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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
石
見
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
こ
の
伝
統
あ
る
学
習

院
の
史
学
会
で
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
光
栄
と
存
じ

て
お
り
ま
す
。

講
演
で
す
の
で
テ
ー
マ
は
自
由
に
選
択
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
が
、
一
緒
に
講
演
さ
れ
ま
す
鐘
江
先
生
が
、
遣
隋
使
、
遣
唐
使
と
関
連
す
る

古
代
日
中
関
係
史
に
か
か
わ
る
題
目
を
設
定
さ
れ
た
と
伺
い
ま
し
た
の
で
、
な

る
べ
く
か
み
あ
う
よ
う
な
テ
ー
マ
を
選
び
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
う
は
申
し
ま
し

て
も
、
実
は
私
は
こ
れ
ま
で
遣
唐
使
を
専
門
に
取
り
上
げ
た
研
究
は
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
の
「
遣
唐
使
」
と
い
い
ま
す
の
は
、
我
が
日
本
が

唐
に
派
遣
し
た
使
節
と
い
う
意
味
で
、
す
な
わ
ち
、
我
が
国
で
一
般
に
言
う
遣

唐
使
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
遣
唐
使
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
し

た
こ
と
は
実
は
な
い
の
で
す
。

私
の
専
門
は
東
洋
史
で
あ
り
ま
し
て
、
唐
と
い
う
国
の
国
際
関
係
や
外
交
手

段
の
分
析
の
一
環
と
し
て
日
本
の
遣
唐
使
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
た
だ
、
改
め
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
唐
に
対
し
て
派
遣
さ
れ
る
使
節
で
あ

れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
の
国
か
ら
派
遣
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
遣
唐
使
と

呼
ぶ
な
ら
呼
ん
で
い
い
は
ず
で
す
の
で
、
本
日
の
私
の
報
告
テ
ー
マ
の
副
題
に

あ
る
遣
唐
使
と
い
う
の
は
、
そ
の
意
味
で
使
用
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
唐
の
外
交
の
や
り
方
の
中
に
日
本
の
遣
唐
使
も
位
置
づ
け
て
相
対
化
し

て
み
た
い
と
い
う
試
み
で
す
。
な
る
べ
く
、
構
造
の
大
枠
を
つ
か
み
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
さ
ほ
ど
深
い
話
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
早
速
で
す
が
、
唐
の
儀
礼
体
系
の
中
に
は
「
賓ひ
ん

礼れ
い

」
と
呼
ば
れ
る
、

外
国
か
ら
の
賓
客
を
接
待
す
る
儀
礼
が
ご
ざ
い
ま
す
。『
大だ
い

唐と
う

開か
い

元げ
ん

礼れ
い

』と
い
う
、

こ
れ
は
玄
宗
時
代
の
儀
式
書
な
の
で
す
が
、
そ
の
賓
礼
の
巻
に
記
さ
れ
る
儀
式

次
第
を
順
に
並
べ
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
①
外
国
使
節
を
唐
の
長
安
ま
た
は
長
安
の
郊
外
の
駅
で
出
迎
え

る
迎
労
儀
礼
、
②
迎
賓
館
で
行
わ
れ
る
、
外
国
使
節
に
唐
の
皇
帝
と
の
謁
見
日

を
伝
達
す
る
儀
式
、
③
宮
殿
に
お
け
る
皇
帝
謁
見
の
儀
式
（
正
式
な
タ
イ
ト
ル

は
、
唐
の
皇
帝
が
外
国
使
節
か
ら
国
書
と
献
上
品
を
受
け
取
る
と
い
う
セ
レ
モ

ニ
ー
で
す
）、
④
そ
の
返
礼
と
し
て
唐
の
皇
帝
か
ら
の
宴
会
儀
礼
（
こ
の
宴
会
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の
最
後
に
皇
帝
か
ら
使
節
へ
、
と
い
い
ま
す
よ
り
は
、
唐
の
皇
帝
か
ら
相
手
国

の
国
家
元
首
へ
の
返
礼
品
が
箱
に
入
れ
ら
れ
て
手
渡
さ
れ
ま
す
）、そ
し
て
⑤
に
、

こ
れ
は
賓
礼
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
使
節
が
長
安
を
離
れ
る
少
し
前
に
、
迎
賓

館
で
唐
の
皇
帝
か
ら
の
返
事
の
国
書
が
読
み
上
げ
ら
れ
て
手
渡
さ
れ
る
と
い
う

儀
式
、
最
後
に
⑥
に
、
宮
殿
に
お
け
る
暇
乞
い
の
儀
式
が
あ
っ
て
、
使
節
は
長

安
を
後
に
し
て
帰
国
の
途
に
就
く
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
⑤
の
、
唐
か
ら
の
国
書
授
与
の
儀
式
だ
け
が
賓
礼
で
は
な
く
て
、

嘉
礼
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
式
次
第
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
国
書
と

は
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
詔
勅
と
し
て
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
詔
勅
を

発
布
す
る
儀
式
の
一
環
と
し
て
嘉
礼
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
⑤
の
儀
式
を
、
中
村
裕
一
さ
ん
と
古
瀬
奈
津
子
さ
ん
は
、
唐
側
の
使
節
が

外
国
に
派
遣
さ
れ
て
、
そ
の
外
国
で
唐
皇
帝
の
国
書
を
伝
達
す
る
儀
式
だ
と
解

釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
唐
の
使
節
が
日
本
に
来
た
場
合
、
こ
の
⑤
の
儀

式
に
よ
っ
て
唐
の
皇
帝
か
ら
の
国
書
が
日
本
の
天
皇
に
渡
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ

る
わ
け
で
す
。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
外
国
に
行
け
ば
そ
の
国
の
儀
式
に
臨

席
す
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
外
国
で
の
儀
式
を
わ
ざ
わ
ざ

『
大
唐
開
元
礼
』
の
よ
う
な
式
次
第
書
に
設
定
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が

残
り
ま
す
し
、
何
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
唐
が
都
の
長
安
で
外

国
使
節
に
対
し
て
国
書
を
伝
達
す
る
と
い
う
儀
式
が
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
私
は
、
⑤
の
儀
式
は
唐
の
皇
帝
か
ら

の
国
書
が
長
安
の
迎
賓
館
に
お
い
て
、
外
国
使
節
に
伝
達
さ
れ
る
儀
式
だ
と
考

え
て
よ
い
か
と
、
今
で
も
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
以
上
は
外
国
使
節
の
う
ち
、
長
安
に
入
京
す
る
も
の
だ
け
を
対
象
と

し
た
儀
式
で
、
使
節
団
全
員
が
こ
れ
ら
の
儀
式
に
臨
席
す
る
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
使
節
の
多
く
は
最
初
に
到
達
し
た
辺
境
の
州
に
滞
在
す
る
の
で

あ
り
ま
し
て
、
日
本
の
遣
唐
使
な
ら
ば
揚
子
江
下
流
域
の
揚
州
や
越
州
な
ど
に
、

大
半
が
と
ど
ま
り
ま
す
。
使
節
団
の
中
核
だ
け
、
例
え
ば
遣
唐
大
使
だ
と
か
遣

唐
副
使
、
判
官
な
ど
、
一
部
の
も
の
だ
け
が
都
に
向
か
っ
て
、
以
上
に
述
べ
た

儀
式
に
臨
む
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
辺
境
の
州
に
滞

在
す
る
使
節
員
の
接
待
や
入
京
す
る
使
節
を
出
迎
え
た
り
送
っ
た
り
す
る
迎
客

使
で
す
と
か
送
客
使
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
接
待
責
任
に
当
た
る
領
客
使
で
す

と
か
、
さ
ら
に
は
都
に
入
っ
た
使
節
も
出
席
す
る
冬
至
や
元
日
の
朝
賀
の
儀
式

な
ど
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
広
い
意
味
で
す
べ
て
を
賓
礼
と
捉
え
る
考
え
方
も
あ

り
ま
す
。

日
本
古
代
史
で
は
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
広
義
の
意
味
で
「
賓
礼
」
と
捉
え
る

の
が
今
日
で
は
一
般
的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
最
近
、
廣
瀬
憲

雄
さ
ん
に
よ
っ
て
、
唐
の
後
半
期
に
な
る
と
、
使
節
が
皇
帝
と
対
面
し
て
外
交

案
件
を
伝
え
る
「
対
」
と
い
う
儀
式
行
為
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
は
い
い
ま
し
て
も
、
一
国
の

使
節
が
唐
の
政
府
と
外
交
行
為
を
行
う
の
は
、
基
本
的
に
は
上
記
の
①
か
ら
⑥

の
手
順
が
基
本
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
①
か
ら
⑥
の
手
順
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
ま
す
と
、
当
時
の
外

交
は
国
書
と
、
つ
ま
り
一
国
か
ら
相
手
国
政
府
へ
の
手
紙
と
、
も
う
一
つ
は
土

産
品
を
お
互
い
に
手
渡
す
と
い
う
、
国
書
と
物
品
の
授
受
を
二
つ
の
大
き
な
眼

目
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
国
書
に
し
て
も
物
品
に
し
て
も
、
ど
ち
ら
に
も
国
の
威
信
が
か
か
っ
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て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
特
に
物
品
の
ほ
う
は
、
こ
れ
は
現
代
の
外
交
に
お

い
て
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ま
さ
か
手
ぶ
ら
で
行
く
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
す
。
相
当
の
も
の
を
持
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

こ
の
う
ち
、
国
書
の
ほ
う
は
唐
が
発
給
し
た
国
書
は
、
ほ
ぼ
全
文
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
も
の
を
探
し
て
み
ま
す
と
、
全
部
で
九
十
五
通
。
こ
れ
は
私
に
見
落

と
し
が
あ
っ
て
、
ま
だ
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
九
十
五
通
見
い
だ
せ

ま
す
。
唐
の
国
書
は
皇
帝
の
発
す
る
七
種
の
詔
勅
の
う
ち
、
慰
労
制
書
と
論
事

勅
書
の
い
ず
れ
か
が
用
い
ら
れ
て
発
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
中
村
裕
一
さ
ん
の

研
究
で
も
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
慰
労
制
書
は
、「
皇
帝
敬
問
○
○
国
王

（
皇
帝
謹
ん
で
○
○
国
王
に
問
う
）」
と
か
、も
し
く
は
「
皇
帝
問
○
○
国
王
（
皇

帝
○
○
国
王
に
問
う
）」
の
ど
ち
ら
か
で
書
き
始
め
ら
れ
て
、
末
尾
は
「
遣
書
、

指
不
多
及
（
書
を
遣
わ
す
、
指
す
に
多
く
は
及
ば
ず
）」
で
終
わ
る
。
つ
ま
り

末
尾
は
、
手
紙
で
す
の
で
多
く
の
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
と
い
う
意
味
の

文
言
で
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
、
論
事
勅
書
は
「
勅
○
○
国
王
○
○

（
○
○
国
王
○
○
に
勅
す
）」
で
始
ま
り
ま
し
て
、
末
尾
は
慰
労
制
書
と
同
様
に

「
遣
書
、
指
不
多
及
」
で
終
わ
る
と
い
う
書
式
を
と
り
ま
す
。
日
本
で
も
国
書

は
慰
労
詔
書
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

日
本
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
国
書
は
、
張
九
齢
が
起
草
し
て
玄
宗
が
発
し
た

論
事
勅
書
が
一
通
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
は
こ
れ
ら
の
国
書
と
い
う
の
は
、

唐
代
史
で
も
国
際
関
係
史
の
史
料
と
し
て
は
、
ま
だ
さ
ほ
ど
読
ま
れ
て
は
い
な

い
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。
で
す
か
ら
、
興
味
の
あ
る
方
は
ど
ん
ど
ん
読
ん
で

研
究
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
ら
国
書
の
問
題
を
取
り
上
げ
ま
す
と
大
変
な
時
間
が
か
か
り
ま

す
の
で
、
本
日
は
こ
の
う
ち
外
交
に
使
用
さ
れ
た
物
品
の
方
を
取
り
上
げ
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
唐
か
ら
は
ど
の
よ
う

な
物
品
が
外
国
使
節
に
手
渡
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
を
唐
政
府
は
ど
の
よ
う
に
用
意

し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
唐
か
ら
外
国
使
節
に
授
与
さ
れ
る
の
か
と
い
う

点
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
唐
の
国
書
の
い
く
つ
か
の
実
例
を
見
て
み
ま

す
と
、
唐
か
ら
相
手
国
に
伝
達
事
項
が
記
さ
れ
た
文
章
の
末
尾
の
ほ
う
に
、
例

え
ば
西
暦
七
三
六
年
に
突と
っ

厥け
つ

（
テ
ュ
ル
ク
）
の
可
汗
に
あ
て
ら
れ
た
論
事
勅
書

（『
文
苑
英
華
』
巻
四
六
八
）
に
は
「
少
信
物
有
り
。
別
に
委
曲
を
具そ
な

う
。
至
ら

ば
宜
し
く
領
取
す
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
わ
ず
か
な
贈
り
物
が
あ
り

ま
す
。
詳
細
は
別
に
記
し
た
と
お
り
で
す
。
届
き
ま
し
た
ら
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
八
〇
八
年
に
回か
い

鶻こ
つ

（
ウ
イ
グ
ル
）
の
可
汗
に
あ
て
ら
れ
た
慰
労
制
書

（
同
上
）
に
も
、
や
は
り
「
今
、
少
物
を
賜
う
。
具つ
ぶ

さ
に
は
別
録
の
如
し
」
と

い
う
文
言
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ご
く
一
部
の
国
書
を
挙
げ
た
に
す
ぎ
な
い

の
で
す
が
、
こ
こ
に
見
え
ま
す
「
別
に
委
曲
を
具
う
」
で
す
と
か
、「
別
録
」

と
い
い
ま
す
の
は
、『
唐
会
要
』
巻
五
四
に
収
録
さ
れ
て
い
る
西
暦
七
〇
〇
年

の
詔
勅
に
、「
応
に
外
国
に
賜
う
べ
き
の
物
は
、
中
書
省
に
、
そ
の
賜
り
物
の

種
類
を
詳
し
く
記
録
さ
せ
て
、
そ
れ
を
国
書
を
入
れ
る
箱
の
中
に
一
緒
に
入
れ

ろ
」
と
い
う
旨
が
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
唐
で
は
外
国
使
節
が
持
っ

て
き
た
国
書
と
土
産
品
が
、
上
で
見
ま
し
た
③
の
謁
見
儀
式
で
唐
側
が
受
け
取

り
、
そ
し
て
④
の
宴
会
の
席
で
返
礼
品
が
渡
さ
れ
て
、
⑤
の
返
事
の
国
書
を
授
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与
す
る
際
に
、
返
礼
品
の
リ
ス
ト
が
国
書
の
函
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
一
緒
に

渡
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
も
の
が
渡
さ
れ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
国

書
の
中
に
そ
れ
ら
が
記
さ
れ
る
例
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
西
暦
七
三
五

年
に
契き
っ

丹た
ん

の
都
督
に
発
せ
ら
れ
た
国
書
（
同
、
巻
四
七
一
）
を
見
ま
す
と
、
末

尾
付
近
に
「
今
、
あ
な
た
に
錦
の
衣
一
幅
、
細
工
を
施
し
た
ベ
ル
ト
七
本
を
賜

い
ま
す
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
識し
き

匿と
く

と
い
う
地
域
の
国
王
（
今
日
の
中
央
ア
ジ
ア
・
タ
ジ
キ
ス
タ
ン

の
シ
グ
ナ
ー
ン
と
い
う
町
で
す
が
）、
そ
の
国
王
に
あ
て
た
国
書
（
同
上
）
に

は
「
今
、
あ
な
た
と
将
軍
に
物
（
絹
織
物
）
二
〇
〇
疋
、
錦
の
上
衣
、
金
細
工

の
ベ
ル
ト
、
そ
れ
以
下
の
階
級
の
も
の
に
は
錦
の
衣
を
賜
い
ま
す
」
と
い
う
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
他
の
国
書
に
も
「
絹
織
物
三
〇
〇
疋
、
銀

の
お
盆
、
銀
の
皿
、
上
衣
一
着
、
金
細
工
の
ベ
ル
ト
七
本
」
で
す
と
か
、「
綾

織
物
三
〇
〇
疋
」
な
ど
の
賜
物
の
文
言
が
見
え
ま
す
。

以
上
も
史
料
の
ご
く
一
部
な
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
に
よ
り
ま
す
と
、
唐
が
外

交
行
為
と
し
て
外
国
使
節
に
授
与
す
る
物
品
と
い
い
ま
す
の
は
、
絹
織
物
、
そ

れ
も
錦
・
綾
な
ど
の
高
級
絹
織
物
と
、
金
銀
工
芸
品
を
中
心
と
し
て
い
た
と
見

て
よ
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
リ
ス
ト
は
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う

に
、
国
書
の
函
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
部
が
国
書
の
本
文
に
も
記

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
唐
が
授
与
し
た
物
品
の
中
で
も
中
心
的
な

品
物
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
唐
と
い
う
国
は
日
本
と

違
い
ま
し
て
、
四
方
八
方
か
ら
外
国
使
節
が
常
に
や
っ
て
き
ま
す
の
で
、
彼
ら

に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
高
級
な
財
貨
は
い
つ
で
も
使
え
る
よ
う
に
準
備
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

『
旧
唐
書
』
職
官
志
の
尚
書
省
戸
部
・
金
部
郎
中
の
条
に
は
、「
蕃
客
に
賜
う

錦
綵
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
内
容
は
「
錦
一
張
、
綾
二
疋
、
縵
（
綾
模
様

を
織
り
込
ん
で
い
な
い
絹
織
物
）
三
疋
、
綿
（
真
綿
）
四
屯
」
と
い
う
規
定
が

見
え
ま
す
。
こ
れ
は
『
天
聖
令
』
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
結
果
、
唐
の
倉
庫
令
の

規
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。『
天
聖
令
』
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
ほ

ど
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
見
え
る
賜
い
物
の
規
定
は
、
先
ほ
ど
の
国
書
で
見
ま
し
た
よ
う
な
相

手
国
の
国
家
元
首
へ
の
国
信
物
と
比
較
す
る
と
、
額
に
大
き
な
開
き
が
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
は
入
京
し
た
外
国
の
使
節
団
員
へ
の
賜
り
物
を

規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
唐
は
、
こ
の
よ
う
に
外
国
か
ら

や
っ
て
き
た
使
節
団
へ
の
賜
り
物
や
、
相
手
国
国
家
元
首
へ
の
国
信
物
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
物
品
を
用
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ

れ
な
ら
ば
、
唐
は
そ
れ
ら
の
財
貨
を
ど
の
よ
う
に
し
て
準
備
し
て
い
た
の
か
と

い
い
ま
す
と
、
通
常
あ
る
国
家
の
支
配
領
域
内
で
と
れ
る
財
貨
を
都
、
中
央
に

集
中
さ
れ
る
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
税
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
一
般
的
に
想
起
さ

れ
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
唐
の
税
を
見
て
み
ま
す
と
、
一
般
に
「
租
・
庸
・
調
」
と
い
わ
れ

ま
す
が
、
正
し
く
は
「
租
・
調
・
役
」
な
の
で
す
け
ど
も
、
唐
で
は
成
人
男
性

に
租
と
し
て
粟
二
石
、
調
は
帛
（
き
ぬ
）
類
で
納
め
る
場
合
は
一
人
二
丈
（
二

分
の
一
疋
）、
麻
布
で
納
め
る
場
合
は
二
丈
五
尺
（
二
分
の
一
端
）
で
、
力
役

は
一
年
に
二
〇
日
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
力
役
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
代

わ
り
に
庸
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
、
庸
は
帛
類
な
ら
ば
一
日
三
尺
、
麻
布
な

ら
ば
三
尺
七
寸
五
分
で
あ
っ
て
、
二
〇
日
分
丸
々
庸
を
納
め
る
と
な
れ
ば
、
帛

な
ら
ば
六
〇
尺
（
つ
ま
り
六
丈
）
で
一
・
五
疋
、
麻
布
な
ら
ば
七
五
尺
（
七
・
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五
丈
）
で
一
・
五
端
と
な
り
ま
す
。
唐
で
は
帛
と
麻
布
の
対
比
は
常
に
四
対
五

な
の
で
す
。
帛
四
イ
コ
ー
ル
麻
五
の
対
比
で
動
い
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
毎
年
莫
大
な
る
税
収
入
が
中
央
政
府
に
送
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
す

が
、
唐
の
中
ご
ろ
の
天
宝
年
間
の
あ
る
年
（
八
世
紀
半
ば
）
の
国
家
歳
入
を
見

て
み
ま
す
と
、
次
の
「
唐
・
宋
歳
入
の
比
較
」
と
い
う
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〔
唐
・
天
宝
年
間
の
歳
入
〕（『
通つ

典て
ん

』
巻
六
、
食
貨
、
賦
税
下
）

糸
綿
を
出
す
郡
県
の
丁
の
庸
調
の
絹
…
…
七
四
〇
万
疋

　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
綿
…
…
一
八
五
万
屯

布
を
出
す
郡
県
の
丁
の
庸
調
の
布
…
…
一
〇
三
五
万
端

租
の
折
納
布
（
江
南
）
…
…
…
…
…
…
…
五
七
〇
万
端

租
粟
三
〇
〇
万
石
の
折
充
絹
布
…
…
…
…
二
〇
〇
万
（
端
・
疋
）

〔
宋
・
元
豊
年
間
末
の
歳
入
〕（『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
六
四
）

錦
綺
・
羅
・
綾
…
…
…
…
五
七
万
疋

絹
…
…
…
…
…
…
…
一
二
二
六
万
疋

紬
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
六
万
疋

絁
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
万
疋
（
以
上
計
一
六
五
一
万
疋
）

糸
・
綿
…
…
…
…
…
二
〇
二
九
万
両

布
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
五
万
疋

こ
の
表
の
「
唐
・
天
宝
年
間
の
歳
入
」
を
見
ま
す
と
、
右
二
行
が
絹
類
で
す

の
で
、
絹
類
で
納
入
さ
れ
た
税
収
入
よ
り
も
、
麻
布
で
納
め
ら
れ
た
歳
入
の
ほ

う
が
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
、
見
て
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
左
の
「
北
宋
・
元
豊
年
間
の
歳
入
」
を
見
て
み
ま
す
と
、

一
一
世
紀
の
後
半
に
な
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
四
行
目
ま
で
の
絹
類
だ
け
で
合

計
一
六
五
一
万
疋
に
な
り
、
圧
倒
的
に
絹
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

つ
ま
り
唐
代
の
税
は
租
庸
調
と
い
っ
て
、
調
は
絹
だ
と
一
般
的
に
言
わ
れ
ま
す

け
ど
、
実
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
麻
布
の
時
代
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
麻
布
は
、
も

ち
ろ
ん
遣
唐
使
へ
の
回
賜
品
な
ど
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
そ

れ
は
官
僚
の
給
料
で
す
と
か
軍
事
費
で
す
と
か
国
家
の
必
要
経
費
と
し
て
支
出

さ
れ
る
も
の
で
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
支
出
さ
れ
れ
ば
、
布
帛
類
は
今
日
の
紙
幣
に
相
当
し
ま

す
の
で
、
そ
れ
が
通
貨
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
央
ア
ジ
ア
の

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
（
吐
魯
番
）
の
墓
か
ら
出
土
し
た
麻
布
に
は
、
そ
こ
に
書
き
込

み
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
揚
子
江
下
流
域
の

ぼ
う

県
と
い
う
と
こ
ろ
の
住
民
が

開
元
九
年
（
七
二
一
年
）
に
納
め
た
庸
調
麻
布
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
吐
魯
番
ま
で
流
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ

う
に
見
て
み
ま
す
と
、
唐
が
外
国
使
節
に
対
し
て
返
礼
品
と
し
て
授
与
し
た
高

級
絹
織
物
や
金
銀
工
芸
品
と
い
う
の
は
、
税
で
納
入
さ
れ
た
も
の
で
本
当
に
そ

れ
ら
が
賄
え
た
か
ど
う
か
。
ど
う
し
て
も
疑
問
が
残
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

と
こ
ろ
で
、
唐
代
に
は
支
配
領
域
で
産
出
さ
れ
る
財
貨
を
中
央
に
集
中
さ
せ

る
シ
ス
テ
ム
と
し
ま
し
て
、
税
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
「
貢
献
」
と
呼
ば
れ
る
制
度
で
、
本
日
の
私
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す

「
貢
献
制
」と
い
う
の
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
貢
献
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
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一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
地
方
官
が
管
轄
領
域
内
で
産
出
さ
れ
る
特
産
品
を

買
い
上
げ
て
皇
帝
に
貢
ぐ
と
い
う
制
度
の
こ
と
で
す
。

貢
献
の
規
定
は
仁
井
田
陞
先
生
の
『
唐
令
拾
遺
』
の
賦
役
令
第
二
七
条
に
、

開
元
二
十
五
年
令
と
し
て
次
の
よ
う
に
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

諸
諸
州
貢
献
、
皆
盡
当
土
所
出
。
准
絹
為
価
、
多
不
得
過
五
十
疋
。
並
以

官
物
充
市
、
所
貢
至
薄
、
其
物
易
供
。

意
味
を
と
っ
て
み
ま
す
と
、「
お
よ
そ
諸
州
の
貢
献
は
、
み
な
当
土
の
出
だ

す
所
を
尽
く
せ
（
こ
れ
は
そ
の
土
地
で
産
出
さ
れ
る
も
の
に
限
定
し
ろ
と
い

う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
）。
絹
に
准
じ
て
値
段
を
決
め
て
、
そ
の
値
段
は
多
く

て
も
五
〇
疋
を
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
並
び
に
官
の
物
を
以
て
市
に
充
て
て
」、

そ
の
次
が
読
め
ま
せ
ん
。「
貢
ぐ
所
、
薄
き
に
至
ら
ば
、
其
の
物
は
易
供
せ
よ
」

と
読
む
の
か
、「
薄
」
と
い
う
字
が
「
簿
」
の
誤
り
な
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て

も
意
味
が
と
れ
な
い
。
実
は
、
こ
の
最
後
の
八
字
は
令
の
条
文
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
と
い
う
推
測
は
、
す
で
に
高
橋
継
男
さ
ん
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
日
本
の
養
老
令
の
貢
献
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
賦
役
令

第
三
五
条
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

凡
諸
国
貢
献
物
者
、
皆
盡
当
土
所
出
。
其
金
、
銀
、
珠
、
玉
、
皮
、
革
、
羽
、

毛
、
錦
、

、
羅
、
縠
、
紬
、
綾
、
香
薬
、
彩
色
、
服
食
、
器
用
、
及
諸

珍
異
之
類
、
皆
准
布
為
価
、
以
官
物
市
充
、
不
得
過
五
十
端
。
其
所
送
之

物
、
但
令
無
損
壊
穢
悪
而
已
。
不
得
過
事
修
理
、
以
致
労
費
。

一
部
が
唐
令
と
重
な
り
ま
す
が
、
日
本
令
の
方
が
貢
ぐ
物
品
の
種
類
に
ま
で

わ
た
っ
て
は
る
か
に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
令
の
こ
の
貢
献
の
規
定
条
文
は
、
実
は
空
文
で
は
な
い
か

と
い
う
見
方
が
今
は
支
配
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
い
い
ま
す
の
も
、日
本
で
は
こ
れ
以
前
か
ら
「
ツ
キ
」
と
い
う
制
度
が
あ
っ
て
、

租
庸
調
の
調
を
日
本
語
で
は
「
ツ
キ
」
と
訓
じ
ま
す
。
こ
の
「
ツ
キ
」
と
い
う

の
は「
ツ
ク
」と
同
じ
語
で
服
従
す
る
と
い
う
意
味
を
持
ち
ま
す
。
こ
の「
ツ
キ
」

に
美
称
の
「
ミ
」
が
つ
い
て
、
「
ミ
ツ
グ
」
だ
と
か
「
ミ
ツ
ギ
」
に
な
り
ま
す
。

「
カ
シ
ヅ
ク
」
の
「
ツ
ク
」
も
語
源
は
同
じ
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日

本
の
養
老
令
の
賦
役
令
第
一
条
の
調
「
ツ
キ
」
の
規
定
を
見
ま
す
と
、
日
本
の

調
は
唐
の
よ
う
に
布
帛
で
納
税
す
る
の
で
は
な
く
て
、
各
地
の
ア
ワ
ビ
だ
と
か

カ
ツ
オ
、
イ
カ
、
イ
リ
コ
、
ム
ラ
サ
キ
ノ
リ
、
各
種
の
ス
シ
だ
と
か
、
ク
レ
ナ

イ
、ア
カ
ネ
、ツ
ヅ
ラ
、ゴ
マ
ア
ブ
ラ
な
ど
な
ど
の
物
品
が
列
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
古
代
の
日
本
で
は
律
令
制
を
導
入
し
た
後
も
古
来
の
「
ツ
キ
」
は
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
て
、
そ
れ
を
便
宜
上
「
調
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
い
い
ま
す
と
、
日
本
の
貢
献
規

定
に
記
さ
れ
る
物
品
が
、
当
時
の
日
本
で
果
た
し
て
生
産
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
、
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
の
で
、
養
老
令
の
条
文
は
唐
令
を
そ
の
ま
ま
模

し
た
空
文
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
唐
の
賦
役
令
の
貢
献
の
条
文
が
養
老

令
と
同
じ
よ
う
な
条
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
な
る
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
こ
で
『
唐
令
拾
遺
補
』
の
賦
役
令
第
二
七
条
は
養
老
令
に
従
っ
て
復

元
さ
れ
直
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
九
九
八
年
に
戴
建
国
さ
ん
に
よ
っ
て
中
国
浙

江
省
寧
波
の
天
一
閣
で
、
北
宋
の
天
聖
年
間
の
令
で
あ
る
『
天
聖
令
』
の
一
部

が
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
に
全
文
が
公
開
さ
れ
ま
し
た
結
果
、
唐
の
貢
献
規

定
の
原
文
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
次
の
と
お
り
で

す
。

諸
朝
集
使
赴
京
貢
献
、
皆
盡
当
土
所
出
。
其
金
、
銀
、
珠
玉
、
犀
象
亀
具
、
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凡
諸
珍
異
之
属
、
皮
革
、
羽
毛
、
錦
、

、
羅
、
綢
、
綾
、
絲
、
絹
、
絺

希
之
類
、
忝
蜜
、
香
薬
、
及
盡
色
所
須
、
諸
是
服
食
器
玩
之
物
、
皆
准
絹

為
価
、
多
不
得
過
五
十
疋
、
少
不
得
減
二
十
疋
。
兼
以
雑
附
及
官
物
市
充
、

無
則
用
正
倉
。
其
所
送
之
物
、
但
令
無
損
壊
穢
要
而
已
。
不
得
過
事
修
理
、

以
致
労
費
。

以
上
の
と
お
り
、
唐
の
貢
献
制
の
条
文
は
、『
唐
令
拾
遺
』
よ
り
も
養
老
令

に
近
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
条
文
で
は
、
金
・
銀
・
珠
玉

な
ど
の
属
、
こ
れ
が
一
つ
。
皮
革
・
羽
毛
・
絹
織
物
な
ど
の
類
、
こ
れ
が
二
つ

目
。
そ
し
て
、
漆
・
蜜
な
ど
の
服
食
の
物
、
こ
れ
が
三
つ
目
で
す
。
こ
れ
ら
大

き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
が
地
方
官
に
よ
っ
て
都
に
貢
献
さ
れ
、
そ

の
金
額
が
絹
に
換
算
し
て
五
〇
疋
以
下
、
二
〇
疋
以
上
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
日
本
が
模
倣
し
た
唐
の
賦
役
令
の
条
文
が
、
玄
宗
の

開
元
二
十
五
年
令
の
段
階
で
は
、『
天
聖
令
』
の
よ
う
に
発
展
し
て
整
理
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

基
本
的
に
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
唐
の
貢
献
制
度
は
運
営
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
実
際
に
は
、
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
玄
宗
の
開
元
七
年
令
に
基
づ
い

て
、
行
政
の
運
営
方
法
を
役
職
別
に
ま
と
め
た
『
大だ
い

唐と
う

六り
く

典て
ん

』
の
巻
三
、
尚
書

省
の
戸
部
、
つ
ま
り
戸
籍
と
国
家
財
政
を
つ
か
さ
ど
る
部
署
で
す
が
、
そ
こ
に

は
唐
の
行
政
区
画
で
あ
る
「
道
」
別
に
管
轄
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
日
本
に
か
か
わ
る
「
河
南
道
」
の
部
分
を
段
落
に
分
け
て
示
し

て
み
ま
す
。

第
一
段
落
は
、
河
南
道
は
合
計
二
十
八
州
を
管
轄
す
る
と
い
う
、
管
轄
州
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
段
落
は
、
東
西
南
北
の
境
界
（
四
至
）
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
三
段
落
は
、
名
山
・
大
川
を
中
心
に
し
た
、
い
わ
ば
自
然
地
理
を
記
し
た

部
分
と
言
え
ま
す
。

第
四
段
落
は
「
厥そ

の
賦
は
、
絹
、
絁
あ
し
ぎ
ぬ、
真
綿
、
麻
布
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が

河
南
道
の
領
域
か
ら
庸
や
調
と
し
て
納
入
さ
れ
る
税
品
目
を
指
し
ま
す
。

第
五
段
落
に
「
厥
の
貢
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
河
南
道
の
諸
地
域
か
ら
貢
献

さ
れ
る
物
品
が
記
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
の
物
品
は
、
例
え
ば
紬
で
す
と

か
絁
で
す
と
か
、
文
様
の
入
っ
た
綾
絹
で
す
と
か
、
葛
の
糸
、
水
葱
と
い
う
の

は
湿
地
帯
に
生
じ
る
ニ
ン
ニ
ク
の
一
種
、

ひ
よ
う
し
ん
せ
き

心
蓆
と
い
う
の
は
荻
で
編
ん
だ
筵
む
し
ろ

の
こ
と
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
陶
器
や
石
の
工
芸
品
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
後
に
、
各
州
の
貢
献
品
が
列
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
何
州
の

何
々
」
と
い
う
書
き
方
な
の
で
す
が
、
こ
れ
を
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
最
後
の
第
六
段
落
の
部
分
に
「
遠
夷
は
則
ち
海
東
の
新
羅
・
日
本

の
貢
献
を
控
う
」
と
あ
っ
て
、
河
南
道
以
外
に
も
「
遠
夷
の
貢
献
」
と
い
う
記

事
が
見
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
唐
で
は
外
国
の
使
節
が
唐
の
皇
帝
へ
の
献
上
品
と

し
て
持
っ
て
き
た
物
品
は
、
内
地
の
場
合
と
同
様
に
、
遠
い
異
民
族
か
ら
「
貢

献
」
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
扱
い
は
内
地
の
税
や
貢

献
と
同
じ
く
、
尚
書
省
の
戸
部
が
管
轄
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本

か
ら
の
貢
献
が
河
南
道
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
大
唐
六
典
』
の
時
代
（
八

世
紀
の
前
半
で
す
が
）、
そ
の
時
代
に
は
日
本
の
遣
唐
使
は
ま
だ
東
シ
ナ
海
を

突
っ
切
ら
ず
に
、
朝
鮮
半
島
・
山
東
半
島
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
を
と
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
唐
の
各
地
か
ら
貢
献
さ
れ
る
物
品
を
記
し
た
史
料
に
は
、
今
見
ま
し
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た
『
大
唐
六
典
』
の
ほ
か
に
、ま
と
ま
っ
た
史
料
と
し
て
は
も
う
一
つ
『
通
典
』

が
あ
り
ま
す
。『
通
典
』
は
唐
ま
で
の
歴
代
王
朝
の
制
度
を
書
き
ま
と
め
た
書

物
で
す
が
、
そ
の
巻
六
に
「
天
下
の
諸
郡
の
毎
年
の
常
貢
」
と
あ
っ
て
、
諸
地

域
と
そ
の
貢
献
品
が
列
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
地
域
に
よ
っ
て
貢
献

さ
れ
る
物
品
が
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
『
大
唐
六
典
』

に
「
何
州
の
何
々
」
と
記
さ
れ
た
の
と
同
じ
で
、
し
か
も
こ
こ
に
は
「
毎
年
の

常
貢
」
と
あ
っ
て
、「
常
の
貢
ぎ
物
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
貢
献
と
い
う
制
度
は
、
そ
の
土
地
に
よ
っ
て
貢
献
す
る
も
の
が
あ

ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
制
度
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
今
、『
通
典
』
の
広
陵
郡
の
貢
（
貢
ぎ
物
）

を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
次
の
と
お
り
で
す
。

広
陵
郡
　
貢
、
蕃
客
錦
袍
五
十
領
、
錦
被
五
十
張
、
半
臂
錦
百
段
、
新
加

錦
袍
二
百
領
、
青
銅
鏡
十
面
、
莞
蓆
十
領
、
独
窠
細
綾
十
疋
、
蛇
床
子
七

斗
、
蛇
床
仁
一
斗
、
鉄
精
一
斤
、
免
絲
子
一
斤
、
白
芒
十
五
斤
、
空
青
三

両
、
造
水
牛
皮
甲
千
領
并
袋
。
今
揚
州
。

広
陵
郡
と
い
い
ま
す
の
は
、
こ
の
史
料
の
末
尾
に
「
今
の
揚
州
な
り
」
と
あ

る
よ
う
に
、
州
で
い
う
と
揚
子
江
下
流
の
揚
州
に
な
り
ま
す
。
そ
の
揚
州
か
ら

の
貢
献
品
の
中
に
、
冒
頭
に
「
蕃
客
の
錦
袍
五
十
領
」
と
見
え
ま
す
。
つ
ま
り
、

外
国
へ
の
お
客
さ
ん
へ
の
錦
の
上
衣
五
〇
着
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
先
ほ

ど
の
国
書
に
見
え
た
「
錦
の
上
衣
一
幅
」
で
す
と
か
、「
錦
の
上
衣
錦
袍
」
と

い
う
の
と
一
致
い
た
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
返
礼
品
は
も
と
は
と
い
え

ば
、
揚
州
か
ら
貢
献
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
含
ま
れ
て

い
た
可
能
性
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。

さ
て
、『
通
典
』
の
広
陵
郡
の
貢
を
も
う
一
度
見
ま
す
と
、「
蕃
客
の
錦
袍
」、

錦
の
上
衣
以
外
に
も
高
級
絹
製
品
が
多
く
、
こ
れ
ら
も
唐
政
府
は
貢
献
に
よ
っ

て
入
手
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
中
に
「
青
銅
鏡
十
面
」
と
あ
る

の
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、
金
属
製
品
も
貢
献
に
よ
っ
て
都

に
送
ら
れ
る
実
例
が
こ
れ
で
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、『
旧く

唐と
う

書じ
よ

』
徳
宗
本
紀
、

大
暦
十
四
年
（
七
七
九
年
）
六
月
の
条
に
、
徳
宗
が
即
位
し
た
直
後
の
こ
と
と

し
て
、
揚
州
が
毎
年
端
午
の
日
に
鋳
造
す
る
鏡
の
貢
献
は
や
め
さ
せ
ろ
と
い
う

記
事
が
見
え
る
の
と
一
致
し
ま
す
。
や
は
り
、
こ
れ
ら
の
貢
献
が
実
行
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
揚
州
の
鏡
の
貢
献
を
や
め
さ
せ
た

と
い
う
の
は
、
皇
帝
が
即
位
す
る
と
、
そ
の
直
後
に
は
し
ば
し
ば
ぜ
い
た
く
禁

止
令
を
出
す
そ
の
一
環
で
あ
っ
て
、あ
く
ま
で
も
形
式
的
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。（
余

計
な
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
端
午
の
日
と
書
か
れ
て
い
ま
す
の
は
、
中
国
で
鏡

を
つ
く
る
場
合
に
は
端
午
の
節
句
に
火
を
入
れ
て
鋳
造
す
る
か
ら
で
す
。
今
は

全
然
関
係
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。）

さ
て
、
上
の
『
大
唐
六
典
』
や
『
通
典
』
で
一
部
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
各

地
の
貢
献
品
を
ざ
っ
と
主
だ
っ
た
も
の
を
整
理
し
て
レ
ジ
ュ
メ
に
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
宮
薗
和
禧
さ
ん
が
既
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
を
借
り
て
、
そ
れ
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
一
々
読
み
ま
せ
ん
が
、
調
や
庸
の
税
で
は
集
め
ら

れ
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
財
貨
、
物
品
、
原
料
が
都
に
集
中
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
財
貨
は
、
例
え
ば
王
侯
や
官
僚
、
軍
人
へ
の
賜
い
物
や
皇

帝
や
皇
族
の
生
活
を
彩
る
日
常
品
や
、
宮
殿
の
装
飾
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
そ

し
て
外
国
使
節
へ
の
返
礼
品
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
貢
献
の
制
度
で
も
っ
て
唐
王
朝
は
支
配
領
域
内
で

産
出
さ
れ
る
財
貨
を
都
に
集
め
て
、
国
家
運
営
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
、
そ
れ
を
産
出
す
る
在
地
の
ほ
う
で
ど
の
よ
う
に

生
産
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
ま
で
は
、
以
上
に
取
り
上
げ
ま
し
た
よ
う
な
史

料
で
は
そ
う
い
う
生
々
し
い
姿
は
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
末
端
の
生
産
者
側

の
実
際
の
あ
り
方
、
こ
れ
ら
は
『
旧
唐
書
』
や
『
新
唐
書
』、『
資
治
通
鑑
』
な

ど
の
歴
史
書
物
で
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
う
か
が
い
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

ら
の
歴
史
書
は
、
あ
く
ま
で
も
お
上
の
側
が
編
纂
し
た
も
の
で
す
の
で
。

そ
こ
で
今
は
、
唐
代
の
文
学
作
品
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
レ

ジ
ュ
メ
に
は
三
つ
の
詩
を
挙
げ
ま
し
た
。
第
一
は
王
建
が
作
っ
た
「
織
錦
曲
」

（『
王
建
詩
集
』
巻
二
）
と
い
う
詩
で
、
内
容
は
女
工
哀
史
と
で
も
言
う
べ
き

作
品
で
す
。
冒
頭
だ
け
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
大
女
、
身
は
為
る
織
錦
戸
。
名

は
在
り
、
県
家
の
供
進
簿
。
長
頭
、
様
を
起
こ
し
作
官
に
呈
す
。
聞
く
な
ら
く
、

官
家
苦
難
に
中あ

た
る
」
と
い
う
よ
う
な
詩
で
す
。
訳
し
て
み
ま
す
と
、「
成
人

の
女
性
、
そ
の
身
分
は
織
錦
戸
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
簿
は
県
の
役
所
の
供
進
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
お
頭
が
織
物
の
文
様
の
サ
ン
プ
ル
を
つ
く
っ
て
担
当
の

役
人
に
提
出
し
た
が
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
役
所
で
は
そ
の
文
様
に
ク
レ

ー
ム
が
つ
い
た
と
い
う
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
こ
で
寝
る
間
も
惜
し
ん
で
錦
を

織
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
織
錦
戸
の
女
性
の
苦
労
が
う
た
わ
れ
て
い
る

詩
で
す
。

第
二
の
作
品
は
、
元
稹
の
「
織
婦
詞
」（『
元
氏
長
慶
集
』
巻
二
三
）
と
い
う

詩
で
、
や
は
り
女
工
哀
史
的
な
作
品
で
す
が
、
終
わ
り
の
方
に
作
者
自
身
が
注

を
つ
け
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
「
予
（
私
）
は
、
荊
州
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
、

貢
綾
戸
を
目
撃
し
た
。
年
老
い
る
ま
で
嫁
が
な
い
女
性
が
い
る
」
と
記
し
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
詩
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の

モ
チ
ー
フ
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

第
三
の
作
品
は
、
白
居
易
（
白
楽
天
）
の
「
繚
綾
」（『
白
氏
文
集
』
巻
四
）

と
い
う
詩
で
す
が
、
タ
イ
ト
ル
に
「
女
工
の
労
を
思
う
な
り
」
と
い
う
副
題
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
特
に
注
目
す
べ
き
は
傍
線
を
引
い
た
箇
所
で
、

読
ん
で
み
ま
す
と
「
織
る
者
は
何
人
ぞ
、
衣き

る
者
は
誰
ぞ
。
越
渓
の
寒
女
、
漢

宮
の
姫
。
去
る
年
、
中
使
口
勅
を
宣
べ
、
天
上
よ
り
様
を
取
り
て
人じ
ん

間か
ん

に
織
ら

し
む
」
と
、
白
居
易
は
詠
ん
で
い
ま
す
。
訳
し
て
み
ま
す
と
、「
こ
の
絹
織
物

を
織
る
の
は
誰
で
、
着
る
の
は
誰
か
。
織
る
の
は
越
地
方
の
貧
し
い
家
の
女
性

で
、
着
る
の
は
宮
廷
の
姫
た
ち
で
あ
る
。
去
年
、
宮
中
か
ら
の
使
者
が
勅
を
述

べ
伝
え
て
、
お
上
か
ら
文
様
の
指
定
を
受
け
て
、
民
間
に
織
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
見
え
る
「
中
使
口
勅
を
宣
べ
、
天
上
よ
り

様
を
取
り
て
人
間
に
織
ら
し
む
」
と
い
う
く
だ
り
や
、
王
建
の
「
織
錦
曲
」
の

冒
頭
に
あ
っ
た
「
長
頭
、
様
を
起
こ
し
作
官
に
呈
す
」
な
ど
と
い
っ
た
く
だ
り

は
、
貢
献
制
度
の
実
態
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
唐
の
貢
献
制
と
い
う
の
は
、
地
方
の
役
人
が
、
今
年
は
う
ち
の
管

轄
内
で
こ
の
よ
う
な
良
い
も
の
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
を
皇
帝
陛
下
に
貢
ご
う

と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
貢
献
制
は
、
あ
ら
か

じ
め
そ
の
土
地
の
貢
献
す
る
物
品
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
製
作
し
た
り

採
取
し
た
り
す
る
者
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
彼
ら
は
供
進
簿
の
よ
う
な
戸
籍
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
て
、
専
門
に
そ
れ
ら
を
供
給
す
る
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
、

そ
う
い
う
制
度
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
を
地
方
官
が
代
価
を
出

し
て
購
入
す
る
と
い
う
の
は
、
供
進
簿
の
よ
う
な
人
た
ち
は
一
次
産
業
に
携
わ

り
ま
せ
ん
の
で
、
生
活
費
を
保
証
し
な
け
れ
ば
貢
献
は
続
か
な
い
か
ら
だ
と
思
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わ
れ
ま
す
。

以
上
に
挙
げ
ま
し
た
作
品
は
、
い
ず
れ
も
九
世
紀
の
、
唐
の
詩
の
ジ
ャ
ン
ル

で
い
う
と
中
唐
に
当
た
る
時
代
の
詩
で
す
。
中
唐
と
い
う
時
代
は
、
そ
れ
ま
で

の
定
型
美
に
基
づ
く
作
風
と
違
っ
て
、
詩
人
は
生
々
し
い
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て

自
然
主
義
的
な
作
品
を
謳
う
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
時
期
で
、
そ
れ
が
お

そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
作
品
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
地
方
民
間
に
お
け
る
貢
献
の
在
り
方
を
、
も
う
少
し
別
の
形
態
に
見

て
み
ま
す
。
劉
り
ゆ
う

恂じ
ゆ
んの
『
嶺
表
録
異
』
と
い
う
書
物
の
巻
上
に
は
、「
廉れ
ん

州
の
海

辺
の
島
に
大
き
な
池
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
真
珠
の
池
と
呼
ん
で
お
り
、
毎
年
廉

州
の
刺
史
は
、
真
珠
を
と
る
家
の
人
が
池
に
入
っ
て
、
老
蚌ぼ
う

（
貝
の
名
前
で
す

が
）
を
割
っ
て
真
珠
を
と
る
の
を
監
督
し
て
、
そ
れ
を
都
に
貢
献
し
て
い
る
」

と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、『
太
平
御
覧
』
巻
八
〇
三
に
引
用
さ
れ
た

『
南
州
異
物
志
』
と
い
う
書
物
に
は
、「
合
浦
の
民
は
よ
く
泳
い
で
真
珠
を
と
る
。

子
ど
も
が
十
歳
に
な
る
と
、
潜
っ
て
真
珠
の
と
り
方
を
教
え
る
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
れ
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
は
先
祖
代
々
、
村
を
挙
げ
て
真
珠
を
と
っ
て
い

て
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
地
方
官
に
買
っ
て
も
ら
っ
て
生
活
の
足
し
に
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
の
冒
頭
に
あ
る
「
合
浦
」
と
い
う
の
は
、『
嶺

表
録
異
』
の
廉
州
の
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、『
朝ち

よ
う
や
せ
ん
さ
い

野
僉
載
』
巻
三
に
は
、先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
「
揚
州
の
青
銅
鏡
」

の
話
が
見
え
、「
青
銅
鏡
は
揚
州
の
高
郵
県
と
い
う
県
の
長
官
の
幼
臨
と
い
う

人
が
製
造
さ
せ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
上
述
べ
ま
し
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
唐
の
貢
献
制
と
は
各
地
の

地
方
官
が
民
間
に
製
作
さ
せ
、
ま
た
は
採
取
さ
せ
て
、
そ
れ
を
買
い
上
げ
て
都

に
送
り
、
あ
る
い
は
地
方
官
が
市
場
で
特
産
品
を
購
入
し
て
都
に
送
り
、
こ
う

し
て
長
安
に
中
国
中
か
ら
財
貨
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
貢
献
の
条
文
規
定
に
あ
り
ま
し
た
、
購
入
額
が
五
〇
疋
以

下
と
い
う
金
額
で
す
が
、
こ
れ
を
税
の
調
で
い
い
ま
す
と
、
唐
の
調
は
絹
類
な

ら
ば
一
人
に
つ
き
二
分
の
一
疋
で
す
か
ら
、
五
〇
疋
と
い
え
ば
一
〇
〇
人
分
の

調
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
州
を
単
位
に
し
て
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
貢
献
し
な
さ
い
と

い
う
の
だ
と
す
る
と
、
金
額
が
低
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
し
、
一
人
か
ら
買
い
上

げ
る
に
は
高
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
こ
の
上
限
五
〇
疋
が
何
を
単
位
と

し
た
規
定
な
の
か
と
い
う
の
は
、
実
は
残
念
な
が
ら
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

今
ま
で
、
貢
献
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
財
貨
を
中
央
に
集
中
さ
せ
る
方

法
を
見
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
方
で
外
交
に
使
わ
れ
る
高
級
絹
織
物
や
金
銀
工

芸
品
と
い
う
も
の
は
、
都
か
ど
こ
か
の
官
営
工
房
で
造
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
考
え
方
も
、
当
然
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
最
後
に
官
営
工
房
に

お
け
る
製
作
を
簡
単
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
、
二
枚
の
銀
盤
の
写
真
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
中
央
に

金
の
鍍
金
で
動
物
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
て
、
右
の
写
真
は
正
倉
院
の
南
倉

に
所
蔵
さ
れ
る
「
金
銀
花
盤
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
と
極
め
て
類
似

し
た
銀
盤
が
、
中
国
の
西
安
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
左
の
写
真
で
す
。
ま
た
、

右
の
正
倉
院
の
も
の
に
は
、
先
の
と
が
っ
た
彫
刻
刀
の
よ
う
な
も
の
で
傷
つ
け

る
蹴け

彫ぼ

り
で
「
字
字
号
二
尺
盤
一
面
」
と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
陝
西
省

の
西
安
の
郊
外
で
出
土
し
た
銀
の
お
わ
ん
に
も
同
じ
「
字
字
号
」
と
い
う
銘
が

彫
ら
れ
た
も
の
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
「
字
字
号
」
と
い
う
の
は
、
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官
営
工
房
の
名
称
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

背
景
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
正
倉
院
の
「
金
銀
花
盤
」
は
中
国
か
ら
の
渡
来

品
と
さ
れ
る
物
品
で
す
。

と
し
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
製
品
は
貢
献
制
度
で
地
方
か
ら
長
安
に
も
た
ら

さ
れ
た
と
見
る
よ
り
は
、
官
営
工
房
で
製
作
さ
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
の

よ
う
に
思
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
唐
の
長
安
城
の
皇
城
（
皇
城
と
い
う
の
は
宮

城
の
南
に
あ
る
官
庁
街
で
す
が
）、
そ
の
皇
城
の
見
取
り
図
を
掲
載
い
た
し
ま

し
た
（
次
頁
参
照
）。
こ
の
図
を
見
ま
す
と
、
南
の
城
壁
の
中
央
に
朱
雀
門
と

い
う
門
が
あ
り
、
こ
の
朱
雀
門
を
入
り
ま
し
て
す
ぐ
左
側
に
、
今
日
で
い
う
外

務
省
に
当
た
る
鴻
臚
寺
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
左
に
鴻
臚
客
館
と
い
う
迎
賓

館
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
遣
唐
使
は
こ
こ
に
滞
在
し
た
の
で
す
。

皇
城
の
東
南
隅
に
は
太
廟
が
あ
っ
て
、
そ
の
す
ぐ
北
に
少
府
監
と
い
う
部
署

が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
が
王
朝
の
工
芸
品
製
作
を
管
理
す
る
部
署
で
、
官
営
工

房
そ
の
も
の
が
こ
こ
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ

が
製
作
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
少
府
監
の
ス
ペ
ー
ス
は
南
北
が

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
官
営
工
房
も
こ
の
中
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
も
見
ま
し
た
『
大
唐
六
典
』
の
巻
二
二
、
少
府
監
の
条
に
は
、
銅
や

鉄
、器
物
の
鋳
造
を
管
理
す
る
と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
し
、『
新
唐
書
』

百
官
志
を
見
ま
す
と
、少
府
監
の
下
の
役
人
の
中
に
「
綾
錦
坊
巧
児
三
六
五
人
」

で
す
と
か
、「
内
作
使
綾
匠
八
三
人
」「
掖
庭
綾
匠
一
五
〇
人
」
の
よ
う
な
数
字

が
見
え
ま
す
。
掖
庭
綾
匠
と
い
い
ま
す
の
は
、
女
官
の
い
る
掖
庭
宮
の
女
性
の

た
め
の
綾
織
物
を
織
る
職
人
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
官
製
の
金
銀
製
品
や
絹
織
物
工
芸
は
、
長
安
城
の
少
府
監
に

金銀花盤（正倉院南倉）
径61.5cm　8世紀　銀製鍛造

中国陝西省西安市
八府庄出土、金銀盤
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唐長安城の宮城・皇城図
（妹尾達彦『長安の都市計画』、講談社、2001年）
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よ
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
今
度
は
『
太
平
広
記
』
巻

二
五
七
に
収
め
ら
れ
た
「
織
錦
人
」
と
い
う
散
文
の
小
説
作
品
に
見
て
み
ま
す
。

短
い
作
品
で
す
の
で
、
ざ
っ
と
意
味
を
と
っ
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。唐

の
盧
氏
の
家
の
も
の
が
、
第
に
中
た
ら
ず
（
つ
ま
り
科
挙
の
試
験
に
合

格
し
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
す
が
）、
彼
は
お
そ
ら
く
が
っ
か
り
し
て

歩
い
て
都
の
城
門
の
東
ま
で
行
き
ま
し
た
。
そ
の
日
は
風
が
冷
た
く
て
、

そ
こ
で
彼
は
旅
館
に
身
を
投
じ
た
と
こ
ろ
、
続
い
て
入
っ
て
く
る
者
が
い

ま
し
た
。
二
人
で
し
ば
ら
く
火
に
当
た
っ
て
い
る
と
、
そ
の
人
が
突
然
詩

を
吟
じ
た
と
い
う
。
そ
の
詩
は
「
錦
や
綾
を
織
る
修
行
を
し
て
き
た
け
れ

ど
も
、
大
し
た
技
術
で
は
な
い
。
梭
を
何
度
も
投
じ
て
織
っ
て
き
た
け
れ

ど
も
、
私
に
政
府
の
錦
を
織
る
家
の
者
に
会
え
な
ど
と
教
え
て
く
れ
る
な
。

私
の
織
る
文
様
な
ど
は
彼
ら
を
笑
わ
せ
る
だ
け
だ
」
と
つ
ぶ
や
い
た
と
い

う
の
で
す
。
ま
た
、「
今
の
時
代
は
文
様
の
こ
と
は
重
視
し
な
い
。
自
分

の
織
物
の
文
様
を
人
に
自
慢
す
る
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
」
と

も
つ
ぶ
や
い
た
。
盧
氏
は
大
変
驚
き
ま
し
て
、
そ
れ
は
白
居
易
の
詩
を
踏

ま
え
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
で
名
前
を
聞
い
て
み

る
と
、
そ
の
人
は
、「
私
は
姓
を
李
と
い
っ
て
代
々
綾
・
絹
・
錦
を
織
っ

て
き
た
職
人
。
離
乱
の
前
は（
安
史
の
乱
の
前
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
）、

そ
の
こ
ろ
は
洛
陽
の
官
錦
坊
の
織
宮
錦
巧
児
と
い
う
職
人
で
し
た
。
私
の

拙
い
芸
で
も
っ
て
長
安
の
組
合
に
身
を
投
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
け
ど
も
、

み
ん
な
今
の
文
様
は
昔
と
違
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
お
ま
え
な
ん
か
誰
が

雇
う
も
の
か
と
い
っ
て
笑
わ
れ
た
」
と
、
そ
う
言
っ
た
と
い
う
。
そ
の
人

は
東
の
ほ
う
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

た
だ
こ
れ
だ
け
の
作
品
な
の
で
す
が
、
こ
れ
で
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思

い
ま
す
。
唐
代
の
長
安
や
洛
陽
な
ど
の
都
城
に
は
、
官
営
工
房
と
そ
こ
で
働
く

職
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
は
、
彼
ら
職
人
が
作
品
を
製
作
す
る
際
に
、
そ
の
原
料
は
ど
の
よ
う

に
調
達
す
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
も
う
一
度
唐
の
皇
城
の
見
取
り
図
を
見
ま

す
と
、
少
府
監
の
隣
に
、
同
じ
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
「
左
蔵
外
庫
院
」
と
い
う
も
の

が
見
て
と
れ
ま
す
。
こ
の
左
蔵
と
い
う
の
は
庸
や
調
の
税
物
を
管
理
す
る
蔵
で
、

外
庫
院
は
い
わ
ば
そ
の
出
先
倉
庫
で
す
。
こ
の
左
蔵
外
庫
院
が
少
府
監
と
同
じ

ブ
ロ
ッ
ク
に
あ
る
の
は
、
決
し
て
偶
然
の
は
ず
は
な
く
て
、
生
糸
な
ど
の
庸
や

調
の
も
の
の
う
ち
原
料
と
し
て
使
う
も
の
は
、
こ
の
外
庫
院
に
入
れ
ら
れ
、
少

府
監
は
そ
れ
を
用
い
て
作
品
を
製
作
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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＊
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
ま
す
。長
安
の
蔵
に
は「
左
蔵
庫
」

と
「
右
蔵
庫
」
と
さ
ら
に
は
皇
帝
の
直
属
の
蔵
で
あ
る
「
内
蔵
庫
」
の
、
合
計

三
つ
の
蔵
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
地
方
か
ら
庸
や
調
の
税
物
で
徴
収
さ
れ

た
財
貨
は
左
蔵
庫
に
入
り
、
貢
献
で
納
め
ら
れ
た
財
貨
は
右
蔵
庫
に
入
れ
ら
れ

ま
し
た
。
外
国
使
節
が
も
た
ら
し
た
国
信
物
も
貢
献
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
の
で

右
蔵
庫
に
入
り
ま
し
た
。
右
蔵
庫
に
入
れ
ら
れ
た
貢
献
品
の
う
ち
、
皇
帝
の
賜

り
物
と
し
て
使
用
す
る
に
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
製
品
は
内
蔵
庫
に
移
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
左
蔵
庫
の
も
の
の
う
ち
、
官
営
工
房
の
原
料
に
使
用
さ
れ
る
も
の
は
外

庫
院
を
経
て
少
府
監
に
移
さ
れ
て
製
品
化
さ
れ
、
そ
れ
も
内
蔵
庫
に
収
め
ら
れ
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ま
す
。
そ
し
て
、
内
蔵
庫
か
ら
外
国
元
首
へ
の
国
信
物
や
使
節
へ
の
賜
い
物
な

ど
が
出
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
物
品
が
動
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
わ
け
で

す
。し

た
が
い
ま
し
て
、
我
が
国
の
遣
唐
使
が
持
っ
て
い
っ
た
国
信
物
が
内
蔵
庫

に
移
さ
れ
て
、
そ
れ
が
別
の
国
へ
の
国
信
に
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
理
屈

上
は
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。
日
本
が
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
持
っ
て
い
っ
た
か
ど

う
か
は
別
問
題
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
か
ら
、
ま
た
そ
の
逆
も
あ
り
得
る
わ
け

で
す
。
あ
る
い
は
、
現
在
正
倉
院
や
法
隆
寺
な
ど
に
保
存
さ
れ
て
い
る
錦
織
物

が
、
も
と
は
と
い
え
ば
、
越
州
な
ど
の
貧
し
い
女
性
が
織
っ
て
貢
献
し
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
物
品
の

移
動
方
式
が
、
唐
の
中
ご
ろ
に
完
成
し
た
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
唐
の
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
み
た
い
に
、
中

国
各
地
に
節
度
使
が
割
拠
し
て
き
て
、
地
方
か
ら
の
贈
り
物
も
「
進
奉
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
節
度
使
か
ら
皇
帝
に
贈
ら
れ
る
形
を
と
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
や
が
て
、そ
れ
が
次
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、民
間
商
人
が
外
国
に
行
っ
て
、

外
国
と
商
取
引
を
や
る
際
に
、
相
手
の
権
力
者
に
そ
の
許
し
を
得
る
た
め
に
差

し
出
す
も
の
と
し
て
、「
進
奉
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
例
え

ば
、『
本
朝
文も

ん

粋ず
い

』
巻
七
に
収
め
ら
れ
た
五
代
十
国
時
代
の
呉
越
と
い
う
国
に

対
し
て
日
本
が
あ
て
た
国
書
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
な
ど
は
外
国
の
使
節
で
は
な

く
、
こ
の
呉
越
か
ら
来
た
商
人
が
運
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
も
は
や

そ
の
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
申
し
ま
し
た
シ
ス
テ
ム
が
、
お
そ
ら
く
は
や
が
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
商
業
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
て
、
物
が
大
き
く
動
き
出
し
て
、
イ

ブ
ン
・
バ
ト
ゥ
ー
タ
の
よ
う
な
時
代
を
用
意
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
後

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
大
航
海
時
代
を
、
特
に
ア
ジ
ア
進
出
後
の
列
強
の
交
易

を
準
備
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ス
タ
ー
ト
の

形
と
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、

今
日
の
私
の
話
の
試
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


