
い
�
副
官
は
卑
奴
母
離

ひ

な

も

り

�
灯 ひ

の

守 も
り

�
と
云
う
�
家
屋
は
千
余
戸

が
有
る
� 

ま
た
�
不
彌
國

ふ

み

こ

く

の
南
の
投
馬
國

と
う
ま
こ
く

�
宮
崎
県
西
都
市 

都 と
う

萬 ま

�
に
至

た
�
す

る
に
は
�
帯
方
郡

か
ら
船
で
二
十
日
か
か
る
�
そ
こ
の
長
官
は
彌
彌

み

み

と
云
い
�
副
官
は
彌
彌
那

み

み

な

利 り

と
云
う
�
家
屋
は
五
万
余
戸
と
云
え
る
� 

 

ま
た
�
奴 な

國 こ
く

の
南
の
邪 や

馬 ま

台 た
い

國 こ
く

�
山
田

や

ま

だ

国
�
と
い
う
所
が
女
王
の
都
で
あ
り
�

帯
方
郡
か
ら
船
で
十
日
�
陸
行
�
上
陸
停
泊
日
と
陸
路
�

一
月
で
至 た

�

す
る
� 

こ
こ
の
官
位
に
は
序
列
が
あ
り
�
長
官
が
伊
支

い

き

馬 ま

�
次
官
が
彌 み

馬 ま

升
し
�
う

�
そ
の

次
が
彌 み

馬 ま

獲 か
く

支 き

�
そ
の
次
が
奴 な

佳 か

鞮 て
い

と
云
う
�
家
屋
は
七
万
余
戸
と
云
え
る
� 

 

今
ま
で
巡
り
来
た
�
た
�
女
王
国
よ
り
北
は
�
家
屋
の
戸
数
や
道
程
の
概
算
は

出
来
る
と
し
て
も
�
そ
の
他
の
周
辺
諸
国
は
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
詳
し
く

は
分
ら
な
い
�
分
�
て
い
る
国
名
は
� 

次
の
斯
馬

シ

マ

國
�
福
岡
県
糸
島
郡
志
摩

し

ま

町
�

が
有
り
� 

次
の
已
百
支

い

は

き

國
�=

岩 い

杷
木

は

き

�
福
岡
県
朝
倉
市 

杷
木

は

き

神こ
う

籠ご

石い
し(

古
代
の
山
城)

眼
下
一
帯
� 

が
有
り
� 

次
の
伊
邪

い

や

國
�
佐
賀
市 

伊
賀
屋

い

が

や

�
井い

茅か
や

村
の

東

名

ひ
が
し
み
�
う

遺
跡
一
帯
�

が
有
り
� 

次
の
都
支

を

き

國
�
�
堡 お

き

�
佐
賀
県 

小
城

お

ぎ

郡
�

が
有
り
� 

次
の
彌
奴

み

の

國
�
福
岡
県 

久
留
米
市
三
潴

み
ず
ま

�
水
沼

み
ぬ
ま

�

が
有
り
� 

次
の
好 ハ

オ

古 コ

都 ト

國
�
博
多
�
好
古

ハ

オ

コ

崎→

箱
崎

は
こ
ざ
き

�
筥
崎

は
こ
ざ
き

�

が
有
り
� 

次
の
不
呼

ふ

は

國
�
福
岡
県 

浮
羽

う
き
は

郡
�

が
有
り
� 

次
の
姐
奴

た

の

國
�
福
岡
県 

田
主
丸

た
ぬ
し
ま
る

町
�

が
有
り
� 

次
の
對
蘇

つ

す

國
�
佐
賀
県 

鳥
栖

と

す

市
�

が
有
り
� 

次
の
蘇
奴

そ

の

國
�
長
崎
県 

彼
杵

そ
の
ぎ

郡
�
大
村
湾
一
円
領
域
�

が
有
り
� 

次
の
呼
邑

は

や

國
�
大
分
県 

速
見

は
や
み

郡
・
別
府
市
�

が
有
り
� 

次
の
華 か

奴 の 

蘇
奴

そ

の

國
�
佐
賀
県 

神 か
ん

埼 ざ
き

郡
南
部
と
田
手
川
下
流
の
洲す

の
領
域
�

が
有
り
� 

次
の
鬼 ひ

國
�
�
卑ひ  

大
分
県
日
田

ひ

た

市
�

が
有
り
� 

 

次
の
爲
吾

を

ご

國(

福
岡
県 

小
郡

お
ご
お
り

市)

が
有
り
� 

次
の
鬼
奴

ひ

ぬ

國
�
鬼
�
神 か

み

�
佐
賀
郡
・
神
埼

か
ん
ざ
き

郡
�

が
有
り
� 

次
の
邪
馬

や

め

國
�
福
岡
県 

八
女

や

め

市
�

が
有
り
� 

次
の
躬
臣

く

す

國
�
大
分
県 

玖
珠

く

す

郡
�

が
有
り
� 

次
の
巴
利

は

り

國
�
�
原 ハ

ル 

福
岡
県 

春
日

か

す

が

原ば
る

�
白
木

し

ら

き

原ば
る

の
一
帯
�

が
有
り
� 

次
の
支
惟

き

い

國
�
佐
賀
県
三
養
基
郡 

基
山

き
や
ま

町
�
肥
前
国 

基
肄

き

い

郡
�
�

が
有
り
� 

次
の
烏
奴

お

の

國
�
福
岡
県
大
野

お
お
の

城
市
の
御
笠
川
�
水
城
�
牛う

し

顕く
び

川
に
囲
ま
れ
た
地
域
�

が
有
り
� 

次
の
奴
國

な

こ

く(

大
分
県 

中
津
市) 

が
有
る
� 

こ
れ
が
大
国
で
あ
る
倭
国
女
王
の
版
図

は

ん

と

の
境
界
で
あ
る
� 

女
王
連
合
国
の
南
に
狗
奴

く

な

國
が
有
り
�
男
子
を
王
と
し
て
い
る
� 

こ
こ
の
長
官
に
狗
古
智
卑
狗

く

こ

ち

ひ

く

�
菊
池
彦

き
く
ち
ひ
こ

�
と
い
う
者
が
い
る
が
�
こ
の
国
は 

も
は
や
女
王
国
に
は
属
し
て
い
な
い
� 

 

帯
方
郡
か
ら
女
王
国
に
至

た
�
す

る
に
は
�
実
に
一
万
二
千
余
里
で
あ
る
� 

男
子
は
大
人
も
子
供
も
皆
�
顔
に
入
れ
墨
で
模
様
を
書
い
て
い
る
� 

古
来
よ
り
今
日
ま
で
�
こ
の
国
の
使
節
は
中
国
を
詣
で
�
皆
�
大
夫

た

い

ぶ

�
古
代

中
国
で
は
王
や
諸
侯
に
仕
え
る
小
領
主
�
と
自
称
す
る
� 

夏 か

王
朝
中
興
の
祖
で
あ
る
小

康

し
�
う
こ
う

の
子
�
無
余
�

が
越
王
に
な
る
以
前
に
�
会

稽
の
地
に
封
じ
�
統
治
す
る
こ
と
�

ら
れ
た
と
き
�
断
髪
し
て
体
に
龍
の
入
れ
墨

を
し
て
�
水
難
や
兵
難
の
害
を
避
け
た
と
云
う
� 

今
�
倭
の
漁
民
は
海
に
潜
�
て
魚
や
蛤
を
好
ん
で
捕
�
て
い
る
が
�
龍
の
入

れ
墨
は
危
険
な
大
魚
や
獲
物
を
横
取
り
す
る
水
鳥
が
嫌
う
こ
と
か
ら
�
元
は

こ
の
入
れ
墨
を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
�
後
に
は
入
れ
墨
は
装
飾
の
為
に
な
さ

れ
る
こ
と
に
な
�
た
の
で
あ
る
�
諸
国
の
入
れ
墨
は
�
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
�

顔
の
左
右
�
大
小
が
違
い
�
身
分
の
尊
卑
で
差
が
あ
る
� 

邪
馬
壹
國
ま
で
の
道
程
を
計
測
す
る
の
で
あ
れ
ば
�
会
稽
東 と

う

冶 や

�
�
会
稽
東
治
の

誤
記
で
地
域
名
�

の
丁
度
東
の
位
置
に
当
る
� 

倭
国
の
風
俗
は
�
淫
ら
な
こ
と
は
な
く
�
男
子
は
髪
を
そ
の
ま
ま
束
ね
�
そ

の
頭
を
木
綿
の
布
で
結
ん
で
い
る
�
男
子
の
衣
服
は
左
右
の
横
幅
を
互
い
に

重
ね
て
紐
で
結
束
す
る
だ
け
で
�
殆
ど
縫
う
こ
と
を
し
な
い
�
婦
人
は
曲
げ

た
髪
を
結
ん
で
頭
を
被
�
て
い
る
�
衣
服
は
単
衣
の
よ
う
に
作
�
た
布
に
�

中
央
に
穴
を
開
け
�
そ
こ
に
頭
を
通
し
て
着
て
い
る
� 

稲
や
麻 あ

さ

を
植
え
�
養
蚕
を
し
て
絹
糸
を
紡
ぎ
�
細
い
上
質
の
麻
布
�
緻
密
な

絹
布
�
真
綿

ま

わ

た

を
産
出
し
て
い
る
� 

其
の
地
に
は
�
牛
�
馬
�
虎
�
豹
�
羊
�
カ
サ
サ
ギ
は
い
な
い
� 

兵
士
は
矛 ほ

こ

�
楯 た

て

�
木
弓
を
用
い
て
い
て
�
木
弓
は
下
が
短
く
上
が
長
い
� 

竹
の
矢
の
鏃

や
じ
り

は
�
鉄
あ
る
い
は
骨
で
あ
る
� 

 

風
土
は
�
海
南
島
の
儋た

ん

耳 じ

郡
�
朱 し

�

崖 が
い

郡
と
同
じ
で
あ
る
�
倭
の
地
は
温
暖
で

冬
も
夏
も
生
野
菜
を
食
べ
て
お
り
�
皆
�
裸
足
で
あ
る
� 

家
屋
に
は
部
屋
が
あ
�
て
�
父
母
兄
弟
は
寝
る
と
こ
ろ
が
異
な
�
て
い
る
� 

朱 し
�

丹 た
ん

を
身
体
に
塗
る
風
習
は
�
中
国
に
て
は
白
粉

お
し
ろ
い

を
用
い
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
�
飲
食
す
る
と
き
は
高
坏

た
か
つ
き

�
竹
製
�
木
製
の
食
器
�

に
盛
り
�
手
で
食
べ
て

い
る
� 

人
が
死
ぬ
と
�
棺
に
入
れ
る
が
�
槨 か

く

�
墓
中
の
棺
を
保
護
す
る
木
�
石
�
粘
土
類
�

は

な
く
�
土
を
盛
�
て
塚
を
作
る
�
死
ん
で
十
日
ほ
ど
喪
に
服
し
�
そ
の
間
は

肉
を
食
べ
な
い
�
喪
主
は
声
を
あ
げ
て
泣
き
叫
ぶ
が
�
家
族
で
な
い
者
は
�

酒
を
飲
ん
で
歌
い
舞
�
て
葬
送
を
す
る
�
埋
葬
を
し
た
後
は
家
中
の
人
々
が

水
中
で
澡 そ

う

浴 よ
く

す
る
�
禊
ぎ
と
し
て
水
で
体
を
清
め
る
�

� 

そ
れ
は
中
国
の
練
沐

れ
ん
も
く(

一
周
忌
に
連
絹
を
着
て
水
中
に
沐
浴
す
る
�

の
如
し
で
あ
る
� 

 

倭
国
で
は
�
海
を
渡
�
て
中
国
に
朝
見
し
て
く
る
と
き
に
�
常
に
一
行
の
一

人
は
頭
を
櫛 く

し

け
ず
ら
せ
ず
�
シ
ラ
ミ
も
除
か
ず
�
肉
も
食
べ
ず
�
婦
人
を
近

づ
け
る
こ
と
も
な
く
�
ま
る
で
喪
に
服
す
人
の
如
し
で
あ
る
�
こ
れ
を
名
付

け
て
�
持
衰

じ

さ

い

�
と
云
う
�
使
節
の
一
行
に
良
い
こ
と
が
起
こ
れ
ば
�
持
衰
と

し
て
連
れ
て
き
た
こ
の
生 せ

い

口 こ
う

�
人
間
の
献
上
物
�

に
財
物
を
与
え
�
も
し
一
行
が

疾
病

し
�
ぺ
い

に
陥
�
た
り
�
暴
風
や
危
害
に
会
�
た
り
し
た
ら
�
持
衰

じ

さ

い

を
殺
し
て
し

ま
え
ば
済
む
と
し
て
い
る
�
こ
れ
は
�
そ
の
持
衰
が
禁
忌

き

ん

き

を
怠
�
た
か
ら
だ

と
云
う
� 

 

倭
国
で
は
�
真
珠

し
ん
じ
�

�
貝
の
玉
�

�
青 せ

い

玉
ぎ
�
く

�
薄
青
の
玉
�

を
産
出
し
�
丹 た

ん

�
辰
砂

し
ん
し
�

�
硫

化
水
銀
鉱
物
�
ま
た
は
弁
柄

べ
ん
が
ら

�

を
産
出
す
る
山
が
あ
る
� 

木
は
�
ホ
オ
ノ
キ
�
ク
ヌ
ギ
�
楠 く

す

�
桜
�
ク
ヌ
ギ
�
杉
�
樫
�
ヤ
マ
グ
ワ
�
楓

か
え
で

が
あ
り
�
竹
は
�
篠 し

の

竹 た
け

�
矢
竹
�

�
簳か

ん

�
孟
宗

も
う
そ
う

竹
�

�
桃
支

と

う

し

�
破
竹

は
ち
く

�

が
あ
る
� 

生
姜

し
�
う
が

�

橘
た
ち
ば
な

�
山

椒

さ
ん
し
�
う

�
茗
荷

み
�
う
が

が
あ
る
が
�
調
味
料
と
し
て
使
う
こ
と
を
知
ら

な
い
�
猿 さ

る

�
日
本
猿
�
�
雉 き

じ

�
日
本
固
有
種
で
黒
味
の
あ
る
キ
ジ
�

が
い
る
� 

 

倭
国
の
習
俗
で
は
�
何
か
事
を
起
こ
す
�
行
き
来
す
る
�
等
々
の
出
来
事
が

あ
る
と
�
そ
の
度
に
動
物
の
骨
を
焼
い
て
占
い
を
す
る
�
そ
れ
で
吉
凶
を
占

う
の
だ
が
�
先
に
占
い
の
内
容
を
告
げ
る
の
で
あ
る
�
そ
の
表
現
法
は
中
国

の
令
亀
法
に
似
て
い
て
�
火 か

坼 た
く

�
焼
い
て
裂
け
目
の
出
来
た
骨
�

を
視
て
未
来
を
占

う
の
で
あ
る
� 

一
同
の
集
会
で
立
ち
座
り
の
席
順
な
ど
は
�
父
と
子
あ
る
い
は
男
女
の
区
別

は
な
い
�
人
々
の
習
性
と
し
て
�
酒
を
嗜

た
し
な

ん
で
い
る
� 

<

注
１
�
魏
略
�
魏
の
歴
史
書
�
に
は
�
倭
国
で
は
四
季
を
以
て
一
年
と
す
る
習
慣
は
な
く
�
春
に
耕

す
迄
を
一
年
�
秋
に
収
穫
す
る
迄
を
一
年
と
し
て
年
を
計
�
て
い
る
と
あ
る
�

春

秋

歴

し
�
ん
じ
�
う
れ
き

�> 
 

 

身
分
の
高
い
人
に
表
敬
す
る
と
き
は
�

跪
ひ
ざ
ま
ず

い
て
拝
礼
す
る
代
わ
り
に
� 

拍
手
を
す
る
�
倭
国
の
人
々
は
長
寿
で
あ
り
�
春

秋

歴

し
�
ん
じ
�
う
れ
き

で
百
年
あ
る
い
は

八
�
九
十
年
生
き
る
� 

倭
国
の
習
俗
で
は
�
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
�
身
分
の
高
い
者
は
皆
�
四
�
五
人

の
妻
が
お
り
�
庶
民
で
あ
�
て
も
二
�
三
人
の
妻
が
い
る
�
女
が
売
春
し
た

り
性
奴
隷
と
な
る
こ
と
は
な
く
�
嫉
妬
す
る
こ
と
も
な
い
�
窃
盗
は
な
く
�

訴
訟
も
少
な
い
�
倭
国
で
は
�
法
を
犯
し
た
場
合
�
軽
い
罪
の
者
は
そ
の
妻

子
を
取
り
上
げ
�
重
罪
の
者
は
一
家
及
び
宗
族
を
滅
ぼ
す
�
追
放
し
�
殺
す
�
�

身
分
の
尊
卑
に
は
各
々
�
差
と
序
列
が
有
り
�
互
い
に
臣
の
上
下
に
服
し
て

満
足
し
て
い
る
� 

 

倭
国
で
は
�
租
税
を
収
集
�
穀
物
や
財
物
を
保
管
�

す
る
倉
庫
が
あ
る
�
国
々
に

は
市
が
有
�
て
�
互
い
に
必
要
と
す
る
物
を
交
易
し
��
大
倭

た

い

わ

�
と
い
う
役

人
に
こ
れ
を
監
督
さ
せ
て
い
る
� 

女
王
国
よ
り
北
に
は
�
特
に
�
一 い

ち

大
率

だ
い
そ
つ

�
と
い
う
武
力
機
関
を
置
き
諸
国
を

監
視
し
て
い
る
�
諸
国
は
こ
れ
を
恐
れ
て
お
り
�
近
づ
か
な
い
� 

伊
都
国
に
て
は
一
大
率
が
常
駐
し
て
監
視
に
当
た
�
て
お
り
�
魏
の
刺
史

し

し

�
監
察
官
�

の
様
な
も
の
で
あ
る
� 

 

各
国
の
王
は
首
都
�
洛
陽
�
�
帯
方
郡
�
韓
の
諸
国
に
使
節
を
派
遣
し
て
謁
見

え
�
け
ん

す
る
�
ま
た
�
倭
国
に
向
か
う
郡
の
使
節
は
皆
�
港
に
着
く
と
荷
物
を
点
検

し
�
文
書
と
遣
わ
さ
れ
た
贈
物
を
付
き
合
せ
て
伝
送
し
て
女
王
に
謁
見
す
る

こ
と
に
な
り
�
そ
れ
ら
の
間
違
い
は
許
さ
れ
な
い
� 

 

庶
民
が
身
分
の
高
い
者
と
道
で
会
え
ば
�
し
り
ご
み
し
て
草
む
ら
に
入
�
て

挨
拶
し
�
何
か
話
を
す
る
時
は

蹲
う
ず
く
ま

る
か

跪
ひ
ざ
ま
づ

い
て
�
両
手
を
地
面
に
着
け

て
服
従
の
意
を
相
手
に
示
す
�
応
対
に
は
�
ハ
イ
�
と
声
を
出
す
�
了
解
し

た
と
す
る
意
味
な
の
で
あ
る
� 

倭
国
は
�
も
と
は
男
子
を
王
に
し
て
い
た
が
�
こ
の
七
八
十
年
間
は
倭
国
に

戦
乱
が
起
り
�
互
い
に
争
う
こ
と
が
何
年
も
続
い
た
�
そ
こ
で
一
人
の
女
子

を
�
諸
国
が
共
立
し
て
王
と
し
た
�
名
前
は
卑
弥
呼

ひ

み

こ

�
日
巫
女

ひ

の

み

こ

�
と
言
い
�

日 ひ

道 ど
う

�
日
の
神
と
交
霊
�

を
行
い
�
大
衆
を
よ
く
魅
惑
す
る
力
が
あ
�
た
�
年
齢

は
か
な
り
長
じ
て
い
る
が
�
夫
は
な
く
�
弟
が
い
て
国
を
治
め
る
助
力
を
し

て
い
る
�
卑
弥
呼
を
王
と
し
て
こ
の
方
�
見
た
こ
と
の
あ
る
者
は
少
な
い
� 

 

千
人
の
女
性
を
自
身
の
召
使
い
と
し
て
侍 は

べ

ら
せ
て
い
る
� 

た
だ
一
人
の
男
子
が
飲
食
の
給
仕
を
し
�
女
王
の
言
葉
を
伝
え
る
為
に
居
処

に
出
入
り
し
て
い
る
�
宮
殿
が
あ
る
処
は
楼
観
�
見
張
り
台
�
�
城
柵
を
厳
重
に

設
け
て
あ
り
�
常
に
武
器
を
持
�
て
守
衛
す
る
人
が
い
る
� 

 

女
王
国
の
東
に
あ
る
海
を
そ
の
ま
ま
東
に
千
里
ほ
ど
渡
る
と
�
ま
た
国
が
有

�
て
皆
�
倭
人
種
で
あ
る
�
ま
た
�
侏
儒
國

し
�
じ
�
こ
く

�
種
子
島
�

と
い
う
の
が
有
�
て

そ
れ
は
女
王
国
の
東
に
あ
る
海
を
南
に
航
海
し
た
と
こ
ろ
に
在
る
�
そ
こ
の

住
人
の
身
長
は
三
�
四
尺
�
１
ｍ
程
度
�

で
あ
る
�
女
王
国
を
離
れ
て
�
四
千

余
里
の
所
で
あ
る
�
ま
た
�
侏
儒
國
の
東
南
に
も
ま
た
裸
國

ら

こ

く

�
黒
齒
國

こ
く
し
こ
く

と
い

う
の
が
有
る
�
こ
こ
ま
で
来
る
に
は
帯
方
郡
か
ら
船
で
行
�
て
一
年
は
か
か

る
で
あ
ろ
う
� 

 

倭
の
地
を
知
る
者
に
問
い
質
す
と
�
全
く
の
海
中
の
孤
島
と
�
連
な
る
洲 す

島 と
う

�
大
き
い
島
�

の
上
に
倭
国
が
あ
�
て
�
そ
の
周
囲
は
五
千
余
里
と
の
こ
と
で

あ
�
た
� 

 

景
初
二
年
�
２
３
８
年
�

六
月
�
倭
の
女
王
は
大
夫

た

い

ふ 

難 な

升 し

米 め

�
難
斗
米

な

と

め

�

等
を
派

遣
し
て
�
帯
方
郡
を
訪
れ
�
天
子
に
謁
見
し
て
朝
献
し
た
い
と
求
め
て
き

た
�
太
守
�
帯
方
郡
の
長
官
�

の
劉
夏

り
�
う
か

は
�
役
人
と
兵
士
を
派
遣
し
て
�
倭
の
使

節
一
行
を
護
衛
し
て
送
り
出
し
�
洛
陽
の
都
を
詣
で
た
� 

そ
の
年
�
２
３
８
年
�

十
二
月
�
明
帝

め
い
て
い

は
倭
の
女
王
に
詔
書
で
返
答
し
て
� 

 

�
制 せ

い

詔
し
�
う 

親 し
ん

魏 ぎ

倭 わ

王 お
う 

卑
弥
呼

ひ

み

こ 

帯
方
郡
の
太
守 

劉
夏

り
�
う
か

は
使
者
を
遣
し
て
�
汝
が
大
夫 

難
升

な

し

米 め

と
�
次
使 

都
市

と

し

牛 ぐ

利 り

を
送
�
て
�
汝
が
献
上
す
る 

男
の
生 せ

い

口 こ
う(

技
能
奴
隷
�

四
人
� 

女
の
生
口 

六
人
� 

二
丈
�
約4. 7

m

�

の
色
麻
布

い
ろ
あ
さ
ぬ
の 

二
匹
を
捧
げ
て
到
着
し
た
� 

汝
が
住
む
所
は
遙
か
に
遠
く
�
こ
う
し
て
使
節
を
遣
わ
し
て
貢
献

こ
う
け
ん

す
る
と
い

う
の
は
汝
の
忠
孝
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
�
我
は
汝
を
甚

は
な
は

だ
大
切
に
思
�
て

お
り
�
今
を
以
て
�
汝
を
親 し

ん

魏 ぎ

倭 わ

王 お
う

と
な
し
�
金 き

ん

印 い
ん

紫 し

授 じ
�

を
授
け
る
� 

こ
れ
ら
詔
書
と
金
印
紫
授
は
装
封
�
箱
に
入
れ
�
贈
答
包
み
を
し
て
�
紐
を
か
け
て
封
印

す
る
�

し
て
�
帯
方
郡
の
太
守

た
い
し
�

�
長
官
�

に
付
託
し
て
授
け
る
�
汝
は
民
衆
を

安
堵

あ

ん

ど

さ
せ
�
勤
め
て
我
に
孝 こ

う

順
じ
�
ん

を
為 な

す
よ
う
に
せ
よ
� 

今
を
以
て
�
難
升

な

し

米 め

を
率
善
中
郎
將

そ
つ
ぜ
ん
ち
�
う
ろ
う
し
�
う

と
な
し
�
牛 ぐ

利 り

を
率
善
校
尉

そ
つ
ぜ
ん
こ
う
い

と
な

し
�
銀 ぎ

ん

印 い
ん

青 せ
い

綬 じ
�

を
授
け
�
引
見

い
ん
け
ん

し
て

勞
ね
ぎ
ら
い

を
与
え
て
�
帰
還
さ
せ
る
� 

今
�
深
紅

し

ん

く

地 じ

の
交
龍
模
様
の
錦
を
五
匹
�<

注
２> 

深
紅
の
縮

織

ち
ぢ
み
お
り

粟 あ
わ

文
様

も
ん
よ
う

毛
織

け

お

り
の
敷
物
を
十
枚
� 

茜
あ
か
ね

色 い
ろ

の
絹
布
五
十
匹
を
�
汝
が
献
じ
た
貢
ぎ
物
の
返
答
品
と
す
る
� 

又
�
特
に
汝
に
� 

紺
地

こ

ん

じ

小
紋
の
錦
を
三
匹
� 

細
か
い
花
模
様
の
毛
織
物
を
五
枚
� 

白
絹
布
を
五
十
匹
� 

金
を
八
両
� 

五
尺
の
刀
を
二
振
り
� 

銅
鏡
を
百
枚
� 

真
珠
と
鉛
丹
を
�
各
五
十
斤
を
与
え
る
� 

こ
れ
ら
は
皆
�
装
封
し
て
難
升
米
�
牛
利
に
付
託
す
る
�
使
節
達
が
帰
り 

着
い
た
ら
�
目
録
と
一
緒
に
受
け
取
り
�
そ
の
全
て
を
汝
の
国
中
の
人
々
に

示
し
�
国
家
�
魏
の
皇
帝
�
が
汝
を
大
切
に
思
�
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
よ
� 

故
に
�
丁
重
に
汝
が
好
む
物
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
�
� 

 <

注
２
�
裴
松
之
�
注
者
�
と
し
て
は
�
地
�
は
�
綈
��
厚 あ

つ

絹 ぎ
ぬ

�
書
く
べ
き
だ
�
た
と
思
う
�
漢
の

文
帝
が
�
経
済
回
復
の
為
に
質
素
な
�
栗 く

り

染 ぞ
め

の
衣
を
着
た
と
す
る
弋く

ろ

綈め
ん

の
�
綈
�
の
こ
と
を
指
す

が
�
魏
の
皇
帝
が
使
う
言
葉
と
し
て
間
違
�
た
の
で
は
な
く
�
伝
写

で
ん
し
�

し
た
者
が
誤
�
た
の
で
あ
る> 

 

正
始
元
年
�
２
４
０
年
�

�
太
守

た
い
し
�

�
帯
方
郡
長
官
�

弓

遵

き
�
う
じ
�
ん

は
�
建
中
校
尉
梯

儁

て
い
し
�
ん

た
ち
を
使
節
と
し
て
詔
書
・
印
綬
を
奉
じ
て
倭
国
に
遣
わ
し
た
� 

使
節
は
倭
国
に
至
り
�
倭
王
に
謁
見
す
る
と
共
に
�
新
皇
帝
曹そ

う

芳ほ
う

�

の
詔

書
�
黄
金
�
絹
織
物
�
錦
�
毛
織
物
�
刀
�
鏡
�
采
物
�
祭
祀
具
�

を
与

え
た
�
倭
王
は
使
者
を
通
し
て
�
魏
の
使
節
に
上

表

文

じ
�
う
ひ
�
う
ぶ
ん

を
託
し
て
詔
と

恩
恵
�
賜
品
�

に
感
謝
の
意
を
表
し
た
� 

 

正
始
四
年
�
２
４
３
年
�
�

新
皇
帝
即
位
を
知
�
た
倭
王
�
卑
弥
呼
�

は
再
度
�
使

節
と
し
て
大
夫
�
大
使
�

伊
聲
耆

い

せ

き

�
掖 や

邪 く

狗 く

の
一
行
八
人
を
遣
わ
し
�
生
口
�

倭
製
の
錦
�
赤
青
の
絹
織
物
�
綿 め

ん

の
着
物
�
綿
布
�
丹
木
握
り
手
�
赤
色
�

の

短
弓
と
矢
を
献
上
し
た
� 

掖
邪
狗
た
ち
は
皆
�
率
善
中
郎
将
と
し
て
印
綬
を
授
与
さ
れ
た
� 

 

正
始
六
年
�
２
４
５
年
�
�

皇
帝
�
曹
芳
�

の
詔
が
出
さ
れ
�
倭
の
難
升
米
に
魏
の

軍
旗
�
魏
皇
帝
の
色
は
黄
色
�

を
与
え
る
よ
う
�
帯
方
郡
に
付
託
し
た
� 

正
始
八
年
�
２
４
７
年
�

�
帯
方
郡
長
官
の
弓

遵

き
�
う
じ
�
ん

が
戦
死
し
た
の
で
王
頎

お

う

き

が

帯
方
郡
の
長
官
に
着
任
し
た
�
倭
の
女
王
で
あ
る
卑
弥
呼
は
狗 く

奴 ぬ

国 こ
く(

熊
本
県
北

部
の
熊
襲
族
の
地
域)

の
男
王
卑
弥
弓
呼

ひ

み

こ

こ

と
元
か
ら
仲
が
悪
く
�
倭
は
載
斯

さ

い

し

�
烏 う

越 え
つ

等
を
帯
方
郡
に
派
遣
し
て
郡
長
官
に
謁
見
し
�
両
国
が
戦
争
状
態
に
有
る
こ

と
を
説
明
し
た
�
王
頎

お

う

き

は
塞
曹
掾
史

さ
い
そ
う
え
ん
し

�
帯
方
郡
の
武
官
�

張
ち
�
う

政 せ
い

等
を
遣
わ
し
�

皇
帝
の
詔
書
を
倭
国
に
携
え
て
行
�
た
�
魏
の
軍
旗
を
難
升
米
に
授
け
て
�

檄 げ
き

�
軍
事
勧
告
書
�

に
よ
�
て
女
王
に
狗
奴
国
と
の
和
議
を
告
諭

こ

く

ゆ

し
よ
う
と
し
た

が
�
卑
弥
呼
は
既
に
死
ん
で
い
た
�
墓
は
�
直
径
が
百
余
歩
の
大
き
な
塚 つ

か

を

作
り
�
殉

葬

じ
�
ん
そ
う

者
の
奴
卑

ぬ

ひ

は
百
余
人
で
あ
�
た
� 

 

更
に
倭
国
で
は
�
男
王
を
立
て
た
が
連
合
国
中
が
こ
れ
に
従
わ
ず
�
更
に
国

ど
う
し
が
互
い
に
罪
を
責
め
合
�
て
�
当
時
千
人
を
殺
し
た
� 

再
び
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
の
宗
族
の
女
性
で
�
十
三
歳
に
な
る
壹
與

と

よ

を
王
に

立
て
て
�
国
中
が
や
�
と
収
ま
�
た
� 

張
政
等
は
先
の
檄
を
以
て
壹
與

と

よ

に
狗
奴
国
と
の
和
議
を
告
諭
し
た
� 

 

壹
與

と

よ

は
�
大
使
と
し
て
率
善
中
郎
將
の
掖 や

邪 く

狗 く

等
二
十
人
を
帯
方
郡
に
遣

つ
か
わ

し
張
政
等
の
帰
還
を
送
�
て
き
た
�
こ
う
し
て
倭
国
の
使
節
は
皇
帝
の
都

�
洛
陽
�

を
詣
で
�
男
女
の
生
口
三
十
人
を
献
上
し
�
白 は

く

珠 じ
�

�
白
い
貝
殻
を
加
工
し

た
玉
�

を
五
千
孔
�
翡
翠

ひ

す

い

の
勾
玉

ま
が
た
ま

�
青
い
硬
玉
�

二
枚
�
様
々
な
模
様
の
錦

に
し
き

二

十
匹
を
貢 み

つ

い
だ
� 

 

令
和
六
年
一
月
三
十
一
日 大

中
臣
正
比
呂 

拙
訳 

 

補
注
� 

赤
小
文
字
は
�
原
文
中
に
あ
る
注
釈
で
あ
る
� 

赤
字
は
主
た
る
�
国
名
と
人
名
で
あ
る
� 

青
字
は
文
脈
を
補
�
た
も
の
で
あ
る
� 

� 
 

�

内
は
�
そ
の
上
部
の
説
明
と
し
た
� 

� 

�

内
の
�
は
�
同
義
�
で
あ
る
こ
と
を
示
す
� 


