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唐

の

長

安

城

わ

､
｣

と

L′

平
､

岡

■武

夫

..＼

一
'
停
大
な
都
田
計
劃

二
'
住
む
人
々

三
､
待
路

帝

･
沙
埠

･
石
柱

四
'
出
動
時
間

ず
れ
も
.1
0
0
歩
で
あ
も
｡
東
西
の
十
四
健
の
う
ち
'
北
か
ら
第

一
と

第
二
と
第
四
の
三
傑
は
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
歩
'
第
三
保
は

1.
〇
〇
歩
｢､
第

五
倍
以
下
の
十
傑
は
い
ず
れ
も
四
七
歩
で
あ
る
P

ー

偉
大
な
都
市
計
劃

.

衛
か
長
安
城
の
圏
を
描
い
･雪

私
は
そ
の
あ
ま
町
に
も
大
き
い
て
U
.

と
'
そ
の
あ
ま
り
に
も
垂
ケ
て
S
る
こ
と
JJ
に
､
驚
い
た
｡

①

『
長
安
志
』
の
記
述
に
ょ
る
と
へ
姦

郭
め
大
き
さ
は
､
東
西
が
J
<

里

二

五
歩
･ー
南
北
が
一
五
里

一
七
五
歩
で
あ
る
.
こ
の
城
郭
の
内
isl

ヽ

に
'
東
西
に
十
四
保
つ
南
北
に
十

一
俵
の
街
路
が
通
っ
て
'
そ
こ
に
整

然
た
る
置
劃
'
す
な
わ
ち
､
宮
城
と
皇
城
と
'
二
つ
の
市
場
と
'
百
十

の
坊
里
と
を
'
現
出
し
て
い
る
.
街
路
の
幅
は
､
南
北
の
十

一
僕
は
5
･

長
安
志
は
'
采
の
采
敏
求

二

〇
7
九
-
七
九
)
が
絹
基
し
た
'
長
安

I

の
歴
代
の
地
誌
の
書
物
で
あ
る
｡
′
整
寧
九
年

(
1
0
七
大
)
の
序
文
か
あ

る
｡
博
代
に
閲
す
か
部
分
按
､
唐
の
葦
越
の

『
南
京
新
記
』
定

も
JJ
す

S
て
い
る
.
茸
蓮
は
唐
の
開
元
年
間
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
歴
史
家
玖

昔
の
中
国
人
は
'
現
代
の
人
た
ち
と
彊
っ
て
'
数
字
に
ょ
る
表
現
で

自
己
満
足
す
る
人
た
ち
で
は
な
か
つ
た
か
ら
､
彼
ら
の
数
字
は
'往
々
､

お
ろ
そ
か
で
あ
る
｡
長
安
志
の
数
字
も
'
彼
が
記
す
ま

1
に
街
路
と
坊

I

里
と
め
虞
さ
を
統
計
す
る
と
､
束
西
が
六
六
〇
〇
歩
'
南
北
が
五
八
〇

l
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○
歩
に
な
る
｡右
に
あ
げ
た

1
八
里

二

五
歩
は
六
五
九
五
歩
で
あ
り
､

1
五
里

1
七
五
歩
は
五
五
七
五
歩
で
あ
る
｡
束
西
に
お
tS
て
五
歩
'
南

北
に
お
い
て
二
二
五
歩
の
誤
差
が
出
て
-
る
｡
前
者
は
殆
ん
ど
問
題
に

な
ら
な
い
が
'
後
者
の
誤
差
は
大
き
い
｡
足
立
菩
六
氏
は
'
長
安
志
が

南
北
の
幅
新
二
二
五
〇
歩
と
記
す
九
つ
の
坊
を
-
二
三

五
歩
の
誤
と
鬼
て
､

⑧

こ
れ
を
修
正
し
ょ
う
と
す
る
O

足
立
氏
の
こ
の

試
み
は
'
単
に
机
上
の

計
算
に
よ
る
む
の
.で
は
な
工
.
長
安
に
在
住
す
る
間
の
賢
調
の
結
果
に

も
と
す
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡足
立
氏
の
計
算
と
測
量
に
従
う
鬼
ら
ば
､

長
安
志
の
数
字
は
'
正
確
な
数
字
で
あ
渇
こ
ど
が
わ
か
や
｡
足
立
氏
の

労
作
は
ま
こ
と
に
尊
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
た
ゞ
足
立
氏
按
摩
の
1
尺

を
現
在
の
か
ね
尺
.の
一
尺
と
し
て
お
ら
れ
る
.
こ
れ
は
'
私
た
ち
が
用

い
る
〇
･
九
七
尺
に
比
べ
て
'

∵
0
0
分
の
三
の
誤
差
を
持
つ
｡
唐
の

長
安
の
遺
跡
は
本
格
的
に
調
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
日
の
来
る

ま
で
､
私
は
'
長
安
志
の
数
字
に
堆
つ
聖
お
き
食
い
.
そ
し
て
?
里
を

二
二
ハ
○
歩
へ

1
歩
を
五
尺
へ

一
尺
を
か
ね
尺
の
〇
･
九
七
尺
と
し
て
'

⑧

計
算
し
て
ゆ
-
｡

1
里
は
約
五
二
九
メ
ー
ト
ル
に
写
る
｡

_

長
安
城
の
大
き
さ
を
､
私
た
ち
の
感
覚
に
合
わ
せ
て
い
う
と
'
束
酉

･は
九

･
六
九

1
キ
.a
.
南
北
は
八
,･
1
九
二
キ
ロ
に
な
る
.
周
陶
は
三

五
･
七
六
六
キ
ロ
メ
ト
ト
･ル
で
あ
る
｡
ま
こ
よ
に
玉
大
な
城
郭

で
あ

る
｡
私
た
ち
の
住
む
京
都
の
市
電
の
鳥
丸
車
庫
か
ら
京
都
隈
ま
で
'
TJ

の
南
北
南
端
の
番
線
按
三

･
七
七
チ
p
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
｡
昔
の
平
安

京
の
規
模
は
､
面
積
に
し
て
四
分
の
｣
で
し
か
な
い
｡

こ
と
に
す
ぼ
ら
し
い
の
は
'
街
路
の
虞
さ
で
あ
る
｡
南
北
に
走
る
十

一
保
紘

一
四
七
メ
ー
ト
ル
の
幅
員
を
も
つ
.
そ
れ
に
交
叉
す
る
束
西
の

街
路
は
､

1
円
七
オ
ー
,ト
ル
が

一
つ
.
.

八
八
メ
ー
ト
ル
が
三
つ
､
六
九

メ
ー
ト
ル
が
+.一
〇
で
あ
る
O
こ
れ
が
城
壁
か
ら
城
壁
ま
で
､
.九

･
七
キ

ロ
ま
た
.按
七

･
二
キ
ロ
メ
ト
ト
ル
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
,
ま
っ
す
ぐ
に

一
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
現
在
の
慨
界
に
お
け
h
'最
大
の
幅
を
も
つ
街

路
は
'

1二

-
ヨ
ー
ク
の
第
五
ア
ヴ

エ'
三

で
あ
り
'
そ
の
虞
さ
は

7

0
0
フ
ィ
ー
ト
t
.そ
れ
に
交
叉
す
る
ス
ト
>
-
ト
は
六
〇
フ
ィ
ー
ト
と

開
-
｡
ま
た
､
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
の
街
路
娃
'
こ
れ
の
年
分
な
S
L
三

分
の
7
し
か
な
S
と
も
聞
-
｡
二

O
O
フ
ィ
ー
ト
堅

二
〇
メ
ー
ト
ル
で

し
か
な
い
.

さ
ら
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
ば
'
街
路
の
南
側
の
傑
件
で
あ
る
｡
一二

-
ヨ
ー
ク
の
街
路
の
両
側
は
ま
ち
ま
ち
の
高

屠
建

築

物
が
列
ん
で
い

3.8
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る
｡
そ
の
高
さ
に
比
べ

る
JJ
'
街
路
の
幅
は
何
JJ

分
の
一
で
し
か
な
S
｡

谷
底
の
感
じ
が
す
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
｡
唐
の
長

安
城
の
様
子
は
､
こ
れ

と
仝
-
異
る
｡
南
北
の
′

メ

十

一
保
つ
束
西
の
十
四

保
が
置
切
り
出
す
坊
里

は
､
周
囲
に
檎
壁
を
め

&

ぐ
ら
し
へ
原
則
と
し
て

各
適
の
中
央
に
門
を
開

け
て
い
る
｡
白
楽
天
は

観
音
盛
か
ら
城
内
を
望

ん
で
､
百
千
の
民
家
は

碁
盤
に
似
､
十
二
の
街

路
は
畑
の
畦
の
よ
う
だ

と
歌
っ
て
い
る
O
す
な

わ
ち
'
街
路
の
南
側
に
は
､
門
を
持
っ
た
措
壁
が
整
然
と

一
定
の
間
隔

を
お
S
て
な
ち
ん
で
い
る
｡
こ
の
坊
里
の
謄
壁
の
高

さ
は
'
私
に
は
ま

だ
わ
か
ら
な
S
｡
長
安
城
の
,外
郭
の
城
壁
の
高
さ
は
唐
尺
q
一
丈
八
尺
'

す
な
わ
ち
,
約
五

･
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
･.
白
楽
天
の
･r
和
暁
望
｣
詩

に
ょ
も
と
､
こ
の
城
壁
は
昧
闇
の
中
で
断
崖
の
よ
う
.に
き
わ
立
っ
て
見

ぇ
た
の
で
あ
驚

し
て
み
る
と
.
坊
里
の
踏
壁
の
高
さ
は
そ
れ
よ
イ-
揺

る
か
に
低
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
中
細
の
都
市
の
外
郭
城
は
､
常

に
内
部
の
､民
家
よ
.少
は
計
か
覧
偽
-
築
か
れ
て
い
る
｡
暦
の
長
安
の
坊

.

里
の
緒
艶
の
高
さ
室

二
メ
ー
ト
ル
と
候
定
す
る
こ
と
ば
つ
な
空
向
き
に

失
す
る
と
む
.
低
き
に
失
す
る
こ
と
は
な
i
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
僻

に
三
メ
ー
ト
ル
と
し
て
も
つ
標
準
的
な

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
街
路
は
そ

れ
の
三
三
倍
を
越
え
る
.
も
っ
と
も
狭
い
六
九
メ
-
･1
ル
の
街
路
も
二

三
倍
に
達
す
る
｡
も
と
も
と
贋
い
街
路
は
､
5
よ
い
iJ
虞
-
見
え
る
｡

こ
れ
が

一
〇
キ
ロ
ま
た
は
八
キ
ロ
の
長
S
距
離
を
'
ま
っ
す
ぐ
に
大
川

の
流
れ
る
よ
う
に
'
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く

′
こ
れ
按
人

類
が
持
っ
た
貴
も
大
き
-
し
て
最
も
整
え
ら
れ
夜
街
路
で
あ
ろ
う
.

89

こ
′の
よ
う
な
偉
大
な
城
郭
と
街
路
は
'

1
鰻
'
何
の
必
要
か
ら
設
計
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さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

長
安
志
は
'
靖
菩
坊

(附
固
Fi.9
)
の
保
に
､
こ
1
よ
=
,南
寄
-
の
四

十
坊
に
は
邸
宅
が
な
-
二

面
の
畑
で
あ
-
'
舞
ま
に
家
が
あ
つ
て
も
､

孤
立
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
.
徐
冷
は
､

『
衛
南
京
城
坊
考
』

の
昇
道
坊

(附
固
J
9
)
の
保
に
､
こ
1
に
張
庚
が
住
ん
で
い
た
が
へ
そ

の
南
は
基
地
で
あ
っ
て
'
住
む
人
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
.
長
安
志
'
唐
南
京
城
坊
老
'
そ
の
校
補
記
の
三
つ
の
苔
物
に
お

S
て
も
'
こ
れ
ら
四
十
坊
に
は
き
わ
立
っ
て
記
録
が
少
い
｡
わ
ず
か
に

あ
る
も
の
も
t
.寺
や
廟
や
革
や
園
の
鞠
で
あ
る
.

東
西
九
六
九

1
メ
ー
ト
ル
.
南
北
八

一
四
二
メ
ー
ト
ル
の
長

安

城

の

中
か
ら
'
宮
城
と
亀
城
を
合
せ
て
'
寮
酋
二
八

一
凹
メ
ー
ト
ル

に

嵐
北

三
二
四
八
メ
ー
ト
ル
の
面
積
を
除
い
女
穣
-
が
'
市
民
の
た
め
の
地
域

で
あ
る
｡

(商
内
の
こ
と
は
t
L
ば
ら
-
'
論
外
に
置
-
)
こ
の
地
域

の
面
積
か
ら
計
る
と
'
南
の
四
十
坊
の
面
積
は
'
賢
に
全
髄
の
三
割
に
-

及
ぶ
｡
換
音
す
れ
ば
'
長
安
城
の
南
北
の
線
は
'
現
賢
に
住
む
人
口
の

必
要
と
は
別
の
'
非
賢
用
主
義
的
な
理
由
に
む
と
ず
.S
て
引
か
れ
て
S

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
街
路
の
大
き
さ
に
お
い
て
'
特
に
は
な

は
だ
し
い
｡
飛
行
横
の
後
者
も
か
-
'
自
動
草
の
洪
水
も
な
い
｡
交
通

機
関
は
馬
と
革
で
あ
る
｡
人

口
も
有
高
程
度
の
都
市
で
あ
る
.
こ
れ
ら

の
交
通
量
や
交
通
検
閲
と
.
.こ
の
街
路
の
大
き
さ
と
は
｣
関
係
の
な
5

こ
と
で
あ
る
｡

彼
む
の
俸
続
的
な
世
界
観
-
天
下
的
世
外
観
1
に
お
S
て
,
王
者
の
･

S
る
都
は
'
翠
に
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
の
た
め
の
都

市

で
あ

る
よ
甥

も
'
む
し
ろ

｢
天
下
｣
の
た
め
の
主
都
で
か
つ
た
.
彼
ら
は
,
王
都
は

｢
土
中
｣
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
.

｢
土
中
｣
は
大
地

の
中
央
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
は
'
領
土
ま
た
は
主

樺
の
上
に
閲
家
を
見
る
近
代
人
の
考
え
方
と
仝
-
相
違
す
る
.
彼

ら
は

文
化
の
上
に
世
界
を
見
る
の
で
あ
る
｡
王
都
が
天
下
の
中
央
に
あ

る
と

i
.う
こ
と
は
'
王
都
が
文
化
の
中
心
ま
た
は
焦
鮎
に
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
｡
王
都
の
文
化
の
及
ぶ
範
囲
が
天
下
で
あ
る
｡
周
連
は
'
王
都
か

ら
の
距
離
に
反
比
例
し
て
'
文
化
の
程
度
を
稀
薄
に
t
て
ゆ
で
け
れ
ど

ち
.
｣
′っ
の
文
化
圏
内
に
あ
る
.
王
都
の
文
化
が
高
け
れ
ば
'
そ
れ
だ

ノす

け
及
ぶ
範
囲
が
虞
-
な
-
､
全
面
的
に
調
和
と
秩
序
を
保
つ
こ
と
が
で
か

き
る
｡
文
化
が
低
け
れ
ば
'
事
情
は
こ
れ
に
反
す
右
｡
天
下
の
調
和
と

天
の
命
が
草
i
6
る
.

ノ04′【
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こ
の
よ
う
な
王
都
観
が
'
も

つ
JJ
も
昂
揚
す
る
の
は
'
分
裂
し
て
い

た
世
界
を
大
き
-
統

一
し
て
'
天
下
的
世
界
観
を
復
興
し
た
時
期
で
あ

る
｡
春
秋

･
戦
闘
の
後
の
漢
王
朝
'
六
朝
の
後
の
唐
王
朝
は
'
典
型
的

に
そ
の
時
期
を
代
表
す
る
｡
長
安
城
は
彼
ら
の
俸
続
的
な
世
界
観
の
唐

に
お
け
る
顕
現
の
も
つ
､と
庵
大
き
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
｡
こ
の
王
都

の
観
念
の
も
と
に
､
天
下
の
最
高
の
文
化
,
天
下
の
調
和
と
秩
序
と
計

象
徴
す
る
も
の
と
し
て
､
長
安
財
は
設
計
さ
れ
'
築
造
さ
れ
'
維
持
さ

れ
た
の
で
あ
る
｡
彼
か
の
生
き
て
い
る
理
念
に
照
ら
し
て
｣
城
郭
も
街

路
も
決
し
て
大
き
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

長
安
城
の
設
計
の
数
字
に
つ
S
て
､
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
｡

宮
城

(披
庭
宮
と
太
極
宮
と
東
宮
)
と
皇
城
と
は
'
と
も
に
'
東
西
五
里

二

五
歩
で
あ
も
｡
こ
の
左
右
に
六
里
年
ず
つ
.
合
せ
て
ち
よ
う

ど
十

三
里
む
加
え
る
こ
と
に
ょ
つ
て
､
長
安
城
の
束
西
の
仝
個
.一
八
里

二

五
歩
の
線
が
引
か
れ
る
.
｡

そ
し
て
'
こ
の
二
つ
の
数
値
'
五
里

一
一
五

歩
と
六
里

一
八

〇
歩
と
.の
比
率
は
､

1､封

一
･
二
二
Jで
あ
る
.

長
安
城
の
南
北
の
線
の
う
ち
'
そ
の
三
分
の
一
近
-
は
非
算
用
主
義

的
な
心
か
ら
引
か
れ
て
S
る
こ
と
宅

蕗
は
す
で
に
述
べ
た
.
と
こ
ろ

で
'
東
西
の
1
八
里

二

五
歩
と
南
北
の
一
五
里

一
七
五
歩
七
の
比
率

は
､

l
･
一
八
封

一
で
あ
る
｡
南
北
に
つ
ら
な
る
宮
城
と
亀
城
と
の
場

合
'
束
西
の
五
里
こ
一
五
歩
に
封
す
る
南
北
の
長
さ
の
合
計
六
里
五

〇

歩
と
の
比
率
は

｢
封

一
二

五
で
あ
る
｡
長
安
城
の
そ
れ
の
比
率
と
非

常
に
近
い
･｡

1
･
1
五
'

一
･
一
八
'

二二

二
､
こ
れ
ら
の
比
率
の

値
は
'
唐
人
の
目
に
黄
金
分
割
と
し
て
う
つ
を
快
い
融

合
で
は
な
か
っ

た
の
か
.
そ
し
て
､宣

の
比
率
は
'
彼
ら
に
お
い
て
非
常
な
敬
達
を
し

た
稽
書
の
文
字
の
'
あ
の
す
ぐ
れ
た
蓉
術
備
品
で
あ
渇
文
字
の
'
形
鰻

の
構
成
に
も
見
出
さ
れ
る
標
準
で
は
な
い
の
か
｡

二

住

む

人

々

長
安
城
内
に
､
ど
の
よ
う
な
階
級
ま
た
は
職
業
の
人
.が
'
ど
れ
ほ
ど

の
数
に
お
い
て
住
ん
で
い
た
か
｡
.こ
れ
は
非
常
に
監

襲
な
問

題
で
あ

る
｡
長
安
の
文
化
も
経
済
も
社
食
も
､
こ
の
間
題
と
無
関
係
に
考
察
さ

れ
て
い
て
は
､
甚
だ
し
Å
具
鰻
性
を
映
-
｡
し
か
し
､
こ
の
方
面
の
賓

軌

は
極
め
て
乏
し
S
る

唐

朝
三
百
年
の
歴
史

に
も
激
し
い
推

移
が
あ

る
.
確
賓
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
'
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
.
と

は
い
う
も
の
の
｣
す
で
に
唐
の
長
安
と
い
う

1
つ
の
概
念
が
寛
揮
史
撃

に
成
立
し
て
S
る
か
ら
に
は
､
そ
れ
に
相
癒
し
て
'
長
安
の
人
打
に

つ
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い
て
も
'

一
つ
の
概
念
が
成
立
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
.
た
と
え
確

定
的
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
'
今
嫁
今
な
り
打
つ

一
つ
の
見
雷
を

つ
け
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
'
唐
代
の
歴
史
を
現
賢
に
考
え
て
行
-
こ

と
は
で
き
な
S
は
ず
で
あ
る
'.
も
と
も
と
､
こ
の
一
篇
ば
'
某
年
某
月

某

日
の
長
安
の
事

賢
を
述
べ
る
た
れ
に
筆
を
執
っ
て
い
る
の
で
掛
な

So

一
つ
の
見
常
を
つ
け
て
み
よ
う
｡

一

こ
の
人
口
の
問
題
に
つ
い
て
'
畏
友
外
山
軍
治
君
が
酒
腹
な
筆
で
論

㊨

じ
た
こ
と
が
あ
る
｡

韓
退
之
の
貞
元
十
九
年
の
作
品

｢
諭
今
年
樺
停
拳

選
状
｣
の
串

の
文
句

｢
今
京
師
之
人
｡
不
膏
育
苗
｣
を
と
り
出
し
て
､

長
安
の
人
口
を
計
寓
と
見
て
い
る
.
百
常
設
は
'
石
田
幹
之
助
先
生
が

『
長
安
汲
古
』
に
す
で
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
た
ゞ
石

田
先
生
の
数
字
は
'
想
定
で
あ
る
の
に
封
し
て
へ
外
山
君
は
唐
代
の
人

の
文
章
の
中
か
ら

｢
百
甫
｣
と
S
う
数
字
を
見
つ
け
て
来
た
こ

と
に
'

-お
得
意
さ
が
あ
る
｡
し
か
し
'
同
時
に
､
外
山
君
は
｣
こ
の
数
字
が
文

聾
者
の
文
撃
的
表
現
で
あ
っ
て
､
現
賢
か
ら
浮
い
て
い
る
か
も
し
れ
な

S
･不
安
の
た
め
に
二
言
葉
を
費
し
て
い
る
｡
こ
の
懸
念
は
も
つ
と
も
な

と
と
で
あ
る
｡
韓
退
之
は
'
貞
元
二
年
の
作
品
と
言
わ
れ
て
い
る

｢
出

門
｣
の
詩
に
も
'

｢
長
安
百
商
家
｡
出
門
無
断
之
｣
と
'
共
に
語
る
ベ

き
人
の
な
い
悲
し
み
を
歌
う
て
い
る
｡
ま
た
元
微
之
の

｢
遣
興
｣
十
首

の
第
二
首
に
も
'

｢
城
中
官
商
家
｡
寛
哀
経
緯
管
｣
と
'
う
き
世
の
か

･な
し
み
を
路
.,(
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
用
例
の
あ
る
こ
と
は
､

｢
有
高
｣

ゐ
客
観
性
を
澄
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
が
､
同
時
に
'.
そ
れ
が
詩
語
せ

し
て
安
定
し
て
S
ゑ
告
妾
'
そ
れ
だ
け
に
詩
に
容
易
に
使
わ
れ
る
言
葉

で
あ
る
こ
と
に
も
な
る
｡
し
か
し
'
私
も
外
山
君
の
首
常
設
に
賛
披
す

る
も
の
で
あ
る
｡
何
ら
か
の
裏
付
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

-

長
安
城
内
に
､.
ど
れ
だ
け
の
戸
数
が
あ
つ
た
の
ふ
｡
長
安
志
に
よ
る

と
､
朱
雀
門
衛
よ
-
西
の
長
安
願
管
轄
の
部
分
が
四
甫
戸
で
あ
且

そ

れ
は
､
束
の
高
年
願
管
轄
の
そ
れ
よ
り
紅
多
か
っ
た
の
で
あ
tK
a.
合
せ

て
八
甫
戸
よ
-
は
少
い
が
'
し
か
し
'
そ
れ
よ
り
そ
う
は
隔
た
ら
ぬ
鴇

の
と
見
て
よ
か
み
う
｡

こ
の
一
戸
常
-
の
人
数
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
｡
外
山
君
は
五
人

】

強
と
し
て
計
算
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
常
識
的
な
数
字
で
は
あ
る
0
し
か

し
'
唱
安
に
お
け
る
人
口
が
'
こ
と
に
妖
婦
を
も
入
れ
て
数
え
る
時
'

1
戸
雷
-
五
人
強
と
見
る
の
は
'
ど
う
で
あ
ろ
う
か
.
外
山
君
が
引
-

韓
退
之
の
文
に
は

｢
十
日
の
家
｣
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
.
し

- 42-
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か
も
t
.こ

の
数
字
が

1
戸
常
抄
の
人
数
の
少
い
場
合
･'
少
-
も
平
均
以

上
に
は
絶
封
に
牡
な
い
場
合
の
こ
JJ
JJ
し
て
使
わ
れ
て
S
る
こ
と
は
'

文
章
の
前
後
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
｡
す
で
に
韓
退
之
の

｢
百
筒
｣
の
数

字
を
採
用
す
る
か
ら
に
は
'
固

1
人
の
同

一
文
章
の
中
の

｢
十
口
｣
の

数
字
を
も
採
用
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
戸
数
を
八
高
藤
'

1
戸
の

人
口
を
十
人
強
と
す
る
な
ら
ば
'
そ
の
仝
鰻
は
八
十
寓
に
前
後
す
る
住

氏
-
庶
民
と
官
吏
と
そ
の
関
係
者
1
の
数
が
か
ぞ
え
ら
れ
る
.

長
安
の
人
口
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
も
の
に
､
禁
軍
の
兵
士
と
寺

院
の
僚
尼
お
よ
び
そ
の
妖
婦
が
あ
る
｡

長
安
に
は
左
右
の
六
衛
'
合
せ
て
十
二
衛
の
兵

士
が
皇

城

内
に
い

た
｡
天
子
の
儀
任
や
警
衛
'
都
市
の
警
備
を
拾
常
す
る
の
で
あ
る
｡
そ

の
兵
士
の
数
は
､
は
じ
め
の
府
兵
制
鼠
の
時
空

八
寓
を
下
ら
庵
か
つ

①

た
と
'
演
口
重
閲

氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
新

暦

筈
の
兵

志
に
よ
る

と
､
府
兵
制
慶
が
崩
れ
て
､
鴻
鈴
が
編
成
さ
れ
た
開
元
十
三
年
に
は
t

J1
衛
毎
に

一
常
人
'
合
せ
て
十
二
常
人
の
衛
士
加
い
た
｡
さ
ら
に
こ
の

制
度
が
崩
れ
て
'
兵
士
の
数
は
減
っ
て
ゆ
-
が
'
天
賛
七
載
に
羽
林
軍/

の
飛
鯨
の
定
員
が

一
帯
五
千
人
で
あ
っ
た
こ
と
.
唐
禽
要
庵
七
十
二
に

見
え
る

.
羽林
と
龍
武
の
左
右
の
禁
軍
の
級
数
は
六
寓
と
な
る
.
こ
の

他
に
'
来
宮
の
た
め
に
も
六
つ
の
率
府
が
あ
っ
た
.
長
安
在
任
の
兵
士
l

の
敦
賀

数
高
教
S
L
十
嵩
と
,J
て
免
償
っ
け
る
こ
と
は
γ
不
常
で
は

あ
る
ま
い
｡

ヽ

僚

尼
の
数

は
tT
ま
こ
と
に
や
つ
か
S
.な
も
の
で
あ
る
｡
鹿

骨
軍

容
四
九
の
僚
籍
の
保
に
い
う
.

天
下
寺
五
千
三
官
五
十
八
｡
僚
七
甫
五
千
五
百
二
十
四
b･
尼
五
滞

.五
百
七
十
六
｡

t
倉
昌
五
年
｡
動
詞
部
槍
括
天
下
音
及
僚
尼
人
数
｡
凡
寺
四
千
六
官
｡

蘭
箸
E
I寓
｡
伶
尾
二
十
六
甫
五
官
人
.
.J

L

前
者
の
数
字
は
'
大
典
お
よ
び
膏
唐
音
職
官
志
の
岡
部
に
い
う
も
の
i
j

同
じ
で
あ
局
｡
開
元
末
年
の
数
字
と
思
わ
れ
る
.
こ
れ
に
よ
る
と
､

一･

寺
常
少
の
俊
足
の
数
些

一三
/･
五
で
あ
る
｡

後
者
に
よ
る
と
｢.
蘭
若
を

は
ず
し
て
寺
栗
け
で
見
て
も
'

1
寺
常
少
の
伶
尼
の
数
は
五
六

･
五
で

あ
る
｡

こ

の
数

字

を
な
つ
と
く
す
る
こ
L
は
‥
私
に
は
で
き
な
い
｡
少
-

も
'
長
安
城
内
の
寺
院
の
草
野
と
は
考
え
に
-
い
9
唐
の
寺
院
は
'
こ

と
に
長
安
の
そ
れ
ら
は
'
非
常
に
大
き
か
も
の
で
あ
っ
た
｡
景
雲
二
年

に
牢
番
香
の
述
べ
た

｢
陳
時
政
疏
｣
入
金
唐
文
筆

完

ニ
)は
､
金
の
あ
る
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も
の
や
わ
る
賢
い
も
の
は
こ
と
ど
と
-
沙
門
に
な
-
'
抄
門
に
な
ら
な

い
も
の
は
'
貧
乏
人
と
善
人
だ
け
で
あ
る
こ
と
'
寺
院
の
壮
麗
さ
は
宮

殿
と
ひ
と
▲し
-
､
し
か
も
を
の
経
費
は
宮
殿
よ
-
以
上
で
あ
る
こ
と
､

天
下
の
財
の
十
分
の
七
ま
た
は
八
を
寺
院
が
占
有
し
て
い
か
こ
と
'
こ

う
し
た
こ
と
を
述
べ
て
S
る
.
.唐
の
寺
院
の
豪
勢
さ
を
い
う
文
献
は
多

い
｡
こ
と
に
長
安
の
寺
院
は
'
天
子
ま
た
は
貴
族
扮
後
援
に
ょ
つ
て
､

豪
香
を
極
め
て
い
た
｡
こ

の
豪
奮
な
寺
院
の
維
持
と
滑
費
に
'

1
寺
嘗

り
の
伶
尼
の
数
が
二
十
人
五
十
人
で
あ
っ
た
と
は
'
信
じ
に
-
い
｡
ま

た
'
右
の
禽
昌

五
年
の
数

字
は
'
同
年
八
月
の
.制

書
に
い
う
と
こ
ろ

の
'
寺
お
よ
び
蘭
若
を
こ
わ
し
へ
伶
尼
を
還
俗
さ
せ
た
時
の
数
字
と
同

じ
で
あ
る
b
こ
れ
ら
の
数
字
は
'
事
賢
の
数
字
で
あ
る
よ
-
も
'
む
し

ケ
､
何
か
の
事
情
を
も
っ
て
S
る
数
字
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
ち

な
み
に
､
禽
昌
五
年
八
月
の
制
苦
に
は
'
天
下
の
寺
院
お
よ
び
蘭
著
の

′

妖
婦
を
十
五
甚
人
と
S
う
.

1
寺
常
-
､
蘭
若
を
除
い
て
'
わ
ず
か
に

三
二
･
八
二
人
で
あ
る
.
蘭
若
を
加
え
る
と
'
三

･
三
六
人
｡
こ

れ
滝

あ
ま
り
に
少
な
す
ぎ
る
と
思
う
｡

わ
が
閲
の
天
平
年
間
の
法
隆
寺
の
資
財
帳
を
見
る
と
､伶

一
七
六
人
'

者

尾
八
七
人
.
家
人

一
二
三
人
'
奴
二
〇
六
人
､
婦

1
七
九
人
と
記
さ
れ

て
S
る
O
大
安
寺
で
は
伶
侶
八
八
七
人
'
元
輿
寺
で
は
購
口
1
七

1
三

人
と
t
.そ
れ
ぞ
れ
の
資
財
帳
偲
記
し
て
S
る
.
持
統
天
皇
紀
四
年

(西

暦
六
八
九
年
'
則
大
武
后
の
永
昌
元
年
)
の
七
丹
十
四
日
の
詔
に

｢
七
寺
の

安
居
の
沙
門
三
千
三
百
六
十
三
｣
と
あ
る
.｡

一
寺
箇
月
四
八
〇
人
で
あ

る
｡

.

長
安
と
平
城
と
'
両
者
の
背
景
滋
な
す
事
情
は
同

一
で
は
な
い
.
せ

っ
か
ち
な
類
比
は
憐
ま
ね
ば
篭
ら
な
い
｡
し
か
し
'
長
安
の
寺
院
の
伶

厄
お
よ
び
妖
婦
の
数
が
'
平
城
の
そ
れ
よ
-
桁
は
ず
れ
に
少
S
と
は
考

え
に
-
い
.
酉
陽
難
姐
績
集
番
犬
に
､
慈
恩
寺
は
t
,十
飴
院
'

一
八
九

/

七
問
よ
-
虜
-
.
勅
度
の
借
が
三
宮
と
い
う
9
勅

皮
の
僚
だ
け
で
三
盲

∫

人
で
あ
る
｡
寺
に
住
む
も
の
の
数
は
､
も
と
よ
り
'
こ
れ
よ
や
は
る
か

に
多
い
旧
す
で
あ
る
｡
慈
恩
寺
は
進
昌
坊

(附
固
H
l
)
の
来
年
壱
占
め

て
S
る
｡
進
昌
坊
の
面
積
は
'
私
た
ち
の
坪
数
に
な
お
し
て
..
十
四
嵩

八
千
六
官
四
十
九
坪
で
あ
る
｡
寺
域
だ
け
や

い
う
私
ら
ば
'
大
井
厳
寺

や
大
総
持
寺
は
､
慈
恩
寺
に
二
倍
す
る
｡
大
安
閲
寺
は
八
貰
五
千
坪
'

大
興
苔
寺
と
莫
天
敵
は
八
寓
坪
､
大
薦
栢
寺
は
四
寓
坪
で
あ
る
｡

-

長
安
の
寺
院
の
一
寺
常
少
の
僚
尼
と
奴
牌
､
お
よ
び
寄
寓
す
る
者
の

数
は
､
併
せ
で
三
百
四
百
に
も
及
ぶ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
長
安
に
嘩

一･一44
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横
寺
だ
け
で
官
に
お
よ
ぶ
｡
遣
観
を
加
え
て
計
算
す
る
な
ら
ば
'
こ
の

方
面
の
人
充
ち
で
四
甫
完

の
人
口
が
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
｡
.I
,

こ
れ
ら
の
人
々
の
他
に
青
雲
の
志
を
抱
い
て
帝
都
に
集
る
者
雪

何

時
の
時
代
に
も
少
-
な
い
｡
韓
過
之
の
右
の
論
文
雪

｢
受
験
生
の
紙

数
は
茸
千
億
い
し
七
も
人
.
従
者
を
加
え
て
も
'
長
安
の
人
口
の
百
分
ー

の
1
把
も
な
ら
な
い
｣
皇

肖
っ
て
.い
る
.
ま
す

一
高
錫
と

い
う

と
こ

.

ろ
｡
長
安
志
の
西
市
の
保
に
は

｢
浮
寄
流
寓
す
る
も
の
の
数
は
'
数
え

き
れ
な

い
｣
と
い
う
｡
こ
の
世
界
の
帝
都
に
四
方
か
ら
集
っ
て
-
る
放

人
と
そ
の
従

者
'
食
i
つ
め
も
の
な
ど
'
相

雷

の
数
に
な
る
で
あ
ろ

う
0

こ
ALCTし
て
見
て
く
る
と
'
百
寓
の
数
字
は
大
い
に
規
野
性
を
持
っ
て

一

く
る
｡
な
お
竣
渇
問
題
は
あ
る
万
れ
ど
も
t

T
お
う
の
見
雷
と
し
て
'

こ
の
数
字
は
認
め
て
よ
い
と
思
う
.

百
嵩
め
佳
人
は
､
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
O

南
よ
り
の
四
十
坊
が
人
煙
稀
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
｡
次
に
述
べ
る
よ
う
に
1
出
勤
時
間
と
の
関
係
か
ら
'

官
吏
は
大
明
官
に
近
い
東
城
に
邸
宅
を
求
め
た
｡
商
店
街
は
西
城
に
柴

え
允
｡
西
城
を
南
北
に
貫
-
永
安
柴
と
清
明
渠
+
3'
東
西
に
走
る
漕
架

と
'
こ
れ
ら
の
蓮
河
が
､
商
膏
の
利
便
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
.

こ
の
西
城
す
な
わ
ち
長
安
願
の
管
轄
す
る
所
が
高
年
願
9
管
轄
す
る
束

城
よ
り
戸
数
が
多
か
っ
た
こ

と
'
西
市
に
寄
宿
し
統
寓
す
る
者
が
数
え

き
れ
な
い
ほ
ど
に
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
も
'
す
で
に
蓮
P,(
管

～

も
つ
と
も
賑
や
か
海
の
は
､
億
仁
坊

(附
固
H
4
)
で
あ
る
｡
蕗
城
の

･

景
風
門
に
瀧
-
､
倍
音
省
の
試
験
場
に
最
庵
近
い
の
で
'
家
を
持
た
ぬ

受
験
生
は
､
た
い
て
い
､
こ
1
に
宿
を
と
っ
た
｡
す
ぐ
南
の
中
東
坊
に

は
'
南

･
申

･
北
の
三
曲
の
妓
接
街
が
あ
る
｡
東
南
は
楽
市
に
つ
ら
な

ヾ
鳶

こ
の
地
勢
に
あ
る
崇
仁
坊
が
'
長
安
第

一
の
交
通
量
を
持
ち
'
聾

か
ま
び
す
し
-
'
夜
ど
お
し
燈
火
が
絶
え
な
か
っ
た
の
も
'
常
然
で
あ

ろ
う
.
こ
の
功
は
'
ま
た
'
発
券
を
作
る
家
が
集
っ
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
も
'
特
性
を
も
つ
て
い
′る
.
中
で
も
'
遭
家
は
特
に
馬
手
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
｡

坊
里
の
1
つ
一
つ
の
事
情
や
個
性
を
わ
き
か
え
る
こ
と
は
'
努
め
て

な
さ
れ
る
.,(
き
こ
と
で
か
る
｡
し
か
し
'
小
壷

.は
そ
の
暖

を
持

た
な

い
.
後
の
梯
骨
を
待
つ
.
[
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三

街
路

涛

･
沙
填

｡
石
柱

元
和
十
年
六
月
三
日
の
未

明
に
'

永
興
坊

(附
図
m
3
)
の
束
の
街

路
'
坊
を
北
に
は
ず
れ
夜
所
で
'
出
勤
途
上
の
襲
度
が
襲
撃
さ
れ
た
｡

●

刺
客
の
初
め
の
一
太
刀
は
彼
の
肘
あ
て
を
切
聖

二
度
目
の
太
刀
は
管

を
打
っ
て
衣
服
を
裂
い
た
｡
三
度
目
の
太
刀
は
頚
に
切
-
つ
け
た
｡
彼

は
t
S
滋
.1
ま
れ
ず
'
馬
か
ら
落
ち
た
｡
落
ち
た
所
が
溝
で
あ
っ
て
T

そ
の
中
に
落
ち
込
ん
だ
｡
刺

客

が
姿

勢
を
整
え
る
問
に
､
隙
が
で
き

I

た
｡
従
者
の
重
義
が
組
み
つ
い
て
.
大
聾
里

止
て
た
｡
刺
客
暦
あ
わ
て

舟
o
溝
に
落
ち
た
袈
慶
は
動
か
な
い
｡
死
ん
だ
も
の
と
思
っ
て
'
刺
客

は
王
義
の
手
を
斬
-
掃
っ
て
逃
走
し
た
｡
袈
度
は
蓬
よ
-
宅
の
帽
子
を

き
て
い
た
の
で
'
頭
の
傷
も
全
治
二
十
日
の
程
度
で
す
ん
だ
｡
′

溝

こ
の
事
件
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
､
長
安
の
街
路
に
は
'
人

が
落
ち
込
む
ほ
ど
の
次
ぎ
な
溝
が
あ
っ
た
こ
と
ーで
あ
る
｡
､

延
書
式
巻
讐

r
の

｢
左
右
京
職
｣
の
保
を
見
る
と
'
二
八
〇
尺
の
幅

を
持
つ
朱
雀
大
路
は
'
二
三
四
尺
の
軍
馬
道
を
中
央
に
し
て
､
そ
の
左

右
に
'
そ
れ
ぞ
れ
'
五
尺
の
渡
と
'
十
五
尺
の
犬
行
と
'
坊
の
壁
の
中

心
ま
で
の
三
尺
と
'
こ
の
四
つ
の
部
分
か
ら
成
立
じ
て
い
も
｡
長
安
の

街
路
の
構
蓮
が
､ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
夜
か
0

年
桑
豪
の
そ
れ
か
と
わ

ー

だ
け
長
安
の
そ
れ
と
関
係
し
て
い
る
か
｡
い
ず
れ
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
､
し
か
し
､
延

書
式
の
記
事

は

一
つ
の
ヒ
ソ
･L庭
輿
え
か
に
足
り

る
｡
溝
の
存
在
だ
け
で
は
な
-
､
人
造
と
軍
馬
道
の
置
別
79
.
顛
推
し

て
よ
い
も
の
JP
あ
ろ
う
｡
溝
の
幅
は
街
路
の
幅
に
東

一
義
的
に
規
定
さ

れ
る
戊
の
で
は
な
S
.
卒
安
意
で
も
'
幅
十
丈
'
八
丈
の
大
路
の
溝
の

幅
が
JJ
も
に
閏
尺
で
あ
-
'
四
丈
の
小
路
の
そ
れ
が
三
尺
で
あ
る
.
義

安
の
南
北
の
大
路
は
八
八
メ
I
JL
ル
あ
る
が
'
そ
の
溝
の
幅
は
t
か
な

′ら
ず
L
も
'
八
八
メ
ー
ト
ル
に
比
例
す
る
も
の
で
庭
な
く

や
は
-
数

＼

尺
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

･砂
場

こ
の
六
月
三
日
の
事
件
按
'ノ
出
勤
の
通
路
と
沙
埠
と
の
こ

と

に
関
し
て
'
私
の
注
意
を
惹
-
0

裳
度
の
常
時
'
出
勤
者
は
大
明
官
の
建
栢
門
の
前
に
集
っ
て
'
定
刻

′

に
門
の
開
-
の
を
待
づ
で
.､

参
内
し
た
｡
彼
の
家
は
永
楽
坊
(附
固
G
8
)

に
あ
っ
た
｡
坊
の
束
側
は
啓
東
門
街
で
あ
.6
70
建
帽
門
に
行
-
た
め
聖

は
,
.こ
の
街
路
を
ま
っ
す
ぐ
北
に
行
っ
て
,
亀
城
と
宮
城
の
東
側
沿
い

に
､
北
に
つ
き
営
力
,
元

に
折
れ
る
の
が
十

一
番
の
近
路
で
あ
る
｡
然

る
に
､
表

皮
は
こ
の
路
を
通
ら
な
い
で
'二

つ
楽

の
路

を
行
っ
て
い

46
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る
｡
刺
客
は
襲
度
を
ね
ら
,O
て
､
待
ぢ
う
け
て
刺
し
た
の
で
あ
る
｡
痕

が
こ
の
路
を
行
-
こ
と
は
､
周
知
の
習
慣
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

メ

彼
は
何
蘭
に
こ
の
よ
う
な
路
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
.

唐
に
は
'
新
た
に
大
臣
が
任
命
さ
れ
て
参
内
す
る
時
'
そ
の
私
邸
か

ら
宮
城
の
束
側
の
路
ま
で
'
自
抄
を
敷
い
て
､

｢
沙
疑
｣
を
作
る
し
き

た
-
が
か
つ
夜
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
へ
風
に
庵
塵
は
あ
が
ら
ず
'
雨
に
も

泥
は
あ
が
ら
な
S
.
視
樹
の
縁
の
下
､
自
抄
の
光
る
上
を
､
発
表
の
先

導
官
が
騎
馬
で
行
-
｡
路
傍
の
高
楼
も
鳴
-
を
し
す
め
'
革
も
人
も
通

行
を
止
め
る
｡
町
役
人
の
け
い
ひ
っ
の
聾
に
'
前
方
五
キ
ロ
の
程
は
も

め
か
げ
を
見
な
い
｡
張
籍
の

｢
沙
境
行
｣
の
静
は
､
そ
の
日
の
盛
儀
計

こ
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
｡
濁
庭
靖
の

｢裏

城
暁
朝
曲
｣
に
は
､
丞
相

の
革
を

｢
朱
網
寵
墓
｣
と

形
状
し
て
い
る
.
形
は
措
け
な
S
が
'
色
は

わ
か
る
｡
木
の
練
'
人
の
朱
に
映
え
て
､
抄
境
の
白
さ
は
い
よ
い
よ
冴
∴

た
る
｡

こ
の
日
沙
ii
.長
安
城
の
束
郊
の
満
水
の
河
原
か
ら
'
官
牛
が
官
革
に

積
ん
で
連
ぶ
｡
お
び
た
ゞ
し
い
量
を
要
す
る
の
で
'
-
り
返
し
て
往
復

さ
1
れ
る
官
牛
の
首
は
'
抄
の
重
さ
に
耐
え
か
ね
て
'
皮
が
裂
け
､
血

･が
流
れ
る
｡
自
抄
の
上
を
行
-
丞
相
の
馬
蹄
は
汚
れ
な
い
け
れ

ど
も
'

官
牛
の
苦
し
み
ぼ
あ
ま
-
に
甚
だ

し
い
｡
両
者
を
封
比
す
る
時
∵
詩
人

の
胸
は
憤
-
に
燃
え
る
｡
自
筆
天
に
訊
譲
を
寓
し
牢

｢官
牛
｣
の
詩
が

J

あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡

I

こ
ゐ
抄
堤
は
'
新
任
の
儀
式
に
は
が
な
ら
ず
通
っ
た
が
'
平
常
の
約

勤
に
は
'
使
用
し
な
い
人
の
あ
っ
た
こ
と
を
'
表
皮
の
事
件
は
語
る
よ

う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
通
行
を
禁
止
さ
れ
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
.｡

張
籍
､の

｢
早
朝
寄
白
倉
人
殿
中
｣
の
詩
に

｢
燭
特
有
時
衝
石

柱
｡
雪
探
無
塵
認
沙
墳
L

と
い
う
｡
ま
た
'
同
じ
人
の

｢
春
日
早
朝
｣

の
詩
に
'
･
｢
暁
棺
春
寒
朝
騎
乗
｡
瑞
雲
探
魔
札
桜
轟
｡

液
衆
斬
桶
抄
埠

操
｡
束
上
開
門
廠
未
開
｣
′と
い
タ
｡
こ
れ
ら
の
詩
な
ど
か
ら
見
る
と
'

｢
沙
堤
｣
が
出
勤
路
と
S
う
こ
と
の
代
-
に
用
S
ら
れ
て
い
る
文
字
で

な
い
限
り
は
､
破
算
は
こ
の
路
を
常
に
通
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

彼

は
､
は
じ
め
娃
康
坊

(附
岡
rJ
7
)
に
怯
み
'
後
に
あ
る
寺
に
寄
寓
L
t

さ
ら
に
碑
安
坊

(附
固
G
9
)
に
移
っ
た
｡
不
明
の
寺
を
除
い
て
､
二
つ

の
坊
は
､
を
の
S
ず
れ
か
ら
も
､
沙
嘆
を
行
-
の
が
近
路
に
な
る
｡

し
か
し
,
宮
城
の
透
は
低
額
地
で
あ
っ
た
.
宮
城
が
あ
町
な
が
ら
ー

天
子
が
そ
こ
に
住
ま
な
い
.で
､
も
っ
ぱ
ら
束
の
方
の
高
地
に
あ
る
大
明

官
に
い
て
'
そ
こ
ィで
政
治
を
舟
て
い
た
の
も
'
宮
城
の
低
溶
き
を
殊
ケ

- 47､1⊥
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た
か
ら
で
あ
る
.
そ
れ
故
に
'
大
臣
任
命
の
た
び
ご
と
に
'
抄
境
を
築

く
必
要
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
O
平
常
の
日
に
は
'
･快
適
な
通
行
路
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

ヽ

石
柱

右
に
引
い
た
張
籍
の
詩
の

｢
燭
暗
有
時
衝
石
柱
｣
の
句
は
､

衛
路
上
に
石
柱
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
S
る
｡
冬
の
朝
の
'
早
さ
は

早
L
へ
寒
さ
は
塞
し
∵

貧
乏
官
吏
で
と
も
し
ぴ
も
は
で
に
は
出
来
ず
'

馬
も
足
射
.
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
と
石
柱
に
.つ
き
常
る
の
は
､
張
頼

1
人
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
0
こ
の
石
柱
は
'
S
つ
た
い
..
い
か
な
局
形
を

L
t
い
か
な
る
目
的
を
も
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
･｡
石

敢
常
､
馬
つ
な
ぎ
石
､
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
'
今
の
私
に
は
わ

小

か
ら
な

い｡

､

.～
_

四

出

勤

時

･
間

表
皮
が
襲
わ
れ
た
の
は
出
勤
途
上
の
こ
と
で
あ
る
｡
長
安
の
官
吏
の

･

毎
日
の
生
活
は
こ
の
出
勤
か
ら
始
ま
る
｡

唐
の
官
吏
の
出
勤
時
間
は
恐
ろ
し
-
早
か
つ
た
｡

『
確
銀
』
食
入

に

ょ
る
と
'
五
菜
五
鮎
に
大
明
宮
の
建
隔
門
を
入
る
さ
だ
め
に
な
っ
て
い

た
｡
今
日
の
官
鹿
で
は
'
開
門
時
間
は
出
勤
時
間
よ
-
早
-
'
出
勤
者

は
定
刻
前
に
門
内
に
入
る
｡
七

か
L
t
唐
で
は
桂
子
が
適
っ
て
い
夜
O

玉
東
五
鮎
に
始
め
て
門
が
開
か
れ
る
O
そ
の
時
間
が
出

勤

時
間
で
あ

る
｡
す
な
わ
ち
.J
出
勤
者
の
方
が
定
刻
前
に
門
前
ま
で
来
て
､
開
門
を

待
つ
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
時
間
ぎ
-
ぎ
少
に
来
て
'す
べ
-
込
ん
で
t

L
セ
守
戯
す
る
こ
と
は
'
大
人
の
面
子
が
許
さ
な
S
o
門
前
で
,
席
次

に
従
っ
て
穏
儀
正
し
く
待
つ
d
で
あ
る
.
い
き
お
い
'
建
栢
門
の
前
に

雪

そ
れ
に
封
敵
し
な
特
殊
な
様
相
が
現
わ
れ
て
蘇
る
｡
そ
の
飽

一
億

｢
百
官
待
漏
院
｣
と

｢
畢
坊
｣
で
あ
る
｡

.
｢
待
漏
｣
の

｢
漏
｣
は
漏
刻
の
こ
と
で
濁
る
0
百
官
待
漏
院
は
百
官

が
時
間
を
待
つ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
建
物
で
あ
る
｡
建
稿
門
外
に
門
を

挟
ん
で
東
西
竺

;棟
立
て
ら
れ
て
S
る
｡
采
の
呂
大
防
の
長
重
囲
の
疎

⑥

-

石
は
'
辛
う
じ
て
大
明
官
.町
南
堀
を
穣
し
て
い
る
が
'
そ
こ
に
明
瞭
に

こ
の
二
様
を
囲
示
し
て
S
る
｡
｢
串
坊
｣
は
太
僕
寺
の
管
轄
す
る
も
の
､

光
宅
坊
に
設
け
ら
れ
て
い
る
0
宰
相
の
軍
馬
の
挺
め
に
用
意
さ
れ
潔
の

で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
設
備
は
'
他
の
門
へ
他
の
街
路
'
他
の
坊
咋
母

な
い
も
の
.で
あ
る
｡

紺
青

･
永
昌
の
二
坊

(附
固
守

･
T3
)
'の
中
間
に
路
を
通
⊥
て
'
光

宅

･
衆
廃
の
二
坊
を
匿
朝
-
出
し
て
,5
る
の
も
'
長
安
城
の
す
べ
て
.の

48-⊥
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坊
里
に
例
を
見
な
い
喝
特
の
形
で
あ
る
｡
そ
の
中
間
の
街
路
が
､
他
の

南
北
に
通
る
街
路
と
同
じ
-
八
八
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
路
で
為
る
こ
と

も
'
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
路
は
大
明
官
の
正
門
で
あ
る

丹
鳳
門
の
た
め
に
開
か
れ
た
も
㊦
で
あ
る
が
､
出
勤
者
の
た
め
の
必
要

に
も
こ
た
え
-て
い
た
の
で
あ
る
｡

■

親
善
坊
に
は
保
幕
寺
が
､
光
宅
坊
に
は
光
宅
寺
が
あ
る
こ
と
'LO
.
必

要
な
る
蛋
地
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
㌣

保
毒
寺
は
も
と
高
力

士
の
家
で
あ
っ
夜
｡
そ
れ
は
街
路
を
隔
て
て
爽
庭
坊
に
戊
建
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
大
き
な
寺
院
で
あ
っ
た
.
二
つ
の
塔
が
あ
っ
て
､
そ
こ
に

あ
る

｢
火
珠
｣
は
'
そ
れ
ぞ
れ

｢
十
飴
鮒
｣
の
米
が
入
る
｡
火
珠
を
屋

頂
に
し
っ
ら
.J
る
こ
と
は
､
則
天
武
后
が
澄
軍
刀
年
に
明
堂
を
再
建
し

た
時
に
も
見
え
る
｡
火

珠
は
'
貞

観

取
年
五
月
に
林
邑
園
が
献
上
し

た
'
あ
の
種
類
の
火
珠
で
あ
ろ
う
か
｡
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
は

水
晶
質
の
卵
型
の
も
の
で
'
日
の
南
中
す
る
時
に
つ
と

の
珠
で
日
光
を

受
け
て
文
に
あ
て
る
と
'
火
が
出
渇
の
で
'
こ
の
名
が
あ

る

の
で
あ

る
｡
唐
の
一
斜
は
我
々
の
三
斗
九
升
八
合
で
あ
る
か
ら
'

｢
十
飴
斜
｣
､

と
い
え
ば
'
E
I石
の
象
を
越
え
る
｡
こ
の
大
き
な
火
珠
を
載
せ
て
S
る
.

塔
の
大
き
さ
､
そ
の
塔
空

ろ

持
っ
て
い
る
保
養
寺
の
大
き
さ
を
想
像

し
て
見
る
が
よ
い
｡

光
宅
寺
は
則
天
武
膚
が
尊
崇
し
た
寺
で
あ
る
｡
武
后
が
七
筆
墓
を
築

い
た
の
で
､
七
賛
姦
寺
の
別
名
を
持
っ
て
S
る
｡
孝
の
七
草
藁
は
､
こ

れ
ま
た
へ
き
わ
立
っ
て
高
い
建
物
で
あ
る
?
こ
上

に
登
る
と
.
四
方
い

ず
れ
に
も
硯
野
を
さ
え
ぎ
る
も
の
が
な
か
っ
た
主
へ
酉
陽
雑
姐
は
述
べ

て
S
る
･｡
光
宅
寺
に
は
つ
む
と
よ
抄
塔
も
あ
る
.
こ
の
高
轟
や
塔
を
そ

の
一
部
と
す
る
寺
の
大
き
さ
は
'
こ
れ
ま
た
､容
易
に
想
像
で
き
よ
う
｡

こ
れ
ら
の
い
-
つ
か
の
様
相
は
'
要
す
る
に
'
出
勤
す
る
宵
宮
9
交

通
と
待
ち
合
せ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
傑
件
で
あ
っ
た
｡
天
気
の
.よ
い

日
に
軌
,
彼
ら
は
J

待
漏
院
か
ら
出
て
,
こ
れ
ら
の
寺
の
境
内
を
散
歩

し
て
､
時
間
を
待
つ
こ
と
も
あ
っ
夜
｡
光
宅
寺
の
塔
の
風
鐸
の
中
に
'

1
つ
つ
す
ば
ら
し
S
庵
の
が
あ
っ
て
'
そ
の
実
L
S
音
色
に
耳
を
す
ま

し
た
風
雅
な
人
の
話
も
､
偉
わ
つ
て
い
る
｡

49

永
輿
坊
の
東
北
角
の
街
路
上
で
起
つ
滋
賀
疫
襲
撃
事
件
の
畿
生
時
間

は
'
こ
の
地
鮎
か
ら
建
隔
門
灘
ま
で
行
-
時
間
と
'
門
前
に
お

け
る
待

ち
時
間
jJ
を
'
五
吏
五
鮎
か
ら
遡
つ
夜
時
間
で
あ
る
｡

門
前
で
の
待
ち
時
間
を
'
仮
-
に
三
十
分
と
し
て
お
こ
う
｡
門
前
ま
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で
の
時
間
は
'
ど
れ
ほ
ど
を
要
す
る
か
｡

こ
の
こ
ろ
の
交
通
機
関
の
主
な
も
の
は
馬
で
あ
る
｡
女
が
数
々
と
静

に
跨
っ
て
S
る
土
偶
も
'
い
-
つ
も
痩
っ
て
い
る
.
庶
民
の
乗
馬
を
禁

す
kca制
令
が
出
女
こ
と
も
あ
る
か
Jih､
進
に
'
庶
民
も
ま
た
馬
に
乗
っ

て
S
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
六
典
の
戸
部
に
'
地
方
に
物
資
を
と
ゞ
け
る

場
合
の
一
軒

の
速
度
を
､
馬
は
七
十
里
'
歩
行
JJ櫨
馬
は
五
〇
里
'
革

些

二
〇
里
と
規
定
L
で
い
る
｡
こ
の
一
里
は
､
長
安
の
城
郭
の
尺
度
と

違
っ
て
.
小
尺
で
あ
ろ
う
か
ら
'
E
IE
I
一
メ
I
J･
ル
で
あ
る
.
七
〇
里

は
111i
〇
八
七
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
｡二

時
間
に
四
キ
ロ
ま
た
梗
五
キ
ロ

の
速
度
で
あ
る
.
長
安
城
内
で
､
大
官
が
饗
者
を
つ
れ
て
出
勤
す
る
時

の
速
皮
も
'
こ
れ
性
ど
と
見
て
よ
か
ろ
う
｡
建
栢
門
前
か
ら
永
興
坊
の

東
北
角
ま
で
の
距
離
は
約

二
ハ
○
○
歩
.
1
青

口
あ
ま
-
で
あ
る
｡
三

十
分
ほ
ど
の
行
程
で
あ
る
｡
事
件
後
生
の
時
間
は
､
き
き
の
待
ち
時
間

の
三
十
分
と
合
せ
て
'
五
吏
五
鮎
よ
-

一
時
間
ほ
ど
前
の
時

間

で
あ

る
｡
そ
こ
で
玉
東
五
鮎
が
問
題
に
な
る
｡

五
更
五
鮎
は
不
定
時
で
あ
る
｡
日
人
後
二
刻
年
か
ら
翌
日
の
日
出
前

二
刻
年
ま
で
の
間
を
､五
束
と
し
て
'

一
夏
を
五
鮎
と
す
る
｡
日
入
日
出

の
時
間
が
廻
れ
ば
､
玉
東
の
長
さ
も
奨
る
｡
夏
至
の
日
と
冬
至
の
日
と

で
は
､
四
時
間
ほ
ど
の
差
が
で
き
る
｡
事
件
の
日
､
元
和
十
年
六
月
三

日
の
五
吏
五
鮎
は
'
長

安

地

方
時
に
お
い
て
'
何
時
何
分
に
な
る
の

か
｡
長
安
は
北
緯
三
四
度

1
五
分
二

〇
.
束
橿

1
〇
八
度
五
五
分
五
四

⑧

の
地
鮎
に

あ
る
.
こ
の
地
鮎
に
お
け
る
一
年
間
の
日
田
日
人
の
時
間
を

計
算
す
る
と
L
は
､
人
に
よ
っ
て
見
解
を
異
に
す
る
性
質
の
問
題
で
は

な
.い
か
ら
'
誰
か
一
人
が
計
算
し
て
提
供
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
が
今
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
､L
ど
う
し
た
こ
と
な
の

川じ

か
｡
唐
代
の
歴
史
の
研
究
は
'
長
安
の
毎
日
の
時
観
を
超
越
し
て
な
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
0
軍
に
出
勤
時
間
が
日
粗
目
人
に
規

定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
S
o
日
々
の
生
活
に
絶
封
の
関
係
数
か

つ
楽
市

西
市
の
開
場
と
閉
場
の
時
間
も
､
太
陽
の
南
中
す
る
時
と
､

日
人
前
七

割
と
に
定
め
ら
れ
て
S
た
こ
と
が
∵
大
典
の
南
京
諸
市
の
保
に
見
え
て

い
る
Oノ
漏
刻
係
の
も
の
が
渡
す
ご
し
て
､
太
鼓
を
叩
-
の
が
お
-
れ
'

そ
れ
だ
け
次
の
太
鼓
と
9
間
の
時
間
が
せ
ば
ま
-
､
出
勤
す
る
官
吏
を

面
-
ら
か
せ
た
た
め
に
､
懲

蝉

を
受

け
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
し
か

し
'
こ
れ
を
逆
用
し
て
'
ク
ー
ヂ
ク
､I
iy
,莱
-
切
っ
て
S
る
場
合
も
～.

一
皮
や
二
度
な
ら
ず
'
通
鑑
に
記
録
さ
れ
て
S
た
と
憶
え
て
い
る
｡
定

刻
に
太
鼓
を
打
た
な
い
こ
と
に
ょ
つ
.て
'
ノ薮
乱
者
の
作
戦
に
狂
い
を
生

50
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じ
さ
せ
'
自
分
の
方
は
時
間
を
か
せ
ぐ
の
で
あ
る
｡
時
間
を
抑
え
て
S

る
常
局
者
の
強
み
を
利
用
し
た
の
で
あ
乳
｡

唐
の
長
安
の
街
に
は
'
轍

を
さ
1

や
く
人
の
姿
を
多
-
見
か
け
る
け
れ
ど
も
'
そ
れ
ら
の
人
々
に

も
､
.

n
入
日
出
の
時
間
は
探
-
関
係
す
る
｡
長
安
の
生
活
の
質
態
に
関

心
を
も
つ
ほ
ど
の
も
の
は
'
今
計
ま
で
'
長
安
の
日
出
日
八
の
時
間
奉

㊨

の
.f
Jき
て
S
な
い
こ
と
を
'
い
ぶ
か
し
が
ら
ず
に
お
れ
な
S
｡

元
和
十
年
六
月
三
日
は
'
ジ
ユ
>
ア
ス
暦
で
は
八

一
三
年
七
月
十
三
･

日
に
'
グ
レ
ゴ
り
オ
暦
で
は
同
じ
月
の
十
七
月
に
嘗
る
｡
i
,の
前
日
の

日
入
時
問
は
､
長
安
地
方
時
で
十
九
時
二
十
八
分
で
あ
り
'
･こ
の
日
の

日
出
時
間
は
五
時
十
六
分
で
あ
る
｡
そ
の
間
は
九
時
簡
四
十
八
分
で
あ

る

.
一
日
を
百
分
し
た

一
刻
の
長
さ
は

一
四

･
四
分
で
あ
る
か
ら
'
二
J

刻
年
些

二
十
六
分
で
あ
る
｡
九
時
間
E
I十
八
分
の
前
後
か
ら
こ
れ
を
除

-
と
､
八
時
間
三
十
六
分
､
こ
れ
が
こ
の
日
の
五
更
の
長
さ
で
あ
る
｡

従
っ
て
ノ一
更
は

1
時
間
四
十
三
分
'

1
鮎
は
約
二
十
分
で
あ
る
｡
五
吏

五
鮎
は
午
前
E
I時
二
十
分
で
あ
り
'
日
出
前
五
十
六
分
で
あ
る
.
襲
慶

が
永
興
坊
の
束
北
角
に
き
し
か
1

つ
た
の
は
'
ど
れ
よ
り

一
時
間
前
'

す
な
わ
ち
'
三
時
二
十
分
で
あ
る
｡
月
は
ど
う
か

ノ｡
六
月
三
日
は
太
陰

暦
で
あ
る
か
ら
'
を

の
ま
1
月
の
姿
を
不
し
て
S
る
｡
正
確
に
S
う
な

ら
ば
五
月
三
十
日
午
後
六
時
十
二
分

(長
安
地
方
時
)
が
期
で
あ
る
｡

二
百

月
望
別
日
の
膏
早
-
に
西
に
段
し
て
い
る
｡
事
件
磯
生
の
常
時
､

Jl

あ
た
り
は
ま
､っ
-
ら
で
あ
る
｡
た
い
き
つ
を
た
1
き
滑
さ
れ
る
と
'
犯

人
の
顔
も
何
も
見
え
披
し
な
い
｡

十

1
傑
な
ら
ぶ
南
北
の
路
幅
が
八
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
も
'
私

＼

の
目
を
驚
か
せ
た
が
､
こ
の
出
勤
時
間
の
早
さ
は
､
さ
ら
に
私
の
計
算

を
疑
わ
せ
た
｡
大
明
官
に
あ
と
二
坊
の
距
離
を
壊
す
だ
け
の
地
蘭
で
､∴

午
前
三
時
二
十
分
で
あ
る
｡
袈
度
の
家
の
あ
る
永
楽
坊
は
'
遭
難
の
地

斯
よ
-
さ
ら
に
五
つ
の
坊
を
南
に
行
き
'

1
つ
の
坊
を
西
に
行
っ
た
所

で
あ
る
｡
四

･
七
キ
ロ
の
距
離
が
あ
る
｡
そ
の
東
門
を
出
る
時
間
は
､

51

二
時
年
の
こ
ろ
で
あ
る
｡
我
々
の
意
識
で
S
う
な
ら
ば
､深
夜
で
あ
る
｡

束
城
の
佳
人
は
ま
だ
し
も
よ
い
｡
西
城
に
住
む
人
'
極
端
な
場
合
∵
待

賢
坊

(附
陶
A
9
)
に
住
む
人
が
出
勤
す
る
夜
め
に
は
､.
彼
は
裳
度
よ
-

も
さ
ら
に

一
時
閏
年
早
-
出
か
け
ね
ば
な
ら
な
S
｡
零
時
を
す
ぎ
た
ば

か
り
の
項
で
あ
る
.
東
城
に
官
吏
が
集
ま
軋
､
西
城
に
庶
民
が
多
-
住

む
の
は
'
雷

然
の
勢
で
あ
る
｡

,針
つ
と
も
､
右
の
計
算
は
､
ゆ
つ
-
少
と
馬
を
進
ま
せ
夜
場
合
で
あ

り
'
日
も
グ
レ
ゴ
り
オ
暦
で
七
月
十
七
日
'
夏
の
さ
か
-
で
あ
る
0
ギ
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ヤ
ワ
ッ
ブ
で
奔
ら
せ
る
と
'
多
少
の
寝
坊
は
で
き
る
け
れ
ど
J.も
'
従
者

が
つ
い
て
来
れ
な
い
し
､
鰻
面
も
恵
か
ら
う
.

冬
の
さ
か
-
な
ら
ば
'

時
間
は
二
時
間
近
-
ゆ
つ
-
-
す
る
.
し
か
し
㌧
夜
の
時
間
が
長
-
な

れ
ば
'
そ
れ
だ
け

一
更

l
鮎
の
時
間
も
長
-
な
る
｡
各
室
の
日
の
五
更

を
鮎
は
'
日
田
前

一
時
間
十
分
で
あ
る
｡
賢
感
を
出
す
た
め
に
､
今
年

の
東
京
標
準
時
で
い
う
と
'
五
時
三
十
六
分
で
あ
る
｡

-

長
安
の
各
は
東
京
よ
-
寒
い
｡
民
図
三
十
二
年

度

の

『
国

民
暦
』

は
､
こ
の
土
地
の
十
二
月
の
平
均
温
度
を

〇
･
八
度
'
平
均
渥
度
を
八

〇
と
記
し
て
5
る
｡
こ
の
渥
度
は

一
年
中
で
敦
も
高
い
｡

一
年
の
平
均

は
六
七
で
あ
る
｡
昭
和
十
七
年
度
の

『
理
科
年
表
』
に
よ
る
と
'
平
均

線
皮
と
操
皮
は
'
東
京
が
五
度
四
分
と
六
七
.
京
都
が
五
度
と
七
九
'

山
形
が
〇
･
九
度
と
八
七
で
あ
る
｡
冬
至
の
U
.ろ
は
､
十
二
月
で
も
最

も
寒
い
.
こ
の
時
に
'
午
前
五
時
前
に
待
漏
院
に
到
着
す
る
た
め
に
T

そ
れ
よ
-

一
時
間
ま
た
は
そ
れ
以
上
も
早
-
家
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
は
'
つ
ら
S
こ
と
で
あ
る
.
in
奨
天
も

｢
早
朝
賀
雪
寄
陳
山
人
｣

詩
に
､
馬
の
蹄
は
す
べ
る
｡
ろ
う
そ
-
は
沿
え
る
｡
寒
風
は
耳
を
裂
-

よ
う
だ
｡
大
明
官
に
た
ど
り
つ
S
て
も
'
ひ
げ
に
つ
ら
ら
が
下
が
カ
'

衣
服
が
氷
の
よ
う
に
冷
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
出
勤
時
間
の
き
だ
め
は
､
我
々
か
ら
は
'
非
常
識
な
ヒ

主
に
見
え
る
｡
し
か
し
'
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
､
我
.々
は
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
-い
か
｡
彼
ら
に
は
'

こ

の
よ
う

に
､
日
出
と
日
没
に
よ
っ
て
生
活
を
規
制
す
る
こ
と
が
'
常
識
的
な
'

自
然
的
な
こ
士
で
あ
っ
た
.
日
出
前
二
刻
隼
の
出
仕
は
'
日
出
と
共
に

一
執
務
を
､す
な
わ
ち
二

日
の
い
と
な
み
を
始
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡

彼
ら
こ
そ
は
'

太
陽
を
直
接
の
基
礎
に
し
て
'

朝
を
も
ち
､

罫
を
も

ち
二

俊
を
持
っ
て
S
た
の
で
あ
る
.
今
臥
の
我
々
雪

中
濁
し
た
時
計

枚
の
時
間
を
基
礎
に
し
て
.
朝
も
蓋
も
夜
も
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
0

日
然
の
運
行
に
生
活
を
合
わ
せ
る
も
の
と
'
人
間
の
機
械
に
生
活
を
乗

_

縛
す
る
も
の
と
'
こ
の
両
者
の
相
蓮
は
'
唐
代
の
人
文
を
理
解
し
ょ
言

と
す
る
も
の
が
'
澄
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
最
も
大
切
な
こ
と
の
一
つ

で
あ
ろ
う
｡
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鳩 ④ ⑨ ② ①･

長
安
志
は
綬
訓
堂
叢
書
本
を
用

い
る
｡

長
安
史
均
の
研
究

1
五

山
頁
｡

.･

森
庫
三
氏
'
漠
唐

7
里
の
長
さ
'
東
洋

史

研
究
〇
五
番
帝
大
雛
｡
.

唐
の
長
安
の
人
口
'
拳
海
四
巻
五
壁
.

醇
兵
制
度
よ
り
新
兵
胡
(
r
史
単
雑
誌
..
四
7.啓
二

こ

こ
餅
.
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mj
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Ej
且
E.山田
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囲 ⑨城
餐

良囲附
.

⑥

日
大
防
の
長
安
園
の
こ
と
は
'
私
た
ち
の
索
引
解
八

｢長
安
と
洛
陽
｣
の
は
し
が
き
と
附
固
と
を
見
ら
れ
た

i
o
本
誌
め
三
入
貢

の
寧
庚
功
の
圏
も
,
同
じ
麹
石
に

ょ
っ
て
新
井
助
手
が
措

い
た
も
の
で
優
る
.

⑦

西
安
の
経
度
と
経
度
は
'
書
物
に
よ
っ
て
少
し
適

っ

て
い
る
.
い
ま
は

｢
隣
西
水
利
月
利
｣
三
番
二
教
の
記

載
に
よ
る
｡

⑧

私
た
で

が
索
引
解
三

｢唐
代
の
年
額
と
新
開
｣
を
作

っ
た
時
に
も
'
こ
の
鮎
は
不
備

の
ま
1

で
あ
っ
た
｡
最

近
に
'
薮
内
緒

･
今
井
湊
の
お
二
人
の
御
甚
助
に
よ
っ

て
､･
こ
の
不
僻
を
少
し
-
掃
う
こ
と
が
で
き
た
｡

⑨

こ
の
長
安
城
陶
は
主
と
し
て
足
立
氏
の
団
に
よ
っ
た

本
誌
に
言
及
し
て
い
る
永
安
菜

･
清
明
巣

｡
漕
菜
を

措

い
て
い
な
こ
い
と
は
申
謂
な
い
0
徐
絵

の
唐
繭
東
城

考

の
附
園
に
は
､
こ
れ
ら
の
巣
は
措
か
れ
て
い
る
｡
.
し

か
し
呂
大
防
の
国
と
比
べ
る
JJ.,
徐
氏
の
陶
を
そ
の
ま

･
1

に
う
つ
す
気
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
"3A.
し
か
も

日
大
防
の
問
も
は
つ
き
か
し
て
い
な
i
の
で
､
今
は
や

む
な
く
略
し
た
の
で
あ
る
｡

53



Notesonthe･CityofCh'ang-an(長安y

i.ntheT'ang(磨)P'eriod

TakeoH2'raoka

Thepresentarticleconstitutesapartoftheauthor'昌Comprehen･

siveworkonthecityofCh'ang-anundertheT'ang. Chap.Ⅰ:The

sizeofCh'ang-anintheTangperiod,measuring8192metresinwidth

and9619inlength,wasamazinglybigwithe王evenavenues149met-

reswideandwithstreets88-134血etreswidecrossingatrightangles.

Thetown-planningseemstohavebeenratherdisproportiわnatelybig

inviewoftlleSizeofpolpulationandrequirementsofcommunication,

andexpltanationwillbefound in theso-calledT'ien-hsiaideology

entertainedbytheT'angChine3SeaS亘ellasintheiraesthetictaste●
ofthegoldenmeans.Chap.ⅠⅠ:Th占siとeofpopulationexceededone

millon,includingcitizens,monks,nuns,slavessoldiersandte血porary

residents･Chap.ⅠⅠⅠ:Alongtheamazinglywideavenuestherestood

stonepillars,anddrainswereinstalled. Oneoftheavenues,which

wascoveredwithwhiterSand,wasreservedfortheGovernmento用.C･

主alstoattend′functionsattheimperialpalaceiChap.ⅠⅤ.･Government

employeeswererequestedtoattendtheiro氏cesbeforesunrise,this

makingsomespecialaccomodationsnecessary.rnthisconnectionthe

factmustbekeptinmindthattheyhadasomewhatdifEerentrnotion

ofhourfrom ourown..
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