
、
廣
東
の
鐵
鍋
に
つ
い
て
　
、
－
　
　
　
．
、
　
　
－

ー
明
清
代
に
細
け
る
内
外
販
路
1

．
　
　
　
　
　
・
　
笹
㌧
本
　
重
．
巳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ま
せ
ん
が
、
本
日
は
宋
元
以
來
、
申
國
の
封
南
海
輸
出
貿
易
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
鐵
器
類
の
占
め
た
地
位
が
割
に
大
き
い
こ
と
、
ま
た
、
明
の
申
　
　
一

　
　
　
　
風
攣
り
な
題
目
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
實
は
最
近
、
宮
崎
教
授
の
御
　
　
葉
頃
か
ら
そ
れ
ら
の
鐵
器
の
な
か
に
あ
つ
て
、
鐵
鍋
を
代
表
と
す
る
　
3
5

　
　
　
指
導
の
も
と
に
、
明
代
初
期
の
醤
海
輸
出
商
品
に
關
す
る
申
國
側
廣
東
鐵
器
の
名
が
あ
ら
は
れ
・
南
海
の
み
な
ら
す
・
北
邊
の
封
蒙
古
一

　
　
　
の
資
料
を
あ
つ
め
て
居
り
ま
す
う
ち
に
、
絹
織
物
や
磁
器
な
ど
の
奢
　
　
貿
易
に
於
い
て
も
主
要
な
商
品
で
あ
つ
た
ら
し
い
こ
と
、
な
ほ
、
降

　
　
　
移
品
に
互
し
て
鐵
器
類
が
他
の
銅
器
・
粗
陶
器
・
南
京
玉
・
葛
布
・
　
　
つ
て
清
代
に
は
そ
の
國
内
國
外
の
販
路
を
一
暦
振
大
し
確
保
す
る
に

・
　
　
粗
絹
布
な
ど
の
雑
貨
日
用
品
と
と
も
に
、
輸
出
商
品
構
成
上
か
な
り
　
　
至
つ
た
こ
と
を
、
一
つ
の
推
測
と
し
て
申
上
げ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま

　
　
　
重
い
地
位
を
占
め
て
居
り
、
輸
出
先
の
地
理
的
分
布
も
廣
汎
に
わ
左
　
　
す
。
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
、

　
　
　
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
氣
付
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
私
と
し
て
は
か
や
う
な
貿
易
品
の
品
目
や
販
路
の
問
題

　
　
　
　
そ
こ
で
少
し
く
鐵
器
關
係
の
資
料
蒐
集
を
試
み
た
の
で
す
が
、
い
　
　
は
實
は
い
は
壁
研
究
の
出
嚢
黙
で
あ
つ
て
、
終
局
的
目
標
は
こ
の
や

　
　
　
ざ
探
す
と
な
る
と
反
つ
て
思
ふ
や
う
に
は
見
當
ら
な
い
も
の
で
、
ま
゜
　
う
に
廣
汎
な
販
路
を
に
ぎ
つ
て
ゐ
る
産
業
や
そ
れ
と
商
人
資
本
と
の

搬
　
だ
、
そ
れ
に
擦
つ
て
あ
る
結
論
を
だ
せ
る
ほ
ど
充
分
に
は
集
つ
て
居
　
　
關
係
な
ど
の
肚
會
的
な
問
題
に
あ
り
ま
す
。
貿
易
品
の
研
究
は
結
局



魏
　
か
う
い
ふ
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
佛

　
　
、
山
鎭
や
そ
の
他
の
努
の
鐵
墾
者
・
そ
の
葉
を
な
す
製
鐵
業
者
　
　
關
、
歯
の
鐵
器
と
蟄
入
に
關
す
る
霧
　
　
　
・

　
　
ま
た
商
人
な
ど
の
諸
問
題
が
實
は
終
局
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
　
　
　
中
國
で
は
、
鐵
材
・
鐵
器
が
外
民
族
に
輸
出
さ
れ
る
こ
と
は
経
濟

　
　
う
が
、
今
日
ま
で
に
集
ま
り
ま
し
た
資
料
は
所
謂
南
海
關
係
の
も
の
　
　
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
常
に
軍
事
上
・
治
安
上
の
問
題
と
し
て
傳

　
　
が
主
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
甚
だ
不
充
分
で
あ
り
　
　
統
的
に
意
識
さ
れ
て
來
た
た
め
、
歴
代
概
ね
鐵
器
・
鐵
材
輸
出
に
封

　
　
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
黙
に
つ
い
て
健
、
本
日
は
宿
題
と
し
ま
し
で
な
　
　
し
て
嚴
し
い
制
限
も
し
く
は
禁
止
を
以
セ
臨
ん
で
居
り
ま
す
。
所
で
、

　
　
ほ
勉
強
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
中
國
周
邊
の
諸
民
族
が
要
求
し
た
申
國
の
鐵
器
の
優
れ
た
勲
は
そ
の

　
　
　
も
つ
と
も
、
大
局
的
に
み
ま
し
て
鐵
器
の
貿
易
や
生
産
の
問
題
は
　
　
鋳
造
技
術
に
あ
つ
た
や
う
で
、
鋼
鐵
製
品
例
へ
ば
鋭
利
な
刀
創
製
作

　
　
中
國
の
貿
易
史
．
産
業
史
研
究
上
あ
ま
り
大
し
た
重
要
性
を
も
た
な
　
　
の
黙
で
は
反
つ
て
中
國
の
も
の
は
劣
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
製
鐵
業
す
ら
も
、
清
の
光
緒
年
間
に
近
　
　
す
。
こ
の
二
黙
は
中
國
の
鐵
器
輸
出
に
封
す
る
政
策
に
面
白
い
影
を
　
3
6

　
　
代
的
な
煤
・
鐵
産
業
の
育
成
が
問
題
に
な
る
ま
で
は
、
明
清
爾
代
に
　
　
投
げ
か
け
て
居
る
と
思
は
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
｝

　
　
於
い
て
は
か
の
銅
山
．
銀
山
業
に
比
べ
て
小
型
の
存
在
で
あ
り
ま
し
　
　
　
私
は
古
代
史
に
つ
い
て
は
敏
科
書
的
知
識
し
か
持
合
は
せ
て
ゐ
な

　
　
た
か
ら
、
何
れ
に
せ
よ
鐵
の
こ
と
は
問
題
そ
れ
自
身
と
し
て
大
し
た
　
　
い
の
で
、
古
い
こ
と
は
申
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
中
國
の
製
鐵
業
や

　
　
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
文
献
的
に
も
ま
と
ま
つ
た
資
料
の
嚢
　
　
鐵
器
業
の
盛
況
や
、
あ
る
ひ
は
そ
の
製
品
の
輸
出
お
よ
び
國
家
に
よ

「
．
　
見
が
や
瓦
困
難
で
は
な
い
か
と
豫
想
さ
れ
為
の
落
は
あ
り
ま
す
が
、
　
　
る
禁
輸
政
策
な
ど
の
現
象
が
本
格
的
に
な
つ
た
の
は
前
漢
の
時
代
か

　
　
し
か
し
こ
れ
ま
で
手
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
分
野
で
も
あ
り
、
ま
た
、
　
ら
で
あ
り
ま
せ
う
。
貿
易
面
に
つ
い
て
は
、
例
の
出
陣
洋
戸
腎
‘
が
ゴ

　
　
案
外
な
牧
獲
も
あ
ら
う
か
と
期
待
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
折
あ
る
ご
と
　
　
ー
マ
の
b
嵩
巳
静
の
「
博
物
志
」
（
ミ
》
°
U
し
の
記
事
を
引
い
て
、

　
　
に
資
料
蒐
集
に
努
力
し
た
い
と
思
つ
て
居
り
ま
す
。
皆
様
の
袈
示
ω
。
奮
す
な
は
ち
中
國
の
鐵
は
絹
や
も
皮
と
と
も
に
。
↓
の
市
場

　
　
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
最
良
の
商
晶
で
あ
つ
た
し
、
ま
た
ア
デ
ン
や
イ
ン
ダ
ス
河
ノ



　
　
口
地
方
へ
も
運
ば
れ
た
。
そ
し
て
「
絹
の
道
」
に
滑
ふ
涼
州
の
鐵
冶
　
　
つ
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
媛
は
漢
代
以
來
西
域
諸
國
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ

　
　
業
が
大
い
に
繁
榮
し
た
と
の
べ
、
禁
輸
政
策
に
つ
い
て
は
、
江
上
波
　
　
申
國
へ
輸
入
さ
れ
た
と
い
ひ
、
明
の
會
典
を
み
て
も
西
域
諸
國
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
夫
教
授
が
、
漢
朝
が
鐵
産
に
乏
し
い
ス
テ
ッ
プ
地
域
に
擦
る
飼
奴
を
　
　
要
貢
品
に
な
つ
て
ゐ
る
有
名
な
鑛
鐵
の
名
を
想
起
す
る
か
ら
で
す
。

　
　
無
力
化
さ
せ
る
べ
く
馬
弩
關
を
設
け
た
結
果
、
旬
奴
は
そ
れ
の
慶
止
　
　
加
茂
儀
一
氏
は
「
格
古
要
論
」
な
ど
を
引
用
し
て
、
鑛
鐡
は
明
か
に

　
　
の
Q
。
b
。
切
゜
O
曹
頃
ま
で
途
に
鐵
器
文
化
の
段
階
に
進
み
得
な
か
つ
た
こ
　
　
ダ
マ
ス
ク
ス
の
鋼
鐵
の
こ
と
で
、
す
な
は
ち
古
代
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ

　
・
と
、
後
漢
代
に
は
鮮
卑
族
が
武
力
を
以
て
中
國
の
鐵
を
求
め
よ
う
と
　
　
ヤ
の
有
名
な
鋼
鐵
で
あ
つ
た
の
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
し
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
居
ら
れ
ま
す
。
も
つ
と
も
ζ
の
二
読
は
　
　
そ
の
製
法
が
ダ
マ
ス
ク
ス
に
う
つ
さ
れ
、
後
さ
ら
に
ム
ー
ア
人
が
こ

　
　
そ
の
ま
玉
に
は
受
取
り
難
い
の
で
あ
つ
て
、
ヒ
ル
ト
が
撮
つ
た
プ
リ
　
　
の
技
術
を
ス
ペ
イ
ン
に
傳
え
た
の
で
ト
レ
ド
が
そ
の
名
産
地
に
な
つ

　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
ニ
ウ
ス
め
記
事
「
セ
ー
レ
ス
の
逸
る
鐵
が
最
も
優
れ
、
パ
ル
テ
ィ
ァ
　
　
た
、
と
述
べ
、
ヨ
ハ
ン
ゼ
ン
の
「
鐵
の
歴
史
」
で
は
ダ
マ
ス
ク
ス
の
　
　
｛

　
　
1
の
が
之
に
次
ぐ
L
と
か
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
鐵
の
中
セ
ー
レ
ス
　
　
刀
劒
は
イ
ン
ド
産
鋼
鐵
を
焼
入
し
た
よ
う
に
解
し
て
ゐ
ま
す
。
　
　
　
3
7

　
　
の
そ
れ
が
最
も
優
秀
で
あ
か
、
彼
等
は
こ
れ
を
そ
の
衣
服
（
絹
布
）
　
　
　
第
二
の
馬
弩
關
と
飼
奴
の
鐵
器
文
化
の
因
果
關
係
に
つ
い
て
は
北
　
　
嗣

　
　
と
毛
皮
と
共
に
逡
る
」
に
つ
い
て
は
、
セ
ー
レ
ス
を
簡
軍
に
中
國
と
　
　
大
の
護
雅
夫
氏
の
反
論
が
あ
り
、
馬
弩
關
は
、
前
漢
朝
の
封
飼
奴
政

　
　
し
た
黙
に
問
題
が
あ
り
ま
せ
う
。
こ
の
記
事
の
セ
ー
レ
ス
は
大
体
、
　
　
策
に
基
く
關
市
の
關
で
は
な
く
、
諸
侯
・
諸
王
の
武
ガ
を
減
殺
し
中

　
　
西
域
に
あ
た
る
か
、
ま
た
は
南
西
印
度
の
O
ず
嘆
9
國
に
あ
た
る
か
と
　
　
央
集
椹
化
を
は
か
る
國
内
政
策
の
關
門
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
鐵
の
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
考
え
ら
れ
て
ゐ
る
よ
う
で
す
。
事
實
、
古
代
東
方
商
業
史
に
於
い
て
　
　
輸
と
は
關
係
が
な
く
、
ま
た
、
鐵
の
墨
旬
奴
禁
輸
に
は
別
に
律
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
は
イ
ン
ド
産
の
鋼
鐵
は
最
も
有
名
で
あ
り
、
西
域
諸
國
の
鐵
製
品
も
　
　
つ
た
か
ら
、
馬
弩
關
の
慶
止
部
飼
奴
鐵
器
文
化
の
開
始
と
は
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
古
來
中
國
に
知
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
私
が
關
心
を
も
　
　
れ
な
い
と
さ
れ
、
一
方
、
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
古
墳
期
の
旬
奴
の
鐵
器
文

　
　
つ
こ
と
は
、
中
國
の
鐵
と
ロ
ー
マ
と
の
關
係
で
は
な
く
て
、
有
名
な
　
　
化
の
成
立
に
は
、
ス
キ
タ
イ
丈
化
の
影
響
が
考
へ
ら
れ
る
こ
と
、
ま

3
3
@
西
域
諸
國
の
鐵
器
が
鋳
物
で
は
な
く
て
、
刀
創
類
な
ど
鍛
造
品
で
あ
　
　
た
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
ア
ル
タ
イ
地
域
、
後
代
に
は
ヱ
ニ
セ
イ
河
上

¶
⊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．



窟
流
地
域
に
豊
か
姦
馨
源
の
存
在
し
た
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
て
ゐ
、
料
動
員
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
・
，
　
・

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
と
も
、
中
國
産
の
低
級
な
烈
物
類
或
は
錬
鐵
を
原
料
と
し
て
、

　
　
　
　
．
以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
素
朴
な
推
測
で
す
が
、
中
國
の
生
鐵
に
よ
　
　
周
邊
の
諸
民
族
が
精
鏡
な
武
器
を
製
造
し
た
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き

　
　
　
る
鋳
造
鐵
器
文
明
圏
と
そ
の
周
邊
の
錬
鐵
．
鋼
鐵
に
よ
る
鍛
造
鐵
器
　
　
ま
す
。
な
ほ
、
多
数
の
漢
人
が
匁
．
奴
に
掠
取
さ
れ
て
・
そ
れ
の
下
で
．

　
、
@
丈
明
圏
の
封
立
の
存
在
と
、
そ
の
間
の
鐵
器
の
交
換
を
想
像
し
て
み
　
　
奴
隷
と
し
て
手
工
業
や
家
畜
の
世
話
・
農
耕
に
從
事
し
た
や
う
に
思

　
　
　
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
璽
し
、
申
國
側
が
鑛
鐵
の
類
を
獣
迎
す
る
の
　
　
は
れ
、
南
海
へ
は
後
世
華
僑
が
嚢
展
し
ま
す
か
ら
、
鍋
゜
釜
の
類
の

　
　
　
は
事
實
で
あ
り
、
理
由
も
分
り
易
い
の
で
す
が
、
中
國
の
鐵
が
主
と
　
　
輸
出
は
或
は
そ
れ
と
關
係
が
あ
る
も
の
で
せ
う
か
。
皆
様
の
御
教
示

　
　
　
し
て
銑
鐵
で
あ
り
、
鐵
器
が
鍮
物
に
於
い
て
優
れ
、
し
き
り
に
輸
出
　
　
を
繰
返
し
て
お
願
ひ
し
ま
す
。
　
・

　
　
　
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
玉
、
そ
れ
が
漠
北
ま
た
南
海
へ
輸
出
さ
れ
た
場
　
　
　
ま
た
漢
朝
が
封
諸
侯
・
諸
王
政
策
と
し
て
馬
弩
關
を
設
け
た
こ
と
・

　
　 @
合
如
何
に
利
用
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
、
別
の
言
葉
で
言
へ
ば
、
．
に
關
芒
て
は
・
秦
代
吉
讐
糠
り
窪
盗
佗
に
封
し
て
漢
臨

　
　
　
旬
奴
綾
な
ど
が
、
中
國
の
た
と
へ
ば
鍋
や
釜
を
そ
の
ま
徒
用
し
朝
が
鐵
器
販
費
を
禁
じ
た
結
果
、
彼
の
反
嬰
ま
ね
い
た
事
實
を
想
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
た
か
、
そ
れ
を
踏
融
精
錬
し
て
錬
鐵
や
鋼
に
攣
へ
て
武
器
を
造
つ
た
　
　
起
す
る
の
で
あ
り
ま
丸
。

　
　
　
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
問
題
は
、
そ
の
當
時
の
中
國
羨
北
．
薩
の
．
要
す
る
に
馨
・
鐵
材
の
貿
易
は
常
に
政
治
的
軍
事
的
理
由
か
ち
・

　
　
@
製
鐵
技
術
峯
鐵
磐
の
冶
金
學
的
性
質
の
膿
旨
る
の
で
、
考
刑
奪
よ
覇
貢
制
度
に
よ
る
二
募
墜
迫
姦
家
つ
た
の
で
す
が
・

、
古
學
や
古
代
史
學
．
冶
金
馨
毒
門
の
汐
の
御
教
示
の
程
を
懇
そ
の
出
茎
な
麓
は
不
可
能
で
あ
つ
て
、
善
と
し
て
の
鐵
讐
易

、
羨
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
・
が
政
策
に
封
鷹
し
？
或
は
公
然
或
は
密
か
に
進
行
し
た
の
は
い
ふ

　
　
　
　
な
ぼ
、
近
く
刊
行
が
噂
さ
れ
て
ゐ
ま
す
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
　
　
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
明
清
時
代
で
も
貿
易
を
嚴
禁
す
れ
ば
、
外
民

　
　
　
中
國
肚
會
史
の
秦
漢
帝
國
篇
に
、
中
國
の
鐵
に
關
す
る
ノ
ー
ト
が
の
．
　
族
の
武
力
侵
入
を
ま
ね
き
、
國
内
互
姓
豪
商
の
不
満
を
買
つ
て
武
装

　
　
　
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
遼
篇
に
註
し
て
あ
り
ま
す
。
彼
の
組
織
的
な
資
　
　
し
た
密
貿
易
を
護
生
さ
せ
て
、
反
つ
て
軍
事
上
・
治
安
上
の
難
を
ひ



　
　
き
起
し
ま
す
レ
、
か
と
い
つ
て
自
由
放
任
も
危
瞼
で
あ
る
．
こ
の
邊
　
⑥
萬
暦
穆
響
典
墾
三
、
給
賜
外
夷
、
西
馨
密
．
土
馨
の
條
、

　
　@
の
≠
ﾌ
ー
方
が
所
麺
鷺
制
度
舞
な
攣
化
を
あ
た
へ
た
ー
雛
鴛
蝦
麹
醐
鱒
雛
籔
籔
叢
蠣

　
　
　
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
鐵
器
輸
出
た
と
へ
ば
鐵
鍋
の
場
合
に
は
、
　
　
　
　
　
れ
は
・
例
え
ば
璃
゜
げ
昌
切
餌
護
o
≦
1
ー
円
国
》
＜
炉
q
ヒ
ω
H
Z
O
＝
H
三
♪

　
　
そ
の
鋳
物
製
品
と
し
て
の
性
質
が
問
題
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
法
　
　
　
　
N
巳
。
α
゜
H
°
。
o
ρ
署
』
り
甲
N
り
⑩
脚
芝
帥
霞
塁
、
鯉
↓
口
国
O
頃
ヨ
国
゜
。
国

　
　
K
を
右
に
も
左
に
も
雑
し
よ
う
と
し
ま
す
・
後
に
の
べ
ま
す
や
う
　
。
。
軽
国
国
。
房
b
。
§
国
碁
ず
。
α
・
b
・
鉱
。
δ
・
。
剛
ぎ
b
昆
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
噂
や
り
？
り
刈
な
ど
o

　
　
　
に
、
鍋
釜
類
の
鐵
器
の
醤
貿
易
の
緩
和
を
主
張
す
る
も
の
は
、
そ
　
⑦
袈
儀
、
下
技
袈
菱
・
二
茜
頁

　
　
　
れ
が
生
鐵
（
銑
鐵
）
で
あ
つ
て
熟
鐵
（
錬
鐵
．
鋼
鐵
）
で
は
な
い
か
　

⑧
護
雅
夫
1
1
馬
弩
關
と
旬
奴
の
鐵
器
文
化
に
っ
い
て
、
〔
民
族
學
研
究
、

　
　
　
ら
・
外
民
族
が
こ
れ
を
再
精
錬
し
て
武
器
に
鍛
造
す
る
こ
と
は
出
來
　
　
　
　
　
一
四
－
四
、
一
九
五
〇
年
〕
、
u
中
國
古
代
に
お
け
る
遊
牧
國
家
と
農
耕

　
　@
な
い
負
反
封
論
者
議
鍋
は
形
を
か
へ
蕪
鐵
材
に
す
ぎ
⑨
響
〔
慈
研
謎
麹
鮭
九
五
。
年
〕
，
二

　
　
・
な
い
か
ら
よ
ろ
し
く
輸
出
を
禁
止
せ
よ
、
と
反
駁
す
る
わ
け
で
あ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隔
　
　
3
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「

　
　
　
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
’
二
、
宋
元
時
代
の
封
南
海
鐵
器
輸
出

　
　
　
①
田
昏
詳
男
1
1
N
霞
O
①
ω
。
寓
9
冨
α
Φ
ω
》
三
一
冨
づ
9
帥
。
暮
冨
鼠
9
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
－
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
〔
O
田
Z
国
ω
あ
0
缶
国
匂
り
↓
¢
u
田
7
H
。
。
o
ρ
ω
・
⑩
〕
…
出
葺
ず
9
。
琶
　
　
　
　
　
降
つ
て
宋
代
以
後
に
は
、
貨
幣
・
商
品
取
引
が
漸
次
盛
大
に
向
ひ
、
　
　
、

　
　
　
　
　
国
8
吾
＝
1
1
2
き
旨
，
昏
♪
日
。
｝
ニ
ロ
け
層
。
α
賃
。
叶
岡
。
ロ
㍉
く
，
〈
　
イ
ス
ラ
ム
商
業
圏
と
の
接
鰯
が
霧
に
な
つ
て
、
貿
易
も
一
磐
活

　
　@
⑨
簾
菰
講
鋸
饗
駆
民
醗
羅
二
、
三
心
、
馨
釜
た
・
イ
ス
ラ
ム
粟
圏
簿
る
銀
縫
用
は
中
國
．

　
　
　
③
村
川
堅
太
郎
課
1
ー
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
ー
海
案
内
記
、
一
九
四
六
年
、
誰
註
、
　
を
も
銀
幣
使
用
圏
に
ひ
き
こ
み
毛
た
が
、
募
兵
制
に
立
つ
宋
朝
、
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
＝
二
七
ー
＝
二
八
、
一
九
四
ー
一
九
五
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
方
と
の
通
商
を
重
く
み
る
元
軌
ば
、
財
政
上
と
も
に
銀
を
必
要
と

　
　 @
④
蕪
譲
聾
製
覧
謹
及
び
多
く
そ
れ
に
擦
．
た
し
、
必
然
的
に
こ
の
南
霧
に
力
こ
ぶ
を
い
れ
る
こ
と
看
ま

儒
⑤
漢
蓉
九
六
・
西
葎
　

・
　
　
　
　
　
し
た
。
輸
出
入
を
貨
幣
的
側
面
か
ら
申
荏
、
金
。
銅
饒
が
輸
出
さ



　
3
6
　
れ
銀
が
流
入
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
金
L
銀
の
交
換
は
銀
に
勤
す
　
　
來
ま
す
。
次
い
で
元
末
｝
四
世
紀
初
頭
の
重
要
史
料
で
あ
り
、
そ
め

　
ー
⊥
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ヨ

　
　
　
る
金
の
交
換
比
率
が
中
國
で
は
低
か
つ
た
の
が
原
因
で
あ
り
、
銅
鏡
　
　
後
の
明
の
丈
献
に
大
き
な
影
響
を
の
こ
し
た
注
大
淵
の
「
島
夷
志
略
」
　
　
、

　
　
　
の
輸
出
は
、
南
海
・
イ
ン
ド
の
の
ヒ
ン
ボ
ウ
圏
の
需
要
に
よ
る
も
の
　
　
の
う
ち
に
「
貿
易
之
貨
」
と
し
て
み
え
る
記
事
に
よ
る
と
、
「
鐵
鍋
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
　
　
で
、
貨
幣
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
銅
材
と
し
て
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
　
　
は
管
ヤ
ム
ビ
（
三
佛
齊
）
、
　
セ
ル
ウ
ェ
？
（
囎
噴
）
、
「
鐵
鼎
」
は
麻

　
　
　
流
入
し
た
銀
は
軍
事
費
、
通
商
資
金
と
し
て
財
政
の
支
柱
と
な
り
、
　
　
里
噌
（
マ
ニ
ラ
？
）
・
都
督
岸
（
ボ
ル
ネ
オ
某
地
？
）
・
シ
ン
ガ
ポ
ー

　
　
　
以
後
、
國
家
財
政
上
、
踊
法
、
銅
山
．
銀
山
開
嚢
と
な
ら
ん
で
、
貿
　
　
ル
（
龍
牙
門
）
・
マ
ル
タ
バ
ン
（
八
都
馬
）
・
パ
ン
ス
ー
ル
（
班
卒
）
・

　
　
　
易
牧
入
が
極
め
て
重
要
な
財
源
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
於
い
て
、
貿
　
　
推
吉
那
・
金
塔
・
無
技
抜
・
尖
山
・
針
路
・
龍
牙
菩
提
か
ら
メ
ッ
カ

　
　
　
易
政
策
も
軍
事
上
治
安
上
の
見
地
に
立
つ
制
限
政
策
と
経
濟
的
財
政
　
　
（
天
堂
）
な
ど
、
（
鐵
器
㌧
は
ブ
ル
ネ
イ
へ
淳
泥
）
・
パ
ハ
ン
へ
彰
坑
）

　
　
　
的
の
必
然
の
要
求
か
ら
す
る
緩
和
政
讐
の
間
を
左
右
に
振
れ
動
き
、
プ
・
・
ア
ワ
ル
（
東
西
竺
）
．
・
フ
ム
ブ
リ
（
腰
哩
）
．
ア
ル
（
淡
洋
）
．
【

　
　
　
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
に
苦
慮
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
、
　
　
ジ
ャ
ヴ
ァ
島
（
爪
畦
）
・
そ
の
近
地
の
東
淡
遡
・
八
節
那
間
・
イ
ン
ド
　
4
0

　
　
　
　
さ
て
、
こ
の
時
期
の
中
國
側
史
料
に
よ
つ
て
鐵
器
輸
出
情
況
を
う
　
の
ウ
デ
・
プ
ー
ル
尖
烏
参
Y
フ
ァ
ン
グ
ブ
イ
ナ
へ
小
唄
哺
）
向
7

　
　
　
か
が
ひ
ま
す
と
、
南
宋
の
趙
汝
這
の
「
諸
蕃
志
転
（
＝
＝
一
五
年
）
に
　
　
思
理
・
バ
ス
ラ
（
波
斯
羅
）
お
よ
び
班
達
里
に
、
「
鐵
條
」
は
ス
ー
ル

、
　
　
よ
れ
ば
、
「
鐵
」
が
パ
レ
ン
バ
ン
（
三
佛
齊
）
と
マ
ラ
イ
西
岸
の
ベ
ラ
　
　
ー
（
蘇
…
緑
）
・
ブ
ル
ネ
イ
？
（
萬
年
港
）
・
ラ
ン
ソ
ン
（
難
山
）
・
パ
ソ

　
　
　
ナ
ン
グ
’
（
佛
曜
安
）
へ
、
「
鐵
鼎
」
（
1
1
鐵
釜
？
）
が
ジ
ャ
ヴ
ァ
島
の
　
　
ス
ー
ル
・
バ
タ
ッ
ク
（
花
面
）
・
ケ
ル
マ
ン
（
甘
埋
里
）
・
羅
衛
・
大

　
　
　
シ
ン
ガ
サ
リ
？
（
閣
婆
）
と
ミ
ン
ド
ロ
島
（
麻
逸
）
へ
、
「
鐵
針
」
が
　
　
八
丹
・
千
里
馬
・
加
里
那
に
、
「
鐵
線
」
は
蒲
奔
、
「
鐵
水
堤
？
」
は

　
　
　
ミ
ン
ド
ロ
島
へ
輪
…
出
さ
れ
、
元
朝
の
元
貞
、
二
年
（
｝
二
九
六
年
）
・
に
　
　
蘇
洛
箭
（
ケ
ダ
ー
？
）
、
「
鐵
鍋
…
」
は
カ
リ
ム
ン
・
ジ
ャ
ワ
（
遽
來
物
）
、

　
　
　
カ
ム
ボ
ヂ
ャ
に
使
し
た
周
達
観
の
「
翼
騰
風
土
記
」
に
は
、
泉
州
か
　
　
「
鐵
碗
」
は
チ
モ
ー
ル
島
（
吉
里
地
悶
）
、
「
…
鐡
塊
」
は
ミ
ン
ド
ロ
島

　
　
　
ら
鐵
鍋
・
鐵
針
が
同
地
へ
輸
出
さ
れ
た
こ
と
を
誌
し
、
＝
二
世
紀
の
　
　
（
三
島
・
麻
逸
）
に
お
い
て
貿
易
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
が
果
し
て

　
　
　
泉
州
港
を
基
地
と
し
た
封
南
海
鐵
器
輸
出
の
一
斑
を
知
る
こ
と
が
出
　
　
中
國
の
輸
出
品
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
も
あ
り
、
地
名
、
晶
名
に
つ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
い
て
も
分
ら
な
い
黙
が
多
い
の
で
す
が
、
　
一
慮
御
紹
介
し
ま
し
葛
。
　
　
　
　
　
い
。
本
交
の
關
係
地
名
は
志
略
所
載
の
全
部
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嚢
ほ
か
の
史
料
の
分
も
ξ
は
略
し
乳
．
　
　
⑯
叢
簸
鞭
繋
黙
購
悶
譲
讃
暢
寵
漏
切

　
　
　
⑩
商
人
的
王
朝
と
し
て
の
元
朝
は
、
租
税
・
貢
物
の
形
で
中
國
の
生
糸
・
　
　
．
五
一
九
年
レ
ガ
ス
ピ
ー
一
行
の
到
來
の
三
世
紀
前
に
宕
叶
叶
臼
S
δ
鋤
8

　
　
　
　
絹
織
物
や
磁
器
を
と
り
あ
げ
、
交
砂
制
度
に
よ
つ
て
銀
を
吸
上
げ
て
、
　
　
　
　
　
ぴ
q
冨
ω
ω
び
Φ
p
。
血
ω
（
焼
珠
？
）
と
と
も
に
　
酵
o
昌
8
0
閃
貯
9
q
、
娼
鋤
昌
ω
嚇
凶
触
o
”

　
　
　
　
　
西
方
貿
易
の
商
品
な
い
し
寳
本
と
し
た
ら
し
い
。
こ
の
意
味
で
交
砂
制
　
　
　
　
　
昌
①
o
臼
o
ω
か
ら
成
る
中
國
物
産
が
比
島
に
輸
入
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
　
　
　
セ

　
　
　
　
度
を
み
た
例
に
、
　
国
0
6
犀
ぼ
拝
芝
・
毒
・
1
1
Z
o
8
ω
8
匪
①
『
Φ
冨
餓
o
昌
ω
　
　
　
　
O
吋
Z
ω
¢
ω
O
聞
℃
国
F
弓
℃
H
2
や
ω
”
押
や
膳
Q
。
b
。
の
記
事
を
ひ
い
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
9
。
ロ
畠
群
鋤
島
O
O
州
’
0
7
貯
P
。
≦
坤
ず
臣
O
Φ
9
。
の
8
ヨ
9
。
「
O
ぼ
◎
Φ
訂
鐙
O
磐
魁
　
　
　
　
　
か
ほ
切
潜
賃
O
≦
ω
”
法
貴
三
郎
課
1
ー
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
史
、
百
瀬
弘
1
1
明
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
　
　
昏
o
o
o
餌
珍
ω
o
胤
昏
⑦
ぽ
ユ
冨
昌
O
o
o
餌
昌
畠
霞
言
α
q
夢
Φ
剛
o
霞
8
①
昌
魯
　
　
　
　
　
支
那
の
貿
易
、
〔
東
亜
、
八
’
－
七
〕
一
〇
四
頁
。
同
じ
く
1
1
明
代
の
銀
産

　
　
　
　
o
O
昌
ε
目
ざ
℃
Φ
躊
押
↓
．
O
d
O
℃
》
O
”
μ
Φ
目
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
外
國
銀
に
就
い
て
、
〔
青
丘
學
叢
、
　
一
九
〕

　
　
　
⑪
宮
崎
教
授
の
講
義
に
よ
る
。

　
　
　
⑫
地
金
と
し
て
の
銅
鏡
輸
出
は
・
宮
崎
教
授
講
義
。
イ
ン
ド
が
古
來
銅
の
　
　
　
　
　
　
三
、
明
清
爾
代
の
鐵
鍋
輸
出
と
廣
東
鐵
鍋
の
登
場
　
　
　
　
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　@
　
　
ﾀ
離
解
欝
饗
鐸
解
幟
聾
鶴
明
琵
外
國
關
係
の
轟
は
北
邊
に
萱
南
海
藷
は
中
瓶

　
　
、
　
料
に
多
く
見
え
、
後
出
の
サ
ヴ
ァ
リ
ー
兄
弟
の
世
界
商
業
群
典
、
チ
ャ
　
　
以
後
や
う
や
く
問
題
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
丈
献
に
反
映

　
　
　
　
　
イ
ニ
奏
．
楽
ジ
ト
リ
ー
第
二
巻
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
中
國
商
菱
　
し
て
、
會
典
等
の
政
書
、
続
志
な
ど
の
地
理
書
や
類
書
の
外
國
關

　
　
　
　
　
内
な
ど
に
も
み
え
る
。
制
銭
の
輸
出
は
清
代
も
纒
綾
し
た
。
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
@
⑬
明
袋
期
の
馨
゜
地
馨
に
は
覆
の
轟
勝
讐
引
い
た
も
の
が
係
の
記
事
は
、
北
緯
．
西
方
關
係
に
多
く
南
海
關
係
に
少
な
く
、
ま

　
　
　
　
　
多
い
が
・
星
磋
勝
覧
に
は
ま
た
島
夷
志
略
を
引
用
し
た
部
分
が
多
い
。
．
　
　
た
あ
つ
て
も
、
島
夷
志
略
な
ど
前
代
の
邊
籍
の
記
事
を
引
用
す
る
こ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
な
ほ
、
史
料
一
般
に
つ
い
て
は
、
石
田
乾
之
助
1
1
甫
海
に
關
す
囑
支
那
　
　
と
で
絡
つ
て
ゐ
る
場
合
が
主
で
あ
り
ま
ち
。
で
す
か
ら
、
日
本
や
琉

　
　
　
　
　
史
料
、
昭
和
二
〇
年
。
，
　
　
　
　
　
　
　
球
側
の
後
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
イ
ス
パ
ニ
ア
の
資
料
を
求
め
な
け
れ

　
　
@
⑭X
鄭
ガ
購
雛
甥
撫
籠
騨
筋
雛
黙
ぱ
嚢
せ
塞
今
寒
，
有
名
轟
和
の
航
海
転
し
た

獅
　
　
　
期
待
さ
れ
る
。
物
名
も
や
は
り
專
門
家
に
よ
つ
て
決
定
せ
ね
ば
な
ら
な
　
　
馬
漱
の
瀬
涯
勝
覧
、
費
信
の
星
磋
勝
覧
な
ど
明
初
の
代
表
的
な
見
聞



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

3
8
@
録
や
明
實
録
南
海
關
係
史
料
（
田
村
教
授
編
）
な
ど
に
つ
い
て
貿
易
　
　
實
録
に
は
、
宜
徳
四
年
五
月
と
景
泰
三
年
五
丹
に
、
爪
畦
の
使
臣
が

　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ハ

　
　
の
一
斑
を
う
か
貸
つ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹄
國
に
當
つ
て
、
乗
船
の
新
造
・
修
理
を
乞
ふ
て
許
さ
れ
、
併
せ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
　
　
明
の
太
組
の
賦
役
・
兵
制
・
通
貨
・
開
鑛
政
策
は
銀
幣
使
用
を
避
　
　
回
賜
の
品
物
を
以
で
廣
東
に
於
い
て
鐵
釘
・
鐵
鍋
そ
の
他
と
貿
易
せ

　
　
け
る
た
め
の
も
の
で
せ
う
が
、
貿
易
面
で
は
嚴
格
な
朝
貢
制
と
下
海
　
　
ん
こ
と
を
願
ひ
、
前
回
は
違
禁
の
故
を
以
て
断
ら
れ
ま
し
た
が
、
次
「

　
　
の
禁
を
行
ひ
ま
し
た
。
し
か
し
永
樂
以
降
大
勢
に
順
慮
し
て
概
ね
制
　
　
回
に
は
許
可
さ
れ
た
と
あ
り
、
鐵
器
輸
出
の
公
許
と
廣
東
の
鐵
器
に

卿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
限
を
ゆ
る
め
、
成
化
前
後
に
は
廣
州
は
大
い
に
繁
昌
し
た
や
う
で
す
。
　
野
す
る
海
外
の
需
要
を
物
語
つ
て
ゐ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
景
泰
四

　
　
，
問
題
の
鐵
器
輸
出
は
、
律
に
よ
つ
て
嚴
禁
さ
れ
、
二
重
の
制
約
を
　
　
年
（
一
四
五
三
年
）
の
鐵
器
輸
出
解
禁
に
先
立
つ
正
統
九
年
か
ら

　
　
蒙
つ
た
故
か
、
そ
の
資
料
は
北
方
關
係
で
は
や
玉
多
い
や
う
で
す
が
、
　
（
一
四
四
四
年
）
北
邊
で
は
也
先
勢
力
が
擾
頭
し
ま
す
が
、
そ
の
也
先

　
　
南
海
關
係
で
は
ま
だ
殆
ん
ど
み
つ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
こ
に
墳
　
　
の
使
者
が
京
師
に
來
つ
て
廣
東
の
鐵
鍋
を
購
は
う
と
し
諸
際
、
鍋
費
　
　
螺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
東
鐵
器
の
登
場
を
み
る
の
は
興
味
が
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
商
人
と
便
格
（
一
鍋
絹
二
疋
）
の
黙
で
事
が
起
つ
た
事
件
が
あ
り
ま
－
4
2

　
　
　
　
一
般
的
に
み
ま
し
て
、
明
代
の
封
南
海
鐵
器
輸
出
は
、
島
夷
志
略
す
。
廣
東
鐵
鍋
は
北
邊
互
市
に
も
霧
し
た
の
で
め
り
ま
す
。
北
邊
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
に
み
え
た
や
う
な
情
況
で
あ
つ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
が
、
裏
付
に
　
　
の
鐵
鍋
輸
出
に
つ
い
て
は
私
は
ま
だ
調
べ
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
萬
暦
明
・

　
　
な
る
資
料
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
鐵
釜
に
つ
い
て
は
、
明
初
に
琉
球
　
　
倉
典
の
規
定
を
み
ま
す
と
、
時
期
が
は
つ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
の
貢
使
が
來
て
「
そ
の
俗
紋
綺
を
貴
ば
す
、
磁
器
・
鐵
釜
を
貴
ぶ
」
　
　
へ
ば
、
會
阿
館
開
市
後
の
滑
途
交
易
に
つ
い
て
、
恰
密
に
封
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

，
　
　
と
述
べ
、
日
本
が
轍
迎
す
る
商
品
の
な
か
に
鐵
針
（
笹
二
針
債
銀
七
　
　
臨
桃
府
・
蘭
州
地
方
に
於
い
て
、
朶
顔
・
幅
鯨
．
泰
寧
三
衛
に
は
葡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
分
）
・
鐵
錬
（
1
1
鎖
、
茶
壷
を
懸
け
る
も
の
）
・
鐵
鍋
（
彼
國
雌
自
有
　
　
州
・
運
化
等
虚
で
、
牛
羊
・
鐵
鍋
・
（
鐵
）
黎
鐘
の
牧
買
を
認
め
、
他

　
　
而
不
大
、
大
者
至
爲
難
得
、
毎
一
鍋
償
銀
一
爾
）
俸
あ
る
、
°
と
い
ふ
　
　
労
、
弘
治
年
闇
の
給
賜
番
夷
通
例
の
鐵
鍋
落
封
す
る
折
還
物
領
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　

　
　
記
事
が
あ
り
ま
す
が
、
後
者
は
日
本
と
蘇
州
な
ど
の
鐵
鍋
鋳
造
技
術
　
　
に
は
「
鐵
鍋
三
尺
闊
面
、
毎
口
一
百
五
十
貫
」
と
、
鐵
鍋
の
回
賜
を

　
　
の
優
劣
が
輸
出
入
の
理
由
に
な
つ
て
居
る
黙
興
味
が
あ
り
ま
す
。
明
　
　
正
式
に
規
定
し
、
穆
宗
隆
慶
實
録
に
は
、
　
靱
に
封
し
て
「
弘
治
初



　
　
年
の
北
虜
三
貢
の
例
、
遼
東
の
開
原
・
建
寧
の
廣
鍋
交
易
の
や
う
に
、
　
　
　
　
て
は
多
く
を
語
ら
な
い
。
癒
涯
勝
覧
は
現
地
の
取
引
慣
習
、
特
に
貨
幣

　
　
北
人
は
金
銀
゜
牛
馬
皮
張
思
尾
等
の
物
を
以
て
、
明
商
は
段
紬
布
　
　
　
　
に
つ
い
て
の
、
星
磋
勝
覧
や
祀
允
明
（
一
四
六
〇
i
一
五
二
六
）
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
記
は
鄭
和
船
隊
の
航
程
に
つ
い
て
の
好
賓
料
を
ふ
く
む
の
み
。

　
　
疋
．
鍋
釜
等
を
以
て
互
布
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
い
L
と
の
総
督
　
　
⑲
洪
武
の
下
海
の
禁
令
以
後
・
隆
慶
元
年
潭
州
か
ら
の
東
西
二
洋
下
海
通

　
　
宣
・
大
・
山
西
尚
書
王
崇
古
の
上
奏
が
み
え
ま
す
が
、
王
崇
古
は
、
　
　
　
　
商
の
許
可
ま
で
、
中
國
商
民
の
公
然
た
る
海
外
渡
航
は
許
さ
れ
ず
、
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
「
北
人
は
鍋
を
得
て
も
鐵
を
練
す
る
ご
と
が
で
き
ぬ
…
…
…
蓋
し
廣
　
　
　
　
出
は
、
貢
使
の
回
國
と
肝
本
．
琉
球
．
佛
朗
機
商
人
の
仲
介
貿
易
に
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍋
は
生
鐵
で
あ
つ
て
妙
練
を
受
吃
な
い
爵
ら
」
と
述
べ
て
ゐ
も
。
，
騰
諺
鞍
撫
麟
購
難
麟
域
誕
抑
．
齢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
私
は
こ
の
廣
鍋
を
廣
東
の
鐵
鍋
と
解
し
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
正
統
頃
　
　
　
　
・
迎
し
渠
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
岡
本
良
知
氏
（
例
へ
ば
史
學
＝
ニ
ー
一
）

　
　
に
は
廣
東
の
鐡
鍋
は
、
北
邊
の
鐵
鍋
輸
出
に
あ
つ
て
重
要
な
地
位
を
　
　
　
　
－
の
研
究
で
は
、
一
五
世
紀
牛
に
は
中
國
商
船
は
イ
ン
ド
ま
で
行
か
な
く

　
　
占
め
て
ゐ
た
も
の
と
い
へ
ま
せ
う
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
西
洋
（
針
路
）
へ
の
鐡
器
の
直
接
輪
出
先
は
島
夷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志
略
の
記
事
ほ
ど
廣
く
は
な
い
だ
ら
う
。
な
ほ
本
丈
四
五
頁
上
段
。
　
　
，
一

　
　
@
⑯
C
難
鎌
短
曙
磯
韓
撫
噛
繍
慰
⑳
薮
墓
叢
薯
條
．
　
　
　
緬

　
　
　
　
　
志
゜
島
夷
志
略
の
域
を
出
な
い
。
問
題
は
異
な
る
が
後
藤
秀
穗
氏
が
、
　
　
⑳
胡
宗
憲
1
1
簿
海
圖
編
巻
二
、
倭
國
事
略
、
倭
好
の
條
。
嘉
靖
一
八
年
日

　
　
　
　
　
「
所
謂
永
樂
・
宣
徳
條
約
な
る
も
の
の
正
体
を
論
」
じ
、
そ
れ
に
關
し
て
‘
　
本
使
臣
が
蘇
州
で
鐡
針
な
ど
鐵
器
を
購
入
し
た
こ
と
は
、
小
葉
田
綿
．

　
　
　
　
　
嘉
靖
以
後
の
諸
書
を
簿
海
圖
編
の
系
統
と
吾
學
編
系
統
に
分
け
た
が
、
9
　
　
ト
　
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
、
四
三
九
－
四
四
二
頁
に
み
え
、
な
ほ

　
　
　
　
　
三
浦
博
士
も
小
葉
田
教
授
も
同
じ
見
解
ら
し
い
（
小
葉
田
淳
ー
中
世
日
　
　
　
　
　
圖
編
巻
＝
一
、
五
一
a
l
五
二
a
に
は
蘇
州
城
外
の
鐵
鍋
冶
坊
の
こ
と

　
　
　
　
　
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
、
三
五
四
頁
）
。
他
の
問
題
に
つ
い
て
も
擾
・
　
が
み
．
窒
。

　
　
　
　
　
に
さ
う
で
あ
れ
ば
、
十
幾
種
の
政
書
・
類
書
は
結
局
二
種
の
書
に
す
魁
　
　
　
⑫
宣
宗
宣
徳
實
録
巻
五
四
、
宣
徳
四
年
五
月
壬
戌
の
條
、
英
（
實
は
景
）
宗

　
　
　
　
　
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
「
　
景
泰
實
録
巻
二
一
六
、
景
泰
三
年
五
月
丁
未
の
條
。
流
涯
勝
覧
爪
嘘
の
‘
；
　
’

　
　
　
⑰
關
係
史
籍
と
そ
れ
に
關
す
る
研
究
は
石
田
乾
之
助
1
1
南
海
に
關
す
る
支
　
　

條
は
鑛
鐵
の
産
に
注
目
し
、
黄
省
曾
ー
西
洋
朝
貢
典
録
は
そ
の
貢
ロ
開
に

　
　
　
　
　
那
史
料
、
昭
二
〇
年
に
ゅ
つ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
洋
鐵
・
鐵
槍
・
摺
鐵
刀
を
の
せ
て
ゐ
る
。
鋳
物
と
鍛
造
物
と
の
交
換
，
　
’

　
　
　
⑱
こ
れ
ら
の
中
國
側
史
料
は
一
般
に
そ
の
國
と
の
政
治
的
關
係
、
風
俗
、
　
　
　
　
　
が
知
ら
れ
る
。

3
9
@
　
　
　
土
産
お
よ
び
貢
品
（
“
輸
入
品
）
に
つ
い
て
詳
し
く
、
輸
出
品
に
つ
い
ー
、
　
⑳
朝
貢
使
臣
（
と
き
に
華
僑
商
人
な
ど
が
備
稻
す
る
）
　
一
行
の
交
易
に
は

ー



蜘
　
制
度
の
慧
は
別
と
し
て
妻
上
、
嘉
使
司
所
在
地
で
の
官
算
行
　
゜
地
は
い
寒
奎
に
普
く
・
北
邊
の
互
市
景
方
の
廣
東
嚢
鍋
を
持

　
　
　
　
　
と
の
取
引
、
　
一
行
中
の
起
京
人
員
に
よ
る
往
回
沼
途
で
の
取
引
、
北
京
　
　
　
　
　
出
す
必
要
は
な
い
。
故
に
必
ず
し
も
廣
鍋
即
廣
東
鍋
で
は
な
い
か
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
會
同
館
開
市
で
の
官
牙
と
の
取
引
の
三
段
階
が
あ
る
。
外
國
貢
使
、
商
　
　
　
　
　
れ
な
い
が
、
つ
じ
っ
ま
を
合
は
せ
て
、
近
代
の
河
南
の
廣
鍋
と
は
廣
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

、
　
㌧
　
　
　
人
は
自
國
物
産
、
と
回
賜
品
と
を
以
て
自
己
の
眞
に
欲
す
る
中
國
物
産
と
　
　
　
　
　
式
鐵
鍋
で
曾
て
華
北
に
も
行
れ
た
廣
東
鐵
器
の
模
倣
で
あ
る
と
考
へ
て

　
　
　
　
　
交
換
し
、
中
國
商
人
は
朝
廷
の
回
賜
品
を
か
う
し
て
入
手
し
た
。
會
典
　
　
　
　
　
み
る
。

　
　
　
　
　
等
に
規
定
さ
れ
た
貢
品
．
回
賜
品
は
實
は
現
實
の
貿
易
品
目
で
は
な
い
。
　
　
　
　
呉
承
恩
（
一
五
〇
Q
I
八
こ
）
に
よ
つ
て
現
行
の
形
に
な
つ
た
西
遊
記

　
　
　
⑭
李
賢
”
古
穰
雑
録
摘
抄
、
紀
録
彙
編
本
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
獅
駝
洞
に
棲
む
三
怪
の
た
め
孫
行
者
一
行
が
難
に
遭
う
一
節
（
七
五

　
　
　
⑳
萬
暦
會
典
巻
＝
二
、
給
賜
外
夷
、
西
城
恰
密
の
條
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
）
に
、
老
魔
の
腹
中
に
入
つ
た
孫
悟
空
が
、
廣
束
よ
り
鍋
を
持
参
し

　
　
　
⑳
阿
右
巻
一
＝
、
三
衛
の
條
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
、
魔
が
絶
食
し
て
も
そ
の
肚
を
煮
て
喰
う
か
ら
李
氣
だ
と
言
ふ
箇
所

　
　
　
⑳
運
化
に
は
永
樂
以
來
官
管
鐵
廠
が
あ
つ
た
。
春
明
夢
絵
録
巻
四
六
、
工
　
　
　
　
　
が
あ
る
の
を
想
起
す
る
。
當
時
の
廣
東
鐵
鍋
の
名
聲
を
．
知
る
よ
す
が
に

　
　
　
　
　
部
、
鐵
廠
。
萬
暦
會
典
巻
一
九
四
、
工
部
一
四
、
殆
課
（
逡
化
鐵
冶
事
　
　
　
　
　
な
ら
う
。
廣
と
熟
す
る
語
と
し
て
、
嘉
靖
廣
東
通
志
巻
六
六
、
夷
情
に
、

　
　
、
　
　
例
。
國
朝
典
彙
巻
一
九
五
、
工
部
、
鐵
冶
。
た
だ
し
萬
暦
八
年
慶
止
。
　
　
　
　
　
醤
志
お
そ
ら
く
成
化
九
年
の
通
志
を
引
い
て
・
東
洋
へ
の
輸
出
に
は
多
　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
　
⑳
現
物
を
欲
し
な
い
外
國
使
臣
に
寳
砂
を
折
給
す
る
規
定
、
嘉
靖
六
年
よ
　
　
　
ぐ
綜
縣
を
用
ひ
、
西
洋
へ
の
輸
出
に
は
多
く
廣
貨
を
用
ふ
、
と
あ
る
。
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喘

　
　
　
　
　
り
折
銀
。
萬
暦
會
典
巻
一
＝
二
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
現
代
用
語
で
は
輸
出
入
が
逆
に
な
つ
て
廣
貨
は
廣
東
よ
り
輸
入
さ
れ
る

　
　
　
⑳
穆
宗
隆
慶
實
錬
巻
五
五
、
隆
慶
五
年
二
月
庚
午
の
條
と
三
月
庚
寅
の
條
。
　
　
　
　
洋
品
の
意
と
い
ふ
。
（
井
上
翠
ー
－
支
那
語
中
僻
典
）
。

　
　
　
　
　
な
ほ
萬
暦
の
初
期
、
馬
慣
に
準
遣
て
、
鐵
鍋
の
大
な
る
も
の
毎
口
紬
一
　
　
次
に
清
代
初
期
に
お
け
る
廣
東
、
特
に
佛
山
鎭
（
南
海
）
の
鐵
鍋
の

　
　
　
　
　
疋
、
中
は
竣
布
四
疋
、
小
は
二
疋
と
定
め
市
に
五
〇
〇
口
を
用
意
し
た

　
　
　
　
　
が
・
交
易
の
實
際
は
二
市
で
計
三
〇
〇
に
み
た
な
か
つ
た
と
い
う
。
方
　
　
内
外
販
路
に
關
す
る
記
事
遣
し
て
、
康
煕
二
六
年
（
一
六
八
七
）
以
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
　
　
逢
時
1
1
大
隙
櫻
集
巻
二
ご
、
上
内
閣
張
太
岳
論
鐵
鍋
書
。
　
　
　
　
　
．
，
前
の
出
版
に
か
か
る
屈
大
均
の
廣
東
新
語
に
引
用
さ
れ
た
廣
州
記
に
、

　
　
　
　
　
右
實
録
の
記
事
は
⑳
同
様
萩
原
淳
李
氏
の
教
示
に
ょ
る
。
　
・
　
　
　
・
　
　
廣
州
商
人
が
香
糖
・
果
箱
・
鐵
器
∵
藤
蝋
・
香
椒
・
蘇
木
・
蒲
葵
の

　
　
　
⑳
廣
鍋
を
廣
東
の
繋
と
解
す
る
の
は
⑳
の
李
賢
を
婿
し
、
そ
の
妻
諸
貨
を
以
て
北
は
豫
章
（
－
ー
江
西
）
臭
漸
・
西
は
長
沙
゜
漢
。
・
南

　
　
　
　
　
か
ら
推
察
し
た
。
し
か
し
中
國
通
郵
地
方
物
産
誌
（
一
九
三
七
）
に
擦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
つ
た
山
崎
百
治
農
博
ー
1
支
那
物
産
綜
覧
・
三
九
一
・
三
九
二
頁
に
河
南
　
　
は
マ
カ
オ
．
東
西
二
祥
に
赴
く
、
と
み
え
、
康
煕
五
七
年
頃
ハ
一
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認

　
　
　
　
　
省
商
城
の
廣
鍋
（
年
蓮
錆
量
三
〇
万
口
）
の
名
が
み
え
る
。
．
鐵
鍋
の
産
　
　
　
一
八
）
頃
書
か
れ
た
佛
人
ω
曽
く
舞
団
兄
弟
の
世
界
商
業
大
僻
典
に
よ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
れ
ば
、
廣
東
の
輸
出
鐵
器
は
、
鐵
材
お
よ
び
三
ま
た
は
五
口
一
組
の
　
　
の
塵
も
同
様
に
一
律
に
禁
止
し
、
永
く
定
例
と
す
る
、
船
員
炊
事
用
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勒

　
　
鐵
鍋
・
鐵
釜
・
鐵
錨
・
鋳
鐵
圓
筒
・
鐵
線
そ
の
他
の
鐵
器
よ
り
成
り
、
　
の
鍋
は
銅
鍋
・
沙
鍋
を
使
は
せ
れ
ば
不
自
由
は
な
い
、
と
い
つ
た
上

　
　
輸
出
先
は
、
海
南
島
・
マ
ニ
ラ
・
日
本
・
交
阯
支
那
・
東
京
・
シ
ャ
　
　
鍮
が
出
ま
し
た
。

　
　
ム
・
バ
ダ
ヴ
ィ
ヤ
・
カ
ム
ポ
ジ
ャ
で
あ
る
が
、
ス
マ
ト
ラ
の
ア
チ
ン
　
　
　
こ
の
記
録
は
サ
ヴ
ァ
リ
の
記
事
に
符
合
し
ま
す
が
、
し
か
し
何
隻

　
　
よ
り
西
に
は
及
ん
で
ゐ
な
い
、
こ
れ
ら
は
重
量
物
だ
か
ら
も
つ
ば
ら
　
　
の
外
國
商
船
が
鐵
鍋
を
積
出
し
た
か
合
計
数
が
問
題
で
す
が
、
假
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
底
荷
と
し
て
積
載
さ
れ
た
、
と
あ
り
、
債
格
も
誌
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
　
　
に
年
卒
均
二
〇
隻
と
し
て
最
大
二
萬
連
四
〇
萬
斤
、
最
小
二
千
連
四

　
　
れ
で
は
敬
量
的
に
は
い
か
な
る
情
況
で
あ
つ
た
か
と
い
ひ
ま
す
と
、
　
　
萬
斤
に
達
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
少
く
と
も
嘉
慶
四
年
か
ら
道
光
一

　
　
雍
正
九
年
（
一
七
三
一
年
）
に
お
け
る
賓
東
布
政
使
楊
永
斌
の
鐵
鍋
　
　
四
年
の
間
（
一
七
七
九
ー
一
八
三
四
）
に
は
廣
東
省
に
お
け
渦
鐵
鍋
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虹

　
　
出
洋
の
禁
を
定
め
ん
こ
と
鑑
請
ふ
上
奏
如
と
、
そ
れ
に
封
す
る
雍
正
　
　
鋳
造
椹
は
佛
山
の
櫨
戸
が
猫
占
し
て
ゐ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
　
一

　
　
帝
の
鐵
鍋
出
洋
禁
止
の
上
醜
と
に
よ
れ
ば
、
廣
東
鐵
鍋
の
輸
出
は
そ
　
　
乾
隆
二
二
年
（
一
七
五
七
）
に
貿
易
港
が
廣
州
一
港
に
制
限
さ
れ
た
　
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
黷
ﾜ
で
夷
船
に
よ
る
場
倉
は
禁
止
さ
れ
て
ゐ
な
㎞
・
そ
こ
で
甕
こ
と
、
五
・
年
（
；
会
）
褄
茶
・
銀
取
引
の
譲
的
誕
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
七
・
八
・
九
年
度
の
夷
船
出
口
冊
を
査
槍
す
る
と
、
毎
船
買
ふ
と
こ
　
　
俘
ふ
外
國
商
舶
來
航
数
の
激
増
、
さ
き
の
悪
示
令
に
も
拘
ら
す
持
績
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
ろ
の
鐵
鍋
は
、
少
き
は
一
百
連
か
ら
二
・
三
百
連
、
多
き
は
五
百
な
　
　
た
鐵
鍋
出
洋
な
ど
を
、
國
内
販
路
の
接
大
と
と
も
に
、
併
せ
考
へ
れ
　
　
，

　
　
い
し
】
千
連
に
の
ぼ
る
、
鐵
鍋
を
買
は
な
い
船
は
十
の
晶
・
二
に
す
　
　
ぱ
佛
山
の
鋳
鍋
舖
戸
（
櫨
戸
）
の
景
氣
の
ほ
ど
も
推
察
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
ぎ
な
い
、
　
一
連
は
、
大
鍋
な
ら
二
個
、
小
鍋
で
四
ー
六
個
よ
り
成
り
　
　
　
と
こ
ろ
で
か
」
る
大
き
な
顧
客
を
持
ち
ま
す
佛
山
鋳
鍋
ギ
ル
ド
が

　
　
目
方
に
し
て
約
二
〇
斤
だ
か
ら
、
一
千
連
な
ち
ぱ
二
萬
斤
に
達
す
る
、
　
一
体
ど
う
い
ふ
生
産
構
造
を
有
し
て
ゐ
た
か
、
私
ど
も
が
普
通
に
ギ

　
　
鐵
鍋
は
錯
煉
し
て
兵
器
を
つ
く
り
得
る
か
ら
、
今
後
は
申
國
船
た
る
　
　
ル
ド
と
い
ふ
言
葉
に
よ
つ
て
想
像
す
る
よ
う
な
窮
屈
な
も
の
で
あ
り

　
　
と
夷
船
た
惹
と
を
問
は
す
、
慶
鐵
出
洋
の
禁
例
に
照
し
て
嚴
禁
し
て
　
　
得
た
だ
ら
う
か
、
そ
の
猫
占
権
は
ギ
ル
ド
自
身
の
力
に
よ
つ
て
獲
得
、
°

罎
　
は
如
何
、
と
い
ふ
上
奏
に
封
し
て
、
廣
東
に
限
ら
す
他
省
洋
船
出
口
　
　
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
の
凋
占
に
封
抗
す
る
も
の
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

翅
　
何
か
、
そ
れ
と
牙
行
や
璽
商
・
鐘
商
（
大
煉
ー
製
銑
櫨
経
螢
）
・
官
　
　
な
も
の
が
あ
つ
た
老
う
に
思
は
れ
ま
す
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
　
僚
資
本
と
の
關
係
は
ど
う
か
、
な
ど
疑
問
が
生
じ
ま
す
が
、
こ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
す
　
　
び

　
　
將
來
の
問
題
と
し
ま
し
て
、
清
末
の
鐵
鍋
の
輸
出
に
つ
い
て
一
言
ふ

．
　
れ
て
こ
の
話
を
終
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
以
上
、
中
國
の
製
鐵
・
加
工
技
術
は
製
鋼
・
鋼
鐵
製
品
に
於
い
て

　
　
　
ア
ヘ
ン
職
宰
以
後
の
激
丈
貿
易
關
係
資
料
は
非
常
に
敷
が
多
い
と
　
　
四
周
の
民
族
に
劣
つ
た
が
、
製
銑
・
鋳
鐵
製
晶
に
於
い
て
勝
つ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰

　
　
思
ひ
ま
す
が
、
私
が
み
ま
し
た
丈
献
は
四
・
五
種
に
す
ぎ
ま
せ
ん
ゆ
　
　
た
、
そ
の
た
め
に
中
國
は
鋼
鐵
を
輸
入
し
、
鋳
物
を
輸
出
す
る
こ
と
　
　
　
、

　
　
そ
の
印
象
で
は
、
鋼
鐵
の
輸
入
は
別
と
し
て
、
從
來
輸
出
品
で
あ
つ
　
　
に
な
つ
た
、
と
い
ふ
假
定
か
ら
出
磯
し
、
貿
易
一
般
に
さ
う
で
あ
つ

　
　
た
鐵
條
・
鐵
確
な
ど
が
輸
入
に
輻
じ
た
こ
と
と
鋳
物
輸
出
に
關
す
る
　
　
た
が
、
ど
く
に
鐵
器
輸
出
の
場
合
は
、
歴
代
朝
貢
貿
易
体
制
と
刑
法

　
　
記
事
が
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
中
國
の
鐵
（
1
1
土
法
製
鐵
．
　
　
と
に
よ
り
二
重
に
制
限
を
蒙
つ
た
が
、
そ
れ
は
政
治
的
．
軍
事
的
見
　
　
一

　
　
鐵
器
業
）
が
騙
途
さ
れ
る
過
程
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
た
野
、
鐵
鍋
の
　
　
地
か
ら
の
強
制
で
あ
つ
て
、
維
濟
的
褒
展
と
く
に
商
品
・
貨
幣
取
引
　
妬

　
　
場
合
は
欧
米
人
の
貿
易
調
査
に
於
い
て
は
興
味
を
ひ
か
す
、
看
過
も
　
　
の
獲
展
（
銀
）
は
、
こ
の
制
限
を
打
破
り
、
一
方
軍
餉
な
ど
財
政
的
　
　
申

　
　
し
く
は
省
略
さ
れ
た
や
う
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
、
　
　
　
必
要
か
ら
王
朝
自
身
を
し
て
交
易
・
鑛
山
開
嚢
に
の
り
出
さ
せ
る
こ

　
　
　
同
治
か
ら
光
緒
初
期
に
か
け
て
清
朝
・
大
官
僚
に
よ
つ
て
軍
事
的
　
　
と
に
な
り
、
貿
易
一
般
の
嚢
達
と
と
も
に
鐵
器
の
輸
出
も
伸
張
し
た
、

　
　
近
代
化
の
條
件
と
し
て
近
代
的
製
銑
・
製
鋼
産
業
の
樹
立
が
熱
心
に
　
　
　
そ
の
鐵
器
の
代
表
は
鐵
鍋
で
あ
る
が
、
明
代
申
期
以
後
廣
東
（
佛

　
　
計
書
さ
れ
始
め
、
長
く
績
い
た
薔
式
の
土
法
製
鐵
期
は
絡
り
、
煤
・
　
山
）
鐵
鍋
が
國
の
内
外
に
大
き
な
販
路
を
獲
得
し
、
鋳
鍋
ギ
ル
ド
は

　
　
鐵
時
代
に
入
り
ま
す
。
し
か
し
日
用
鐵
器
部
門
で
は
こ
の
鍋
や
農
具
　
　
猫
占
的
特
権
を
享
有
し
た
、
と
い
ふ
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
何
分
乏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
の
製
造
は
依
然
土
法
製
鐵
と
結
合
し
て
根
強
く
淺
存
し
て
居
り
ま
し
　
　
し
い
資
料
に
基
い
て
の
想
像
読
で
、
話
の
筋
も
な
く
結
論
ら
し
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

、
　
て
、
民
國
初
期
に
お
い
て
、
貿
易
面
で
も
重
要
な
輸
・
移
出
品
目
で
　
　
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
皆
様
の
御
教
示
を
得
ま
し
て
、
不
足
を
補
い

　
　
あ
り
、
廣
東
鐵
鍋
（
廣
鍋
）
の
上
海
に
お
け
る
市
場
は
や
は
り
確
實
　
　
ー
誤
り
を
正
し
て
研
究
に
一
歩
を
加
へ
る
こ
と
が
出
來
ま
し
た
ら
ま
こ



　
　
　
と
に
幸
で
あ
り
ま
す
。
御
清
鶏
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
雍
正
九
年
十
月
二
＋
五
日
付
、
雍
正
殊
批
論
旨
、
楊
永
斌
の
部
。

　
　
　
　
⑪
明
末
清
初
の
人
屈
大
均
（
康
熈
三
葦
残
）
の
こ
と
は
・
山
内
喜
代
美
，
⑱
張
嗣
行
1
1
（
乾
隆
屠
州
府
志
書
、
典
謹
。
ま
た
、
皇
朝
政
典
類
纂
巻

　
　
　
　
　
　
謬
簗
毒
禽
東
＋
三
馨
・
四
八
孟
山
ハ
頁
・
　
　
　
　
；
毛
、
護
七
、
開
探
事
例
に
も
、
但
し
誤
つ
て
乾
隆
九
年
と
す
る
。

　
　
　
　
⑳
果
箱
義
支
の
箱
詰
・
　
　
　
　
、
　
　
’
　
　
⑳
康
熈
至
ハ
年
正
月
庚
辰
、
中
國
食
は
葉
洋
貿
易
を
除
い
て
西
（
南
）

　
　
@
　

S
難
諜
樺
溝
初
廣
東
貿
易
に
關
す
る
養
糟
〔
東
轟
’
譜
簸
鐸
藤
鐡
難
麓
嘆
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
准
番
邦
貿
易
良
民
圓
籍
疏
に
よ
る
と
、
雍
正
五
年
に
復
た
洋
禁
を
開

　
　

@
　 M

「
佛
山
俗
、
善
藩
、
其
錘
（
峯
者
、
大
者
日
糖
園
．
餐
羨
　
　
い
た
と
い
ふ
・
張
氏
阻
爲
府
志
糞
一
暴
文
五
・

，
　
曜
擁
琳
凝
難
擁
鱗
騒
灘
⑭
難
鰹
繕
踏
轍
理
糟
撮
榔
∵

　
　
，
⑳
．
餓
馨
大
縄
．
二
縄
．
上
繍
．
総
．
花
埜
圏
、
繕
粗
分
、
餓
　
・
と
あ
る
・
乾
墜
四
西
九
年
は
矩
均
二
＋
五
隻
位
・
茜
年
竺
｝
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MARKET FOR THE CANTON· MADE IRON PAN 
AFTER XV CENTURY 

By Shigemi Sasamoto 

After, the Han. (i!4) Period at latest China was exporting casted. iron 
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tools. to her neighbouring regions and importing wrought i~on tools and 

steel from those regions, but most of the- succeeding dynasties enjoyed 

exportation of iron implements largely from the military point of view. 

With the development in the, Sung (*)period of exchange economy 

and of foreign trade the export of iron implements, especially cooking 

pans, became one of the staples exported to' the South Seas, and after 

the middle of the 15th century at latest Canton ($1'1'1) became gradually 

the centre of manufacture of iron pans either for the home market or 

for the South Seas. Though this was partly due to the importance of 

Canton-as the open port as well as to the economic prosperity of Ma

cao, the role played by the iron pan guilds of Fo-shan-chen (Nan-hai 

Hsien i¥JlifHI!ffi), which enjoyed monopoly of iron pan manufacturing, can

not be 0verlooked. The monopoly seems to have been the result of 

the Government's iron policy for the district of Kwang-tung, which had 

been adopted for incr~a~ing' fina~cial revenues. How~ver, with the 

development of the so-called t'u-Iu (±.:PJ), a local type of iron pan 

manufacturing, the monopoly enjoyed by the guilds of Fo-shan-chen (~ 

W~) became threatened. 
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