
批

介

評
・
紹

唐

代

邸

庖

の

研

究

日

野

開

三

郎

昭
和
四
十
三
年
十
二
月

A
5
版
六
五
四
頁

自
費
出
版
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昭
和
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
日
野
開
三
郎
氏
の
『
支
那
中
世
の
軍
閥
』

が
、

今
な
お
唐
代
後
牢
期
の
政
治
史
・
世
曾
史
研
究
を
志
す
者
に
恰
好
の
入
門
書
の

役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
柄
に
属
す
。

「
唐
代
藩
鎮
の
研
究
」

と
い
う
副
題
を
添
え
た
『
支
那
中
世
の
軍
閥
』
が
世
に
で
て
か
ら
四
字
世
紀
を

へ
て
塵
界
に
提
供
さ
れ
た
日
野
氏
の
書
き
下
し
の
著
書
が
、
『
唐
代
邸
庖
の
研

究
』
と
題
さ
れ
た
本
書
で
あ
る
。
本
書
の
後
記
に
よ
る
に
、
還
暦
を
み
ず
か
ら

紀
念
し
て
本
書
を
緩
め
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
護
行
者
は
日
野
開
三
郎
、

非
費
品
な
の
で
あ
る
。
本
文
六
四
六
頁
、
長
安
城
園
・
洛
陽
城
間
・
域
内
四
門

制
坊
闘
・
八
門
制
減
市
闘
が
附
せ
ら
れ
、
博
引
率
刀摘
立
の
資
料
に
満
ち
滋
れ
た
四

章
か
ら
な
る
本
書
を
批
評
・
紹
介
す
る
約
束
を
し
て
い
な
が
ら
、
他
事
に
と
り

ま
ぎ
れ
、
つ
い
延
引
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
、

筆
者
の
怠
惰
を
叱
責
す
る
か
の

ご
と
く
、
『
績
唐
代
邸
庖
の
研
究
』
(
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
夜
行

A
5
版

七
O
八
頁
地
圏
一
葉
)
が
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
績
篇
の
目
次
を

一

瞥
し
て
、
第
五
章
か
ら
第
九
章
ま
で
と
結
語
が
附
せ
ら
れ
、
正
・
績
の
雨
情
が

一
貫
し
た
構
想
の
も
と
に
書
き
下
さ
れ
て
い
る
の
を
知
り
、
緩
篇
を
み
な
い
で

正
篇
の
み
の
紹
介
を
し
な
い
で
い
て
よ
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
次
第
。
績
篇
が

著

出
版
さ
れ
た
以
上
は
、
正
績
あ
わ
せ
て
論
評
す
べ
き
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
つ

つ
も
、
時
間
的
徐
裕
の
な
い
ま
ま
、
績
篇
を
参
照
じ
つ
つ
、
正
篇
を
重
鮎
的
に

紹
介
し
、
感
想
め
い
た
批
評
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
野
氏
は
本
書
執
筆
の
動
機
を
、
序
言
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
「
唐
宋
時
代
は
中
園
の
産
業
・
商
業
が
前
後
に
比
を
見
な
い
大
躍
進
を

遂
げ
た
時
代
で
、

唐
末
五
代
の
大
動
飢
は
こ
う
し
た
経
済
的
大
躍
進
が
政
治

的
・
世
曾
的
奮
僅
制
を
打
破
し
て
新
秩
序
を
導
き
出
し
た
過
渡
的
混
飢
に
外
な

ら
ぬ
。
産
業

・
商
業
の
研
究
は
此
の
時
代
の
歴
史
を
扱
う
上
に
中
心
課
題
で
あ

る
と
い
う
も
過
言
で
は
な
い
。
我
が
東
洋
史
皐
界
の
現
状
が
産
業

・
商
業
の
研

究
に
精
カ
を
集
注
し
て
唐
宋
時
代
の
把
握
を
深
め
つ
つ
あ
る
は
正
に
的
を
射
た

行
き
方
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
産
業
史
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
商
業
史
を
と
り

上
げ
る
場
合
、
そ
の
研
究
推
進
の
目
六億
的
な
分
野
は
、
此
れ
を
大
き
く
観
る

も
、
商
品
問
題
、
貨
幣
・
金
融
問
題
、
交
通
総
迭
等
流
通
問
題
、
流
通
を
荷
う

商
人
問
題
等
、
頗
る
多
岐
で
あ
り
、

更
に
此
の
う
ち
の
商
人
問
題
の
み
に
就
い

て
此
れ
を
細
か
く
見
る
に
、
客
商
・
坐
買

・
牙
人
等
、
人
口
に
拾
突
し
乍
ら
案

外
に
解
明
の
試
み
ら
れ
て
い
な
い
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る。

此
所
に
扱

う
邸
庖
は
客
商

・
坐
頁

・
牙
人
等
と
共
に
流
通
を
荷
っ
て
い
た
商
入
居
で
、
従

来
、
流
通
界
に
於
け
る
そ
の
役
割
の
全
く
評
償
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ

る
に
と
。
な
る
ほ
ど
、
手
も
と
の

『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
を
検
し
て
も
、
客

商
・
坐
一
賀
・

牙
行
は
正
項
目
と
し
て
解
説
さ
れ
て
い
る
の
に
、
邸
庖
は
正
項
目

は
お
ろ
か
、

索
引
に
も
姿
を
み
せ
て
い
な
い
。
で
は
邸
庖
と
は
何
か
。
序
言
に

つ
づ
け
て
い
う
。

「
邸
・
底
、
も
し
く
は
此
の
二
つ
を
合
せ
た
邸
庖
の
語
は
唐

代
の
文
献
に
頻
見
し
、
そ
れ
が
商
品
流
通
の
上
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た

こ
と
は
、
誰
し
も
た
や
す
く
気
附
き
得
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
也
意
す
る
に
、

此
の
邸
庖
は
現
在
邦
語
の
大
邸
宅
を
指
す
邸
や
商
広
を
指
す
庖
と
は
全
く
異
つ
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て
お
り
、
そ
の
寅
慢
が
何
で
あ
る
か
に
先
ず
関
心
を
惹
か
れ
る
。
此
の
邸
庖
の

賞
趨
に
就
い
て
最
初
に
論
及
せ
ら
れ
た
の
は
故
加
藤
博
士
で
、
同
博
士
は
唐
宋

時
代
の
倉
庫
を
研
究
せ
ら
れ
、
此
の
立
場
か
ら
邸
庖
に
そ
の
用
法
の
あ
る
こ
と

を
指
摘
論
愛
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
山阿
同
博
士
は
倉
庫
の
外
に
商
庖
及
び
飯

館
を
指
す
用
法
が
並
存
し
て
い
た
と
設
か
れ
て
い
る
。
邸
庖
に
放
館
を
指
す
用

法
の
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
な
い
事
賞
で
あ
っ
て
、
そ
の
詳
細
は
後
文
に
論
述
す

る
が
、
飯
館
を
指
す
用
語
と
し
て
の
邸
庖
の
考
察
に
は
、
此
の
邸
庖
を
以
て
指

同
情
せ
ら
れ
る
放
館
と
客
舎
・
放
合
そ
の
他
の
用
語
を
以
て
指
稽
せ
ら
れ
て
い
る

飯
館
と
の
異
同
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
放
館
を
指
す
邸
庖
の
研

究
に
は
向
補
足
す
べ
き
徐
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叉
現
在

邦
語
の
商
庖
を
指
す
唐
代
の
主
た
る
用
語
は
感
及
び
鋪
で
あ
り
、
邸
庖
は
此
の

態
鋪
と
は
っ
き
り
医
別
せ
ら
れ
て
い
て
、
邸
庖
に
商
庖
を
指
す
用
法
あ
り
と
す

る
加
藤
設
は
そ
の
ま
ま
で
は
受
取
り
難
い
。
邸
庖
と
臨
時
鋪
と
の
匝
別
は
唐
以
前

に
於
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
宋
代
に
於
い
て
も
や
は
り
そ
の
傾
向
が
強
く
残
存

し
て
い
る
。
か
く
て
邸
庖
の
完
全
な
理
解
の
震
に
は
、
従
来
の
倉
庫

・
商
庖

・

政
舘
等
と
す
る
解
説
を

一
路
ふ
ま
え
つ
つ
も
、

更
め
て
全
面
的
な
再
考
察
を
行

う
必
要
が
あ
る
様
に
恩
わ
れ
る
。
」
よ
し
、
考
察
の
封
象
を
唐
代
に
限
定
し
て
、

前
後
の
時
代
の
邸
庖
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
専
攻
者
に
よ
っ
で
究

明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
ら
れ
る
。
執
筆
の
初
め
に
は
百
頁
程
度
の
も
の

に
纏
め
て
出
版
し
よ
う
と
さ
れ
た
が
、
書
き
出
す
と
初
め
の
見
通
し
よ
り
も
は

る
か
に
膨
大
と
な
り
、
結
局
、
正
績
あ
わ
せ
て
千
三
百
五
十
頁
に
お
よ
ぶ
E
加

と
な
っ
て
完
成
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。

序
言
に
つ
づ
き
、
正
篇
は

一

感
舗
と
邸
庖

二

邸
庖
の
基
本
的
諸
営
業

三

邸
庖
の
閥
係
諸
業
務
へ

の
愛
展

四

州

豚

城
邑
の
邸
広

の
四
章
か
ら
な
り
、
績
篇
は

五

草
市
の
設
展
と
庖
H

六

草
市
の
設
展
と
庖
口

七

草
市
の
登
展
と
庖
国

八
草
市
の
設
展
と
庖
伺

九

邸
庖
と
権
力

の
五
章
に
「
結
言
」
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
各
章
は
固
な
い
し
十
節
に

分
れ
、
各
節
が
ま
た
細
分
さ
れ
て
小
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
、
目
次
だ
け
で
二
段

組
み
九
頁
に
お
よ
ぶ
文
字
通
り
の
大
著
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
第

一
章
か
ら
順
に
著
者
の
論
旨
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
「
一
態
鋪
と

邸
庖
」
は
、

ω商
庖
を
指
す
態
鋪
と
そ
の
盛
用

ω建
鋪
と
庖
別
せ
ら
れ
た
邸

庖

ω邸
と
信
制
邸
庖
の
全
図
的
普
及
遁
浦
、
の
四
項
に
分
け
、
現
在
邦
語

の
商
庖
を
指
す
唐
代
の
代
表
的
な
用
語
は
露
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
が
盛
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
鋪
も
ま
た
商
庖
を
指
し
、
患
に
つ

い

で
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
時
代
を
降
る
に
従
っ
て
使
用
度
を
高
め
て
い

る
か
の
観
が
あ
る
こ
と
、
邸
庖
は
商
庖
を
指
す
態
鏑
と
直
別
せ
ら
れ
た
別
の
も

の
で
、

邸
庖
と
い
っ
た
場
合
、
邸
は
そ
の
建
築
規
模
の
大
き
な
も
の
を
指
し
、

庖
は
小
さ
な
も
の
を
指
す
が
、
庖
に
は
ま
た
此
の
邸
広
を
線
括
し
た
賢
い
意
味

の
用
法
も
あ
り
、
邸
庖
は
州
豚
城
ロ
巴
に
遍
在
し
て
感
鋪
と
と
も
に
城
市
構
成
の

最
重
要
要
素
を
な
し
、
更
に
州
蘇
域
外
の
草
市
や
曲演
山
村
に
も
庖
・

草
広
が
末

端
に
ま
で
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
論
護
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

唐
律
疏
議

・
容
四
・
名
例

・
卒
服
者
の
僚
の

「
其
船
及
磁
鎧

・
邸
庖
之
類
。
亦
依
犯
時
賃

直
」
に
劃
す
る
疏
議
に

「
邸
庖
者
。
居
物
之
慮
矯
邸
。
治
責
之
島
震
活
。
稽
之
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類
者
。
鋪
建
薗
宅
。
.品
目
至
多
。
略
穆
宏
綱
。
不
可
備
載
。

故
言
之
類
。
」
と

あ
る
の
を
引
用
し
つ
つ
、
邸
を
倉
庫
、
庖
を
商
庖
と
し
て
、
邸
と
庖
と
を
機
能

的
に
分
別
し
て
い
る
唐
律
疏
議
の
概
念
規
定
は
、

一
見
い
か
に
も
尤
も
ら
し
く

て
そ
の
寅
は
紹
封
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

「二

邸
庖
の
基
本
的
諸
営
業
」
は、

I
放
宿
業

E
食
飲
業

E
倉
庫
業

W
厩
含
と
庖
後
、

の
四
節
か
ら
な
り
、
患
や
鋪
と
冨
別
せ
ら
れ
封
置
し
て
使
用

せ
ら
れ
て
い
た
邸
庖
の
経
営
業
務
を
検
討
し
て
、
そ
の
第
一
は
放
宿
業
務
で
あ

り
、
こ
れ
に
連
関
し
て
食
飲
業
と
倉
庫
業
と
を
併
せ
経
営
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

三
業
務
の
粂
径
は
お
よ
そ
邸
広
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
基
本
的
必
須
傑
件
で
あ

り
、
そ
の
一
-
を
鉄
く
も
邸
居
と
は
い
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
放
館
を
あ

ら
わ
す
唐
代
の
用
語
に
は
、
逆
波
・
披
合
・
放
宿
・
飯
館
・
宿
舎
・
客
舎
な
ど

種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
語
を
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
披
舘

の
す
べ
て
が
邸
庖
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
例
え
ば
宿
泊
だ
け
を
扱
う
政
館
は

逆
波
以
下
客
合
の
諸
用
語
を
も
っ
て
あ
ら
わ
し
う
る
が
、
邸
底
や
旗
庖

・
般
邸

と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
邸
庖
の
中
に
は
こ
れ
ら

基
本
的
な

三
業
務
の
う
ち
の

一
業
務
の
経
営
設
展
に
重
黙
を
お
く
も
の
が
あ

り
、
食
飲
業
務
か
ら
食
庖

・
沼
庖

・
餅
庖
な
ど
が
設
展
し
、
預
り
保
管
業
か
ら

宋
代
の
場
坊
す
な
わ
ち
専
門
倉
庫
業
の
分
化
設
展
が
導
き
だ
さ
れ
る

一
方
、
邸

庖
の
業
務
的
妥
展
は
基
本
的
な
三
業
務
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
三
業

務
に
関
連
し
、
も
し
く
は
顧
客
の
中
心
層
を
な
す
客
商
へ
の
奉
仕
と
な
る
種
々

の
諸
業
務
に
進
出
し
、
由
同
汎
な
活
躍
を
展
開
し
て
、
経
済
の
後
遺
に
極
め
て
重

要
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
り
、
邸
庖
の
研
究
は
む
し
ろ
こ
の
愛
展
的
な
諸
業

務
の
面
に
お
い
て

一
一
層
重
要
で
興
味
あ
る
問
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
、
と
し

て
、
次
章
が
導
き
だ
さ
れ
る
。

コニ

邸
庖
の
関
係
諸
業
務
へ
の
設
展
」
は
、

I
交
通
運
輸
関
係
諸
業
務
へ

の
設
展

E
客
商
の
取
引
助
成

E
金
融
業
へ
の
愛
展

W
邸
庖
の
商
業
取
引

自
営
、
の
四
節
か
ら
な
る
。
交
通
運
輸
業
は
邸
庖
の
業
務
と
密
接
な
繋
り
を
も

っ
て
い
た
の
で
、
邸
庖
の
中
か
ら
そ
の
経
営
に
乗
出
し
て
い
く
も
の
が
多
く
、

そ
の
第
一
は
陸
上
交
通
輪
迭
の
最
重
要
手
段
で
あ
っ
た
灘
畜
の
費
賀
、
車
や
そ

の
部
品
の
製
造

・
販
質
・
修
理

・
鞍
百
六
そ
の
他
の
長
途
旗
行
用
品
の
販
買
と
い

っ
た
営
業
へ
の
粂
管
的
登
展
で
、

J
-
X
庖
e

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
に

嘗
り
、
第
二
は
水
上
の
交
通
総
迭
に
結
び
つ

い
た
営
業
へ
の
粂
営
的
援
展
で
、

多漕
庖
。
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
に
嘗
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
遠
隔
地
問
商
業
の
措
い
手
で
あ
る
客
商
が
目
的
地
に
お
い
て
短
日

月
の
滞
在
中
に
大
量
の
商
品
を
頁
賀
集
散
す
る
震
に
は
、
そ
の
土
地
の
商
況
に

通
じ
た
者
の
斡
旋
協
力
を
不
可
歓
と
し
、

唐
代
に
お
い
て
も
斡
旋
仲
介
を
専
業

と
す
る
牙
人
に
頼
っ
て
い
た
が
、

更
に
こ
れ
に
邸
広
が
加
わ
っ
て
重
要
な
役
割

を
演
じ
、
唐
宋
時
代
に
お
け
る
遠
隔
地
商
業
の
躍
進
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た

次
第
を
述
べ
、
つ
い
で
、
資
力
大
き
く
信
用
の
厚
い
大
都
曾
の
大
邸
庖
は
、
客

商
そ
の
他
の
人
々
の
金
銭
財
貨
を
預
り
保
管
し
て
そ
の
安
全
の
責
を
負
う
と
と

も
に
、
寄
附
鋪

・
橿
坊
な
ど
と
呼
ば
れ
た
金
融
業
界
に
進
出
し
、
更
に
大
邸
広

間
で
は
迭
銭
手
形
を
も
取
扱
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
論
じ
ら
れ
る
。
つ

い
で
に
、
唐
代
の
寺
院
が
周
知
の
ご
と
く
寺
産
と
し
て
田
園
や
磁
磁
を
も
ち
、

無
差
鶏
と
よ
ば
れ
る
質
庫
を
お
い
て
盛
ん
に
利
貸
を
行
な
っ
て
い
た
ば
か
り
で

な
く
、
更
に
邸
庖
の
粂
併
に
も
乗
出
し
て
い
た
鮎
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
も
と
も
と
邸
庖
は
宿
泊
・
食
飲
・倉
庫
の
三
業
務
を
基
本
業
務
と
し
商
品
の

費
買
取
引
を
業
と
す
る
態
舗
と
は
明
確
に
直
別
せ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
賞
際
に
は
大
き
く
商
品
質
買
を
扱
い
、
時
埠
鋪
の
領
分
を
侵
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
賓
買
を
態
鋪
の
寅
買
と
比
較
し
た
場
合
に
、
根
本
的
な
差
還
が

あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
感
鋪
が
商
品
別
に
従
っ

て
専
門
に
分
れ
て
い
た
の
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に
封
し
、
邸
庖
は
有
利
と
み
た
商
品
は
何
で
も
扱
っ
て
専
門
商
品
質
買
の
方
針

は
採
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
邸
庖
の
質
賃
は
投
機
的
で
あ
り
取
引
封
手
は
専
門

の
坐
買
客
商
を
主
と
す
る
大
口
高
額
で
卸
し
の
性
格
を
多
分
に
有
し
て
い
た、

と
さ
れ
る
。

建
鋪
と
箇
別
せ
ら
れ
た
邸
庖
の
基
本
的
諮
業
務
や
設
展
的
粂
営
的
諸
業
務
に

つ
い
て
の
一
二
章
に
わ
た
る
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
都
市
と
郷
村
を
通
じ
て
遍

く
普
及
し
て
い
た
邸
庖
を
一
括
し
て
線
穏
的
に
そ
の
性
格
な
い
し
機
能
の
面
を

研
究
さ
れ
た
著
者
は
、
つ
ぎ
に
角
度
を
か
え
て
こ
れ
ら
の
邸
庖
の
活
躍
の
質
態

や
経
済
上
に
果
し
た
役
割
等
の
面
に
目
を
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
首
然
の

こ
と
な
が
ら
、
州
鯨
城
口
巴
に
在
っ
た
邸
庖
と
、
郷
村
や
郷
村
内
に
設
展
し
つ
つ

あ
っ
た
新
商
業
小
都
市
す
な
わ
ち
草
市
に
在
っ
た
邸
庖
と
の
間
に
大
き
な
差
異

が
あ
り
、
雨
者
を
一
括
し
て
同
日
に
談
ず
る
こ
と
は
望
み
う
べ
く
も
な
く
、
城

ロ
巴
・
郷
村
雨
邸
庖
の
封
比
的
考
察
こ
そ
、
邸
庖
の
褒
展
過
程
を
段
階
的
に
跡
、、つ

け
る
研
究
と
し
て
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
、
第
四
章
以
下
を
執
筆
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

「
四
州
鯨
城
邑
の
邸
庖
」
は
、

I
州
鯨
域
口巴
制
の
概
要
日
城
市
の
内
部

構
成
と
邸
庖
態
鋪

田
城
市
丙
の
定
期
市
と
邸
庖

W
市
擦
の
商
業
活
動
と
邸

庖

V
城
市
内
邸
庖
の
増
加
と
四
壁
配
庖
制
の
行
詰
り
刊
皇
陵
の
普
及
設
展

H

W
塁
慰
の
普
及
設
展
口
湖
里
庖
の
普
及
設
展

K
態
広
の
城
外
展
出

X
邸
庖
(
及
び
媒
鋪
〉
の
普
及
設
展
の
意
義
、
の
十
節
か
ら
な
り
、
あ
わ
せ
て

三
八
八
頁
、
本
章
だ
け
で
正
篇
全
健
の
三
分
の
二
近
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
邸
庖
の
研
究
資
料
は
、
大
城
口
巴
の
も
の
、
と
く
に
長
安
や
洛
陽
な
ど
の

都
制
城
邑
の
も
の
に
つ
い
て
断
然
多
く
、
城
邑
の
最
高
段
階
に
在
る
邸
庖
か
ら

考
察
す
る
の
が
便
利
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
こ
れ
ら
の
邸
庖
を
内
包

し
て
い
た
州
豚
城
巴
制
そ
の
も
の
か
ら
一
通
り
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

ま
ず
唐
代
城
坊
制
の
概
要
を
述
べ
、

大
城
邑
の
戸
口
規
模
や
唐
代
戸
口
一統
計
の

不
精
確
さ
に
論
及
さ
れ
た
。
唐
代
の
戸
口
統
計
に
つ
い
て
は
、
日
野
氏
は
す
で

に
「
天
資
以
前
に
お
け
る
唐
の
戸
口
統
計
に
就
い
て
」
(
『重
松
先
生
古
稀
紀
念

九
州
大
祭
東
洋
史
論
叢
』
・
一
九
五
七
年
〉
と

「
大
唐
天
資
元
年
の
戸
口
統
計

の
地
域
的
考
察
」
(
『史
林
』
四
二
容
四
挽
・

一
九
五
九
年
〉

を昨製
表
し
て
お
ら

れ
、
安
史
の
飢
以
後
の
戸
口
一
統
計
に

つ
い
て
の
論
考
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
が
、
本
書
に
お
い
て
見
解
の

一
端
を
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
唐
代
後
半
期
に
お
い
て
人
口
百
高
を
有
す
る
百
蔦
都
市
は
、

首
都
の
長
安

の
み
な
ら
ず
、
刑
州
江
陵
府
も
省
時
の
史
料
に
よ

っ
て
確
認
で
き
、
数
字
を
と

も
な
っ
た
史
料
と
し
て
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
賓
際
に
は
こ
の
外
に
少
な
く
と

も
洛
陽
河
南
府
と
揚
州
の
二
つ
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、

綴
篇
に
附
せ

ら
れ
た

多唐
代
交
通
幹
線
路
と
商
業
的
要
大
城
ロ巴
園
。
と
題
す
る
地
図
に
お
い

て
も
、
百
着
口
以
上
の
城
邑
と
し
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の
都
曾
を
図
示
し
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
和

・
長
慶
年
間
以
後
に
お
い
て
こ
れ
ら
四
つ
の

都
合
同
に
つ
づ
く
城
下
戸
数
十
徐
高
、
人
口
に
し
て
四
五
十
寓
の
域
邑
と
し
て
日

野
氏
が
数
え
ら
れ
る
の
は
、
盆
州

・
蘇
州

・
杭
州
・
宣
州

・
洪
州
・
潤
州
・
豪

州
・
越
州
・
常
州
・

委
州
な
ど
で
あ
る。

邸
広
を
ふ
く
む
都
曾
に
お
け
る
商
業

活
動
に
お
い
て
人
口
規
模
の
大
小
が
も
っ
意
味
は
き
わ
め
て
高
く
、
最
初
に
こ

の
問
題
に
意
欲
的
に
取
組
ま
れ
た
著
者
の
視
角
は
全
く
正
嘗
な
の
で
あ
る
が
、

本
書
の
成
果
に
お
い
て
今
後
も
っ
と
も
閥
心
を
よ
ぶ
の
は
、
お
そ
ら
く
唐
後
牢

期
に
お
い
て
百
商
都
市
を
四
つ
も
設
定
さ
れ
た
こ
の
部
分
の
結
論
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
貼
は
日
野
氏
自
身
も
十
分
承
知
の
上
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

「
唐
末
に
三
十
蔦
の
城
下
戸
数
を
も
ち
、
元
和
の
頃
既
に
百
高
戸
と

詩
に
う
た
わ
れ
て
い
た
剣
州
の
元
和
郡
勝
志
の
統
計
戸
数
は
、
此
れ
に
勝
る
と

も
劣
ら
ぬ
戸
数
規
模
を
も
っ
て
い
た
揚
州
の
統
計
戸
数
と
共
に
、
現
在
検
失
し
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て
い
て
知
る
由
も
な
い
が
、
天
貨
の
統
計
戸
敏
は
剤
州
が
僅
か
に
三
官
問
、
揚
州

で
さ
え
七
蔦
蔓
に
す
ぎ
な
い
。
天
安
の
統
計
に
於
い
て
は
五
高
・
七
高
の
戸
数

の
州
は
彩
し
く
多
く
、
三
蔦
・
四
寓
の
州
は
比
較
的
に
い
っ
て
寧
ろ
小
州
で
あ

る
。
剤
州
は
揚
子
江
上
流
域
に
在
る
。
天
賓
の
初
め
に
は
未
だ
戸
数
的
に
小
州

で
あ
っ
た
剤
州
が
唐
末
に
第
一
流
の
超
E
大
戸
数
を
も
っ
城
下
に
設
展
し
て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
揚
子
江
上
流
域
に
於
け
る
都
市
の
褒
展
は
、
天
費
以
前

に
於
い
て
は
さ
ま
で
著
し
く
な
か
っ
た
の
が
、
天
資
以
後
俄
然
急
調
と
な
っ
た

こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
云云」(一一一一一一

O
頁
〉
と
い
い
、
「
要
す
る
に
、
唐
代
各

府
州
の
統
計
戸
数
は
そ
の
管
下
全
域
の
戸
数
統
計
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の

線
数
は
、
城
下
戸
数
と
し
て
書
き
侍
え
ら
れ
、
も
し
く
は
推
定
せ
ら
れ
る
敏
よ

り
も
少
い
の
が
殆
ん
ど
で
、
一
見
、
本
稿
の
城
下
戸
数
推
定
を
過
大
に
失
す
る

妄
論
と
し
て
容
さ
ぬ
一
大
障
壁
を
な
し
て
い
る
か
に
受
取
れ
る
が
、
統
計
戸
数

は
土
戸
の
み
を
採
っ
て
客
戸
を
除
外
し
て
い
た
こ
と
の
外
に
、
賞
在
戸
数
を
全

く
離
れ
た
空
廻
り
の
数
で
、
常
に
賞
数
よ
り
も
常
識
外
れ
に
少
い
数
と
な
っ
て

い
た
事
貨
を
知
れ
ば
、
戸
口
一
統
計
数
か
ら
感
ぜ
ら
れ
る
障
碍
は
無
い
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
然
し
二
三
十
菌
戸
、
二
一
百
高
口
の
大
域
下
の
推
定
に
は
、
そ
れ

が
徐
り
に
も
E
大
な
る
が
故
に
、
果
し
て
か
か
る
大
都
市
が
あ
り
得
た
か
と
い

う
常
識
的
な
懸
念
が
残
る
。
か
か
る
大
都
市
を
支
え
る
震
に
は
食
糧
そ
の
他
の

補
給
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
追
っ
て
論
及
す
る
と
し
て
、
此
の
懸
念
を
除
く

意
味
で
、
北
宋
時
代
の
首
都
開
封
府
の
城
下
戸
口
数
に
就
い
て
、
そ
れ
が
末
年

に
百
寓
戸
、
五
百
高
口
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
参
考
ま
で
に
論
述
し
て
お

く
。
」
(
三
三
二
頁
〉
よ
書
い
て
お
ら
れ
る
。
常
識
を
破
る
新
し
い
問
題
提
起

は
、
い
つ
の
場
合
で
も
も
っ
と
も
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ

の
提
言
に
は
、
賛
成
者
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

城
市
内
の
邸
庖
は
城
市
の
四
壁
に
沿
っ
て
市
域
を
包
む
形
に
配
置
せ
し
め
る

の
が
唐
初
以
来
の
制
度
で
あ
っ
た
が
、
唐
後
牢
期
に
お
け
る
邸
庖
の
増
加
現
象

、
は
つ
い
に
市
笠
配
庖
制
を
行
詰
ら
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
中
五
年
八
月
に

お
け
る
市
箸
お
よ
び
市
吏
の
大
整
理
を
引
起
し
た
。
市
壁
邸
庖
の
行
詰
り
は
路

庖
・
里
庖
の
褒
遂
の
結
果
な
の
で
あ
り、

こ
の
皇
居
の
考
察
に
は
そ
れ
に
先
行

し
た
里
擦
の
考
察
が
不
可
紋
と
な
る
。
庖
は
客
商
に
よ
っ
て
立
ち
、
客
商
は
坐

買
あ
っ
て
の
客
荷
で
、
結
局
、
庖
の
研
究
に
は
建
の
考
察
が
必
須
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
か
く
考
え
ら
れ
た
日
野
氏
は
、
盟
国
埠
の
普
及
設
展
を
跡
ず
つ
け
た
上
で

里
庖
の
普
及
後
展
を
精
細
に
説
き
つ
く
さ
れ
、
建
と
庖
の
城
外
へ
の
展
出
に
ま

で
説
き
及
ば
れ
た
。
論
が
こ
こ
ま
で
展
開
す
れ
ば
、
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
、
つ

ぎ
に
は
草
市
に
お
け
る
広
(
草
市
に
は
広
よ
り
規
模
の
大
き
な
邸
は
存
在
し
な

い
)
に
つ
い
て
の
論
述
が
展
開
さ
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
績
篇
に
譲
ら

れ
、
邸
庖
お
よ
び
態
鋪
の
普
及
設
展
の
歴
史
的
意
義
を
述
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て

本
章
を
締
め
く
く
り
、
同
時
に
正
篇
の
纏
め
の
役
割
を
果
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

城
邑
の
庖
障
に
見
ら
れ
る
市
外
・
域
外
へ
の
進
出
設
展
は
、
都
市
商
業
の
設

展
の
具
盤
的
現
象
の

一つ
で
あ
り
、
都
市
そ
の
も
の
の
内
部
的
質
的
な
獲
化
褒

展
に
連
る
問
題
で
も
あ
り
、

城
邑
の
庖
建
の
普
及
畿
展
が
も
っ
意
義
は
政
治

・

一世曾

・
経
済
の
諸
部
門
に
跨
っ
て
か
な
り
複
雑
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
筈
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
城
邑
の
都
市
的
登
展
、
流
通
経
済
の
護
達
と
い
う

唐
代
の
特
色
的
な
二
つ
の
大
き
な
時
流
の
中
に
お
け
る
意
義
の
究
明
に
嘗
る
こ

と
と
す
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
口
の
膨
脹
充
賓
と
康
広
の
城
市
外
へ
の

普
及
姿
展
と
は
相
表
裏
す
る
都
市
の
笈
展
現
象
に
外
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
特

に
著
し
く
な
っ
た
唐
の
後
半
期
、
即
ち
或
い
は
雨
税
法
時
代
と
い
わ
れ
、
或
い

は
藩
銀
時
代
と
い
わ
れ
る
時
代
は
、
長
年
の
停
統
に
立
っ
た
唐
の
坊
市
制
度
が

-次
第
に
弛
み
初
め
た
時
代
で
あ
り
、
本
来
治
安
重
視
の
立
場
か
ら
強
化
せ
ら
れ

巌
重
に
守
ら
れ
て
来
た
坊
市
制
度
が
治
安
の
も
っ
と
も
険
悪
で
あ
っ
た
藩
銀
時
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代
に
弛
み
初
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
い
か
に
も
矛
盾
し
て
い
る
か
に
思
わ

れ
る
が
、

I

こ
の
時
代
に
お
け
る
里
感
・
皇
后
の
普
及
こ
そ
が
夜
市
の
設
展
と
相

倹
っ
て
坊
市
制
を
崩
し
て
い
く
内
部
の
大
き
な
力
と
し
て
働
い
て
い
た
か
ら
な

の
で
あ
り
、
し
か
も
坊
市
制
が
こ
の
時
代
に
弛
緩
の
兆
候
を
現
わ
し
な
が
ら
唐

末
・
五
代
に
至
る
ま
で
と
に
も
か
く
に
も
維
持
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
方
に
そ
の

撤
廃
要
因
と
し
て
の
応
擦
の
普
及
緩
展
が
進
み
な
が
ら
も
、
他
方
に
治
安
悪
化

の
底
な
し
の
進
行
が
あ
っ
た
た
め
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
坊
市
制
を
時
代
お

く
れ
の
治
安
健
制
と
し
て
全
く
葬
り
去
る
に
は
、
坊
市
制
に
か
わ
っ
て
減
邑
の

治
安
を
荷
う
新
た
な
制
度
機
構
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
坊
市
制
が
全
く
消
滅
し

て
い
た
宋
代
に
お
い
て
城
ロ
巴
の
治
安
を
荷
う
こ
と
に
な
っ
た
城
廟
制
に
つ
い
て

の
研
究
が
必
要
に
な
る
が
、
そ
れ
を
別
の
機
曾
に
譲
っ
て
本
篇
を
締
め
く
く
ら

れ
た
。。

州
勝
城
邑
の
邸
庖
。
に
封
臆
す
る

φ

草
市
の
設
展
と
広
9

に
つ
い
て
の
考

察
は
、
績
篇
に
お
い
て
四
章
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
で
五
四
八
頁

分
を
占
め
(
途
中
に
、
参
考
と
し
て
鱒
れ
ら
れ
た
。
唐
代
嶺
南
に
於
け
る
金
銀

の
流
通
e

だ
け
で
九
十
頁
を
越
し
て
は
い
る
が
)
、
史
料
を
列
掌
し
つ
つ
説
き

来
た
り
説
き
去
ら
れ
る
著
者
の
論
旨
を
、
誤
り
な
く
要
約
し
解
説
す
る
こ
と

は
、
こ
の
小
文
で
は
到
底
不
可
能
な
の
で
、
紹
介
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
打
切

り
、
本
書
を
讃
み
進
み
な
が
ら
、
筆
者
が
感
じ
た
幾
つ
か
の
鮎
に
つ
い
て
、
述

べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
野
氏
は
、
受
業
生
た
ち
に
い
つ
も
、
一
家
の
言
を
な
す
こ
と
を
固
く
戒

め
、
論
を
抑
え
て
着
賞
な
考
登
結
果
の
み
を
示
せ
、
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
そ
う

で
あ
る
が
、
唐
代
邸
庖
に
関
す
る
本
書
も
、
ま
さ
に
ご
自
身
で
模
範
を
示
さ
れ

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
全
容
を
通
じ
て
史
料
の
語
っ
て
い
な
い
史

買
を
作
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
な
い
、
と
自
負
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
「
原

稿
終
に
就
ら
ん
と
す
る
直
前
、
エ
ン
プ
ラ
事
件
が
起
り
、
漸
く
始
末
が
つ
い
た

と
恩
っ
た
途
端
に
米
機
の
事
内
墜
落
が
あ
っ
て
、
事
圏
を
あ
げ
て
の
大
騒
ぎ
の

中
に
丸
半
年
聞
は
何
も
で
き
な
か
っ
た
。
」
と
後
記
に
書
い
て
お
ら
れ
る
こ
と

に
一
斑
を
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
数
年
の
大
事
問
題
を
め
ぐ
る
緊
迫
し
た
吠
況

の
最
中
に
、
こ
の
よ
う
な
大
著
を
書
き
綴
ら
れ
た
熱
意
に
は
、
全
く
頭
の
下
が

る
思
い
が
す
る
。
漢
か
ら
唐
に
か
け
て
の
中
園
史
に
あ
っ
て
は
、
史
料
の
関
係

か
ら
、
財
政
史
は
か
な
り
研
究
の
便
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
経
済
史
は

困
難
を
き
わ
め
て
い
る
が
、
経
済
史
上
の
重
要
問
題
で
あ
る
邸
底
の
分
析
を
、

か
く
も
細
部
に
ま
で
わ
た
っ
て
論
じ
っ
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
何
と
い

っ
て
も
本

書
の
メ
リ
ヅ
ト
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
唐
代
一位倉田
経
済
史
上
の
研
究
文
献
と
し

て
一
部
は
利
用
さ
れ
て
は
い
た
が
、
十
分
に
活
用
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
太
卒

慶
記
と
金
唐
詩
を
縦
横
に
駆
使
し
て
成
果
を
あ
げ
て
い
る
の
が
、
本
書
の
特
色

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
ず
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
著
者

は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
褒
め
言
葉
よ
り
、

注
文
や
批
剣
を
こ
そ
期
待
し
て

お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
以
下
に
筆
者
が
抱
い
た
疑
問
を
素
直
に
書
き
陳
ね

る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
太
卒
療
記
や
全
唐
詩
の
記
事
を
十
二
分
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
の
が
本

書
の
特
色
で
あ
り
、
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
危
険

性
も
伴
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
た
と
え
ば
、
既
に
紹
介
し
た
刻
州
江
陵

府
を
百
首
都
市
に
擬
定
す
る
場
合
、
元
和
郡
蘇
志
の
該
嘗
僚
は
歓
失
し
て
い
て

利
用
で
き
な
い
の
は
最
も
残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
沓
唐
書

・

省
三
九
・
地
理
志
の
該
嘗
僚
に
(
太
卒
資
字
記
・
倉
一
四
六
の
該
笛
僚
も
ほ
ぼ

同
じ
)
、
「
自
至
徳
後
。
中
原
多
故
。
裏
郵
百
姓
。
雨
京
衣
冠
。
蜜
投
江
湘
。
故

刻
南
井
邑
。
十
倍
其
初
。
乃
置
剰
南
節
度
使
。
上
元
元
年
九
月
。
置
南
都
。
以

剰
州
鍵
江
陵
府
。
長
史
潟
奏
。
観
察
制
置
。

一
準
南
京
。
云
云
」
と
あ
る
記
事
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を
ま
ず
引
用
し
、
元
棋
の
遺
輿
十
首
の
詩
は
傍
護
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
べ

き
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
邸
と
庖
と
は
同
じ
性
格
の
も
の
で
、

建
築
規
模
の
大
き
い
の
を
邸
と
い
い
、
小
さ
い
の
を
庖
と
い
う
、
と
さ
れ
る
結

論
は
首
肯
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
太
卒
貸
記
・
轡
一
六
・
杜
子
春
の

項
に
、
「
遂
縛
資
揚
州
。
買
良
国
百
頃
。
郭
中
起
甲
第
。
要
路
置
邸
百
徐
問
。
」

と
あ
る
の
が
邸
の
間
数
を
縛
え
た
唯
一
の
具
健
例
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は
嘗

時
と
し
て
考
え
ら
れ
る
邸
の
最
大
級
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
、
と
さ
れ
る
(
二
六
頁
〉
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
文
章
を
四
七
三
頁
で
再
び
引

用
さ
れ
た
際
に
は
、
「
邸
百
徐
聞
を
要
路
に
お
い
た
と
い
っ
て
い
る
。
百
の
数

字
は
良
田
百
頃
と
共
に
小
説
上
の
数
字
と
し
て
深
く
拘
泥
す
る
必
要
は
な
く
、

叉
良
回
百
頃
が
諸
腐
の
回
の
合
計
で
あ
る
僚
に
広
(
邸
の
課
り
)
の
百
聞
も
数

虎
の
合
計
か
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
そ
の
設
置
の
場
所
は
要
路

と
せ
ら
れ
て
い
る
よ
と
言
わ
れ
る
。
何
と
な
く
腕
に
お
ち
な
い
感
が
す
る
の

は
筆
者
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。

博
引
出
方
捜
の
資
料
に
満
ち
た
本
書
は
、
今
後
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
史
料
集
と
し
て
の
性
格
を
併
せ
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
は
引
用
文
に
誤
字

・
脱
字
が
目
立
つ
よ
う
で
、
残
念
で
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
、
剤
州
江
陵
府
を
百
商
都
市
に
援
定
す
る
際
に
使
わ
れ
た
元
棋

の
「
遺
輿
十
首
」
第
二
の
遣
の
字
が
遺
に
間
違
い
、
第
三
句
自
に
「
欲
識
短
復

長
」
の
五
字
を
脱
し
て
い
る
こ
と
さ
二

O
頁
)
、
次
の
頁
に
四
首
も
引
用
さ
れ

た
白
居
易
の
詩
な
る
も
の
は
、
す
べ
て
李
自
の
詩
で
あ
る
こ
と
な
ど
。
つ
い
で

に
申
す
と
、
こ
れ
ら
の
五
言
詩
を
五
句
づ
っ
引
用
さ
れ
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う

か
。
首
然
、
四
句
か
六
句
を
引
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
に
。

ま
た
、
原
文
史
料
を
引
用
さ
れ
る
場
合
、
讃
み
下
し
文
も
附
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
著
者
が
史
料
を
い
か
に
譲
ま
れ
た
か
は
、
句
讃
艶
の
あ
り
場
所
で
剣
断

す
る
し
か
手
段
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
書
巴
お
け
る
句
讃
貼
の
打
ち
方
に
納

得
し
が
た
い
こ
と
が
多
く
、
車
に
誤
植
と
は
い
い
き
れ
ぬ
よ
う
に
思
え
る
。
た

と
え
ば
、
九
頁
に
庖
患
の
用
例
と
し
て
摩
げ
ら
れ
た
郭
正

一
の
封
廊
建
策
を
、

「
封
廊
康
之
輿
用
。
存
交
易
山
津
之
利
。
事
属
貿
遷
。
云
云
」
と
句
讃
さ
れ
る

と
(
四

O
九
頁
で
再
度
引
用
さ
れ
た
場
合
も
ほ
ぼ
同
じ
)、
戸
惑
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
「
封
。
廓
態
之
興
。
用
存
交
易
。
山
海
之
利
。
事
厩
貿
遜
。
云
云
」
と

封
句
に
讃
む
べ
き
は
自
明
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

三

一
二

頁
に
引
か
れ
た
徐
竪
の
上
疏
の
文
章
を
、

「
受
使
之
人
。
有
徹
努
数
務
。
選吉岡

戸
抑
此
陪
郭
。
然
高
戸
之
位
。
田
業
既
成
。
安
土
重
蓮
人
之
恒
性
。
」
と
句
讃

さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
「
受
使
之
人
。
萄
徴
労
致
。

務
選
吉
岡
戸
。
抑
此
陪
郭
。

然
高
戸
之
位
。
田
業
既
成
。
安
土
重
遜
。
人
之
恒
性
。
」
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
ろ
う
。
も
う
一
つ
例
を
穆
げ
る
と
、
績
篇
の
六
九
八
頁
、
結
言
の
部
分
で
価

府
元
亀
・
省
五

O
二

・
邦
計
部
・

卒
緑
門

・
長
慶
元
年
七
月
十
八
日
の
篠
の
大

赦
の
制
を
引
用
さ
れ
、
「
美
利
蓋
鏡
於
主
掌
。
善
債
不
及
於
村
問
。
或
虚
招
以

奉
於
強
家
。
或
庚
俊
用
盗
於
遊
客
。
若
不
殿
約
何
以
除
。
云
云
」
と
あ
っ
て
、

と
し
て
自
設
を
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
、
疑
問
を
感
じ
て
原
文
に
あ
た
る
と

最
後
の
部
分
は
、
「
若
不
般
約
。
弊
何
可
除
。」

と
あ
り
、
一
態
は
恰
好
は
つ
く

が
、
盗
の
字
が
落
着
か
な
い
。
冊
府
元
亀

・
各
九
O
、
唐
大
詔
令
集
・
倉
一

O

に
収
録
さ
れ
て
い
る
大
赦
の
全
文
に
よ
っ
て
、
盗
が
資
の
字
の
誤
り
で
あ
る
こ

と
が
剣
明
す
る
し
、
こ
の
手
績
き
を
踏
ん
で
い
て
下
さ
れ
ば
、
氏
の
結
論
を
よ

り
精
彩
あ
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
初
め
に
紹
介
し
た
ご
と
く
、
本
書
は
、
邸
広
の
語
義
に
つ
い
て
の
加

藤
繁
設
の
不
備
を
補
正
し
、
唐
律
疏
議
の
解
醐
揮
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
稿
を
起

さ
れ
た
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
李
剣
農
民
が
『
貌
育
南
北
朝
階
唐
経
済
史

稿
』
(
一
九
五
八
年
自
序
、
一
九
六
三
年
二
月
新
一
版
〉
で
唐
代
に
お
け
る
商
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業
都
曾
と
市
場
形
制
を
論
じ
ら
れ
た
際
に
、
邸
庖
と
行
障
を
扇
別
し
、
唐
律
疏

議
に
も
と
づ
い
て
邸
を
倉
庫
な
り
と
す
る
加
藤
設
を
否
定
し
、
邸
と
庖
と
は
同

じ
も
の
で
、
近
代
の

。桟
行
¢
に
あ
た
り
、
倉
庫
と
旗
館
と
を
粂
ね
た
も
の
で

あ
る
、
と
さ
れ
た
(
二
三
三
頁
)
設
に
笛
然
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思

う
。
参
考
文
献
に
も
穆
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
あ
る
い
は
見

落
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
を
讃
過
し
て
の
感
想
を
素
直
に
書
き
記
し
て
き
た
が
、
筆
を
捌
く
に
あ

た
っ
て
、
護
者
に
本
書
の
回収
蓮
を
あ
げ
つ
、ら
い
す
、
ぎ
た
印
象
を
奥
え
は
す
ま
い

か
、
と
恐
れ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
筆
者
の
本
意
で
は
な
い
。
唐
宋
時
代
の
専
家

と
し
て
の
著
者
の
令
名
は
夙
に
高
く
、
釜
山
勾
の
言
は
進
呈
し
て
も
、
還
暦
を
す

ぎ
て
な
お
健
筆
を
ふ
る
い
つ
づ
け
ら
れ
る
著
者
へ
の
敬
意
は
増
す
ば
か
り
な
の

で
あ
る
。
今
後
も
、

ご
健
康
に
留
意
さ
れ
、
結
言
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
未
設
表

の
論
考
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
纏
め
て
出
版
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
後
進
を
縦
縫
し
て
下
さ

る

よ

う

念

願

す

る

次

第

で

あ

る

。

(

碗

波

護
)

東
洋
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研
究
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刊
之
十
二
之
二

中
園
征
服
王
朝
の

研

究

中

田

村

貫

造

著

A
5
剣

本

文

六

五
五
頁

定

債

四

千

五
百
園

本
書

(
中
谷
)
は
中
闘
征
服
王
朝
の
う
ち
金

・
元
商
朝
に
関
す
る
研
究

で
あ
る
が
、
遼
朝
史
の
研
究
を
主
と
し
た
上
容
と
は
、
そ
の
内
容
の
し
く

み
を
か
え
て
通
史
篇
と
研
究
篇
と
に
分
つ
こ
と
に
し
た
。
前
半
の
通
史
篇

で
は
金
朝
史

・
元
朝
史
を
通
論
し
、
後
半
の
研
究
篇
に
は
金
元
雨
朝
の
特

殊
研
究
八
篇
を
枚
め
た
。

内

容

通

史

篇

朝

通

史

研

究

篇

海
陵
王
の
遷
都
に
闘
す
る
一

考

察

大

金

得
時
間
陀
頒
碑
の
研
究

モ

ン
コ
ル
族
の
始
祖
説
話
と
移
住
の
問
題

チ
ン
ギ
ス
・
ヵ
l
ン
の
札

撤

ア

リ

ク

ブ
カ
の
飢
と
海
都
の
叛
飢

世

組

の

政

治

制

度

世

組

の
財
政
経
済
策
元
末
の
叛
蹴
と
そ
の
性
格

中
関
征
服
王
朝
に
つ
い
て

右
室
田
御
希
墓
の
方
は
本
禽
ま
で
御
申
込
み
下
さ
い

金

フ巳

史

朝

通

京
都
市
左
京
区
吉
田
本
町
京
大
文
筆
部
内

東

洋

史

研

究

曾

振
替
京
都
三
七
二
八
番
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