
斡

脱

銭

と

そ

の

背
主ヨ.
お司L

ー

l
十

三

世

紀

モ

ン

ゴ

ル

リ

元

朝

に

お

け

る

銀

の

動

向

1

i

(
下
)

目

次

二

十

J
十
三
世
紀
、
東
西
陸
上
貿
易
と
銀
の
問
題

ー
東
イ
ス
ラ
l
ム
圏
に
お
け
る
銀
通
貨
の
飲
乏
と
そ
の
回
復

2

西
ウ
ィ
グ
ル
園
の
東
西
分
裂
と
貿
易
上
の
競
合
的
立
場

3
中
園
に
通
ず
る
新
た
な
二
つ
の
通
商
路

①

青

海

ル

l

ト

②
長
域
外
草
原
ル

l
ト

十
J
十
三
世
紀
、
東
西
陸
上
貿
易
と
銀
の
問
題

愛

松町

男

宕

1 
③
金
朝
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
靭
に
か
け
て
の
推
移

中
国
銀
の
西
方
流
出

宋
代
、
東
西
貿
易
に
お
け
る
銀
の
登
場

遼
金
時
代
に
お
け
る
銀
の
動
向

北
宋
に
お
け
る
銀
の
産
出
と
銀
債
格
の
獲
動

金
元
時
代
の
銀
債
格

す

び

一回一

2 3 4 
む

1 

東
イ
ス
ラ
l
ム
圏
に
お
け
る
銀
通
貨
の
鉄
乏
と
そ
の
回
復

イ
ス
ラ
l
ム
世
界
に
お
い
て
、
債
値
の
評
債
・
交
換
の
媒
介
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
由
来
は

向
し
い
。
中
で
も
イ
ラ

l
ク
以
西
ア
フ
リ
カ
に
か
け
て
の
西
方
圏
で
は
、
東
ロ

1
7
帝
園
の
影
響
を
留
め
て
デ
ィ
ナ
ー
ル
金
貨
が
、
イ
ラ

l
ク

以
東
マ
ワ

l
ラ
ン
ナ
フ
ル
に
至
る
東
方
圏
で
は
、
サ

l
サ
ン
王
朝
以
来
の
俸
統
を
承
け
て
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
が
、

J

そ
紅
ぞ
れ
本
位
貨
幣
を
な
し

黄
金
・
白
銀
を
素
材
と
す
る
鋳
造
貨
幣
が
、

163 
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て
い
た
。
こ
の
東
部
イ
ス
ラ
l
ム
圏
に
十
世
紀
中
葉
か
ら
し
ば
し
著
し
い
銀
不
足
の
現
象
が
出
現
し
、
そ
れ
が
奮
態
を
完
全
に
回
復
す
る
十
三

*
 

世
紀
中
葉
ま
で
略
々
三
百
年
の
日
子
を
要
し
た
と
い
う
。

律知
・
目u
・回
gro-

↓ronH『
nz-白

神
戸

g
o同
包

τ
2
Z
岳
伺
塁
。

m-o目
別
曲
師
件
《
回
。
耳
目
件
。
骨

F
o
p
-
g向。
-
8
2
r・
〈
エ
ω『〈曲『
ι
』

E
E弘
氏
〉
臼
広
三
口

ω神
戸

M
L
F
O臼
・
同
由
一
w叶
一)

」
の
銀
不
足
の
現
象
は

サ

l
マ
ン
王
朝
ハ
∞
芯
J
S
S
の
中
期
に
嘗
た
る
十
世
紀
前
半
、
ブ
カ
ラ
に
都
し
た
こ
の
王
朝
が
ギ
ト
リ
フ
ィ
銅
貨
な

る
も
の
を
始
め
て
義
行
し
|
|
但
し
ζ

の
銅
貨
は
中
園
の
銅
銭
の
如
く
銅

・錫
の
合
金
ブ
ロ

ン
ズ
で
は
な
く
て
、
銅

-
E
鉛
の
合
金
プ
ラ
ス
を
使
用
す
る
も
の

ネ

で
あ
っ
た
!
|
績
い
て
後
期
に
嘗
た
る
十
世
紀
後
半
に
は
、
識
・
員
録
・
鉛
を
混
じ
た
悪
質
の
銀
貨
が
出
現
す
る
と
い
う
事
買
の
中
に
最
も
よ

イ
ス
ラ
l
ム
世
界
に
と
っ
て
破
格
な
か
か
る
卑
金
属
貨
幣
の
出
現
は
、
そ
の
裏
面
に
流
通
界
に
お
け
る
深
刻
な
銀
不
足
が

く
反
映
し
て
い
る
。

あ
っ
た
な
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。

本
佐
藤
圭
四
郎
氏
「
イ
ス
ラ
l
ム
煉
金
術
に
関
す
る
覚
書
」

(西
南
ア
ジ
ア
研
究
十
一
〉

-24ー

東
部
イ
ス
ラ
l
ム
圏
の
中
で
も
、

古
来
も
っ
と
も
商
業
の
栄
え
た
マ
ワ
i
ラ
ン
ナ
フ
ル
の
地
方
を
念
速
に
襲
っ
た
こ
の
銀
不
足
に
つ
い
て

は
、
イ
ス
ラ
J

ム
貿
易
闇
が
シ
ル
河
以
北
一
帯
の
遊
牧
ト
ル
コ
一
族
の
聞
に
浸
透
し
た
こ
と
、
特
に
フ
ァ

l
ラ
l
ズ
ム
地
方
を
経
由
、

ヴ
ォ
ル
ガ

下
流
域
か
ら
北
方
ル
l
シ
の
地
に
延
び
た
逼
商
路
が
更
に
北
欧
バ
ル
ト
海
沿
岸
に
連
絡
し
て
、
銀
が
こ
の
逼
路
を
西
北
に
流
れ
た
、
文
は
カ
シ

ユ
ガ
ル
に
擦
る
ウ
ィ
グ
ル
王
園
カ
ラ
カ
ン
朝
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
ア
ム
河
・
シ
ル
河
上
流
の
銀
蹟
匡
ザ
ラ
フ
シ
ヤ
ジ
地
域
が
失
わ
れ
た
、
或
は

九
六
二
年
に
濁
立
し
た
ガ
ズ
ナ
王
朝
が
大
量
の
銀
を
西
北
イ
ン
ド
に
奪
い
去
っ
た
、
等
々
の
理
由
が
拳
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
ま
だ
決
定
的
な

解
明
に
は
至
っ
て
い
な
い
模
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
穿
撃
は
本
テ

1
7
に
と
っ
て
直
接
的
な
関
わ
り
を
持
た
な
い
か
ら
、
姑
く
措
く
。
唯

こ
こ
で
は
、
十
世
紀
前
半
に
始
ま
り
十
三
世
紀
中
葉
に
牧
ま
る
東
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
で
の
銀
不
足
に
つ
い
て
、
更
め
て
注
意
を
喚
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
東
イ
ス
ラ
l
ム
圏
と
は
、
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
の
中
で
も
最
も
中
園
に
近
接
す
る
地
域
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く

|
|
こ
の
中
間
に
位
す
る
の
が
他
な
ら
ぬ
ウ
ィ
グ
ル
園
で
あ
る
が
1
1
古
来
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
の
名
を
以
て
著
名
な
東
西
貿
易
関
係
が
こ
れ
ら
雨
者
を



緊
縛
し
て
い
た
し
、
且
つ
時
あ
た
か
も
中
薗
で
は
宋
の
統
一
に
よ
る
卒
和
巳
宰
さ
れ
て
、
産
業
経
済
の
百
畳
し
い
伸
張
期
に
際
曾
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
観
て
く
る
と
、
東
イ
ス
ラ
l
ム
圏
に
認
め
ら
れ
る
か
か
る
銀
事
情
、
特
に
そ
の
不
足
か
ら
の
回
復
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
る
場
合
、
こ
れ
ら
諸
般
況
l
中
園
と
の
閥
係
・
中
園
側
の
現
欣
ー
を
無
視
し
て
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
が
凡
そ
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も

し
そ
う
な
ら
、
つ
ま
り
東
イ
ス
ラ
l
ム
圏
で
の
銀
不
足
の
解
消
に
中
園
銀
の
寄
興
が
あ
っ
た
と
い
う
な
ら
、
十
J
十
三
世
紀
の
シ
ル
ク
--
ロ
ー

ド
は
一
時
的
に
も
せ
よ
東
か
ら
西
に
向
つ
て
の
シ
ル
バ
ー
・
ロ

l
ド
の
観
を
呈
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
想
定
は
、

'次
の
よ
う
な
上
記
ブ
レ
ー

ク
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
或
る
程
度
ま
で
員
賞
に
田町
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち

「十
三
世
紀
の
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
で
鋳
造
さ
れ
た
銀
貨
の
特
色

と
し
て
、
そ
れ
ら
が
一
様
に
強
い
白
色
を
呈
す
る
の
は
、

l
嘗
時
ト
レ
ビ
メ
ン
P
や
キ
プ
ロ
ス
で
は
こ
の
特
徴
を
把
え
て
こ
れ
ら
銀
貨
を
品

n
Z
〔
白
色
〕

3

銀
貨
と
稽
し
た
l
冶
金
撃
の
分
析
結
果
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
の
含
有
に
起
因
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
こ
そ
は
中
園
銀
の
素
材
的
特
徴
に

他
な
ら
な
か

っ
た
L

と
。
も
っ
と
も
同
じ
中
園
銀
だ
と
は
云

っ
て
も
、
そ
の
西
方
流
出
経
路
に
は
陸
上
経
由
の
北
方
路
と
南
海
経
由
の
航
路
と

が
弁
存
し
て
い
る
か
ら
、
ア
ク
チ
ェ
銀
貨
の
出
現
を
目
し
て
直
ち
に
シ
ル
ク
・
ロ

l
ド
貿
易
の
み
の
数
果
と
断
じ
る
わ
け
に
は

f

ゆ
か
な
い
。
本

テ
1
マ
が
斡
脱
銀
と
の
関
連
に
お
い
て
中
園
銀
の
直
方
流
出
を
問
題
と
す
る
限
り
、
こ
の
事
情
は
十
分
に
顧
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
考
察
の
劃

象
を
シ
ル
ク

・
ロ
l
ド
・貿
易
に
限
定
じ
つ
つ
所
期
の
結
論
に
達
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
具
佳
的
賓
態
の
考
誼
を
措
い
て
他
に
遁
切
な
手
段
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
十
J
十
三
世
紀
に
お
け
る
ウ
ィ
グ
ル
人
の
商
業
的
動
向
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

'-25-'-

2 

西
ウ
ィ
グ
ル
閣
の
東
西
分
裂
と
貿
易
上
の
競
合
的
立
場

十
J
十
三
世
紀
の
陸
上
東
西
貿
易
に
お
い
て
中
園
銀
の
流
動
が
問
題
と
な
る
な
ら
ば
、
嘗
然
そ
れ
は
西
遷
ク
ィ
グ
ル
族
の
動
向
と
不
可
分
に

関
連
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
雄
飛
し
た
遊
牧
の
民
ウ
ィ
グ
ル
族
も
、
九
世
紀
の
中
葉
に
至
っ
て

キ
ル
ギ
ス
族
の
た
め
に
園
都
カ
ラ
バ
ル
ガ
ス
ン
を
覆
滅
せ
ら
れ
た
結
果
、
種
族
の
主
力
を
以
て
‘ビ
シ
ュ

パ
リ
ッ
ク
(
五
減
)
に
西
遷
し
、
以
後

こ
の
地
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
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漠
北
で
潰
散
し
た
ウ
ィ
グ
ル
の
部
衆
は
三
方
面
に
逃
奔
し
た
。

， v土
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烏
介
可
汗
に
率
い
ら
れ
て
中
園
北
漫
に
至
っ
た
が
唐
の
容
れ
る
所
と
な
ら
ず
、

天
徳
軍
|
山
西
省
代
鯨
西
北
ー
か
ら
雲
州
|
同
大
同
豚
|
-
朔
州

ー
同
朔
豚
の
聞
を
訪
復
し
た
後
、
霧
散
す
る
。
二
は
沙
州
甘
粛
省
敦
煙
豚
1

・
甘
州
同
張
披
豚
地
匿
に
走
っ
て
こ
の
地
に
遊
牧
勢
力
を
保
持

一
O
二
八
年
タ
ン
グ
l
ト
王
圏
西
夏
に
弁
呑
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
集
圏
が
上
記
の
天
山
南
北
地
域
に
西

古
城
を
中
心
に
再
興
さ
れ
た
西
遷
ウ
ィ
グ
ル
園
は
、

程
な
く
そ
の

勢
力
を
天
山
以
南
の
地
に
擁
大
す
る
。
天
山
南
麓
に
位
す
る
唐
の
西
州
高
昌
城
(
カ
ラ
コ

I
ジ
ョ
〉
が
先
ず
陥

っ
て
そ
の
封
園
と
な
り
、
績
い
て

す
る
こ
と
凡
そ
百
八
十
年
、

遷
し
て
定
住
化
し
た
所
謂
る
ビ
シ
ュ
パ
リ
ッ
ク
H

ウ
ィ
グ
ル
な
の
で
あ
る
。

タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
周
迭
の
オ
ア
シ
ス
都
市
園
家
、
が
悉
く
風
廃
す
る
の
で
あ
る
。
|
こ
の
西
遷
ウ
ィ
グ
ル
は
後
来
、
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
も
し
く
は
高
昌
ウ

ィ
グ
ル
・
和
州
ウ
ィ
グ
ル

・
火
州
ウ
ィ
グ
ル
と
も
稽
せ
ら
れ
る
|
元
来
こ
れ
ら
天
山
南
路
の
商
業
都
市
園
家
は
シ
ル
ク

・
ロ
ー
ド
の
要
衝
を
占
め
る
所

か
ら
、
古
来
そ
の
繁
楽
を
績
け
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
他
面
そ
れ
だ
け
に
中
園
と
遊
牧
勢
力
と
の
聞
で
の
争
奪
の
的
と
な
っ
た
土
地
柄
で
も
あ

る
。
漢
が
旬
奴
を
逐
っ
て
こ
の
地
に
進
出
し
て
よ
り
.以
来
、
唐
も
突
欧
を
匪
倒
し
て
こ
れ
に
臨
ん
だ
か
ら
、
イ
ラ
ン
的
・イ
ン
ド
的
要
素
と
並
ん

は
、
折
か
ら
圏
内
多
事
に
悩
む
中
晩
唐
期
中
園
の
不
振
に
乗
じ
て
、
こ
れ
ら
天
山
南
路
の
地
域
を
制
覇
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
特
に
重

- 26-

で
中
園
様
式
が
政
治

・
経
済
・
文
化
の
諸
方
面
に
迩
を
留
め
て
い
た
。
九
世
紀
中
葉
、

ビ
シ
ュ
パ
リ
ッ
ク
に
擦

っ
て
再
興
し
た
西
遷
ウ
ィ
グ
ル

モ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧
民
が
一
轄
し
て
定
住
の
民
に
な
る
と
い
う
の
は
、
少

く
と
も
東
ア
ジ
ア
で
は
稀
有
の
例
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
こ
の
西
遷
ウ
ィ
グ
ル
を
以
て
鳴
矢
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
こ
の
結
果
、
天

大
な
の
は
、
程
な
く
彼
等
が
定
住
の
民
に
樽
換
し
た
こ
と
で
あ
る
。

山
南
路
の
地
が
名
買
と
も
に
具
わ
る

「
ト
ル
コ
人
の
土
地
」
H
ト
'
ル
キ
ス
タ
ー
ン
化
す
る
端
絡
を
聞
か
れ
、

*
 

の
文
化
的
諸
形
態
が
新
た
に
ト
ル
コ
的
要
素
を
加
え
て
混
然
た
る
合
成
文
化
に
成
長
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
錯
雑
し
た
従
来

*
羽
田
亨
博
士
「
西
域
文
明
史
概
論
」
第
十
章

西
遷
ウ
ィ
グ
ル
族
が
醤
衆
の
遊
牧
生
活
を
捨
て
て
定
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
土
地
、

中
で
も
天
山
南
路
の
南
北
南
遁
に
沿
っ
た
オ
ア
シ
ス
地

帯
は
、
純
農
耕
祉
舎
の
色
彩
の
薄
い
都
市
圏
家
の
領
域
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
な
く
て
も
本
来
が
家
畜
と
い
う
動
産
の
み
の
聞
に
育
っ
た
彼

等
の
習
性
が
|
商
業
的
習
性
で
あ
る
|
こ
の
新
し
い
環
境
に
風
覚
醒
さ
れ
て
パ

商
業
の
民
へ
の
蒔
身
、
が
急
速
に
遂
行
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
五
代



の
記
録
は
、
早
く
も
十
世
紀
の
前
半
に
中
園
に
市
馬
す
る
ウ
ィ
グ
ル
商
人
の
消
息
を
億
一
え
て
い
る
。

唐
明
宗
時
(
由
民
J
ω
ω
)
。
沿
遁
置
場
市
馬
。
諸
夷
来
入
市
中
園
。
而
団
施
・
党
項
馬
最
多
。
「
五
代
史
記
」
七
四
、
四
夷
附
録
、
党
項
。

も
っ
と
も
こ
こ
に
見
え
る
団
施
が
北
庭
の
そ
れ
な
の
か
、
或
は
ま
た
甘
沙
州
の
そ
れ
な
の
か
は
こ
の
記
録
だ
け
で
は
明
確
に
し
え
な
い
が
、
同

書
、
回
鵠
の
僚
に
よ
れ
ば

詑
五
代
常
来
朝
貢
。
史
亦
失
英
紀
。
其
地
出
玉
・
葎
・
線
野
馬
・
濁
峯
駐

・
白
招
鼠

・
鈴
羊
角
・
揃
砂
・
腫
腕
瞬

・
金
剛
鎖

・
紅
瞳

・
厨
範

・
駒
除
之
革
。
其
地
宜
白
褒
・
育
師
問
委
・
黄
腕
・
葱
韮
・
胡
要
。
以
棄
駐
耕
市
種
。
其
可
汗
常
棲
居
。
其
妻
瞭
天
公
主
。

*
 

高
昌
ウ
ィ
グ
ル
に
疑
の
な
い
彼
等
の
朝
貢
|
断
る
ま
で
も
な
く
朝
貢
貿
易
で
あ
る
ー
が
五
代
期
を
逼
じ
て
繕
績
し
た
と
い
う
。

，

*
北
宋
太
宗
朝
に
園
使
と
し
て
波
遣
さ
れ
た
王
延
徳
の
放
行
記
「
使
高
昌
記
」
に
見
え
る
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
王
の
城
居
の
欣
態
、
例
え
ば
カ
ラ
コ
l
Jジ
ョ
に
お
け

る
教
書
機
・
悌
寺
五
十
基
、
ビ
シ
ュ
パ
リ

ッ
ク
に
お
け
る
楼
華
の
多
に
よ
っ
て
、
或
は
ま
た
そ
の
園
土
の
土
産
物
の
種
目
を
参
照
す
れ
ば
、
「
五
代
史
記
」

の
こ
の
記
述
、が
北
庭
ウ
ィ

f
ル
を
指
す
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。
殊
に
'
土
産
品
中
の
繭
砂
(
堕
化
ア
ン
モ
ニ
ア
〉
は
天
山
中
の
特
産
品
を
な
じ
、
前
記
「
使
高

昌
記
」
を
は
じ
め
マ
ル
コ
・
ポ
l

ロ
「
見
開
銀
」
に
も
特
筆
さ
れ
る
所
で
る
る
。
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九
世
期
中
葉
に
西
蓮
し
て
新
た
に
閣
を
建
て
た
ビ
シ
ュ
パ
リ
ッ
ク

J
カ
ラ
コ

l
ジ
ョ
団
施
が
五
代
期

(
8
7、
日
也
)
を
、始
移
し
て
中
園
に
貿
易

・
遁
貢
し
た
と
い
う
事
貧
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
貼
い
か
に
彼
等
の
定
住
化
な
ら
び
に
商
業
の
民
へ
の
轄
向
が
短
時
日
の
聞
に
な

さ
れ
た
か
が
剣
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
踏
ま
え
て
嘗
時
ウ
ィ
グ
ル
人
の
中
園
貿
易
を
考
案
し
て
み
る
と
、
自
ら
そ
こ
に
一
種

の
特
色
が
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
乃
ち
五
代
期
を
逼
じ
て
断
絶
し
な
か
っ
た
西
蓮
ウ
ィ
グ
ル
園
の
朝
貢
貿
易
を
述
べ
た
後
、
そ
れ
に
引
績

つ
ま
り
彼
の
園
の
特
産
物

い
て
「
五
代
史
記
」
が
列
参
す
る
そ
の
地
の
土
産
物
は
、
玉
よ
り
以
下
い
、
ず
れ
も
中
園
に
と
っ
て
は
珍
貴
な
物
産
、

ず
く
め
で
あ
る
所
か
ら
推
し
て
、
恐
ら
く
ウ
ィ
グ
ル
商
人
の
将
来
し
た
商
品
が
多
分
に
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
て
差
支
え
な
さ
そ
う

、
で
あ
る
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
嘗
時
の
ウ
ィ
グ
ル
人
出
中
園
へ
の
逼
商
に
際
し
て
、
仲
纏
貿
易
人
と
し
て
で
は
な
く
基
本
的
に
は
寧
ろ
自

問
園
商
品
の
直
接
輪
出
商
人
と
し
て
参
興
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
西
遷
ウ
ィ
グ
ル
園
が
シ
ル
ク
・
戸

l
ド
貿
易
の
上
に
有
す
る
有
利
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さ
と
は
、
そ
の
園
土
が
中
園
市
場
へ
の
開
門
を
占
め
る
関
係
上
、

t

極
東
・
遠
西
の
特
産
物
を
|
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
相
手
側
の
市
場
に
お
い
て
最
高

の
領
値
を
以
て
迎
え
ら
れ
る
|
仲
縫
貿
易
し
う
る
貼
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
不
等
債
交
換
の
買
を
極
度
に
護
揮
で
き
る
遠
距
離
貿
易
の
巨
利
を
居
な

が
ら
に
し
て
享
受
し
う
る
立
場
で
あ
る

l
現
に
こ
の
性
格
は
、
後
述
す
る
十
一
世
紀
初
頭
の
カ
ラ
カ
ン
朝
ウ
ィ
グ
ル
に
至
っ
て
顕
著
で
あ
る
l
。

」
の
観

貼
か
ら
す
る
限
り
、
五
代
期
の
西
遷
ウ
ィ
グ
ル
園
が
中
園
に
劃
し
て
単
な
る
「
自
園
商
品
の
直
接
輪
出
商
人
」
的
性
格
を
濃
《
し
て
い
た
事
責

は
注
目
に
値
し
よ
う
。
他
な
ら
ぬ
、
天
山
南
北
路
の
地
に
擦
っ
て
建
園
し
た
早
々
の
彼
等
に
は
、
西
面
し
て
接
壊
す
る
イ
ラ
ン
人
の
世
界
i
東

イ
ス
ラ
|
ム
闘
の
東
端
で
あ
る
と
の
聞
に
、
未
だ
安
定
し
た
卒
和
関
係
が
樹
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
パ
ミ

l
ル
以
西
の
隊
商
を
迎
え

入
れ
て
そ
の
賢
ら
し
来

っ
た
遠
西
の
珍
貨
を
仲
介
し
、
以
て
中
園
に
買
販
す
る
機
舎
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
原
因
を
な
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
貼
、
東
イ
ス
ラ
l
ム
圏
と
の
聞
に
早
晩
調
停
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
つ
き
次
第
、
彼
等
ウ
ィ
グ
ル
人
は
仲
継
貿
易

商
人
と
し
て
中
園
に
臨
む
に
違
い
な
い
と
い
う
想
定
は
、
極
め
て
安
嘗
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
想
定
は
、
程
な

く
勃
設
す
る
ウ
ィ
グ
ル
園
の
東
西
分
裂
宗
主
図
た
る
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
王
園
か
ら
分
離
濁
立
し
た
西
方
、
へ
ラ
シ
ャ
グ
ン
の
亡
の
ウ
ィ
グ
ル
が
カ
ラ
カ
ン
王
朝

に
他
な
ら
な
い
|
並
び
に
イ
ス
ラ
l
ミ
ズ
ム
の
西
部
ウ
ィ
グ
ル
へ
の
波
及
と
い
う
紋
況
の
襲
化
に
阻
ま
れ
て
、

容
易
に
貫
現
す
る
ま
で
に
は
至
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ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ベ
ラ
シ
ャ
グ
ン
に
援
る
ウ
ィ
グ
ル
藩
侯
が
本
園
か
ら
決
定
的
に
分
離
濁
立
し
た
の
は
。
十
一
世
紀
初
頭
に
係
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、

そ
の
萌
芽
は
既
に
十
世
紀
末
に
兆
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
も
主
要
な
起
因
は
、
九
六

O
J六
一
年
に
賓
現
し
た
二
十
蔦
帳
に
の

*
 

ぼ
る
異
数
徒
ト
ル
コ
人
H
ベ
ラ
シ
ャ
グ
ン
団
施
の
イ
ス
ラ
l
ム
化
で
あ
っ
た
。

*
西
溢
ウ
ィ
ク
ル
の
東
西
分
裂
に
つ
い
て
は
、

安
部
健
夫
博
士
「
西
ウ
ィ
グ
ル
園
史
の
研
究
」
第
六
章
に
精
密
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

単
に
個
人
的
信
僚
の
み
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
越
え
た
園
家
的
・
祉
曾
的
生
活
の
全
面
に
ま
で
巌
格
な
規
制
を
及
ぼ
す
イ
ス
ラ
|

ミ
ズ
ム
は
、
同
じ
いワ
ィ
グ
ル
族
で
あ
り
な
が
ら
も
、
以
後
ビ
シ
ュ
バ
リ
ーッ
ク
と
ベ
ラ
シ
ャ
グ
ン
南
政
権
の
間
隙
を
時
と
と
も
に
横
大
せ
ず
に
は

お
か
な
い
道
理
で
あ
る
。
政
治
的
分
裂
は
是
に
於
て
必
然
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
そ
れ
と
同
時
に
互
に
相
い
容
れ
ぬ
商
業
利
害
の
劃
立
を



過
小
説
し
で
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ビ
シ
ュ
パ
リ
ッ
ク
側
が
中
園
市
場
で
最
も
珍
重
さ
れ
る
葱
嶺
以
西
の
商
品
を
入
手
し
よ
う
と

し
て
も
カ
ラ
カ
ン
側
が
こ
れ
を
許
さ
ず
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
自
己
の
手
中
に
牧
め
綾
け
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
仲
糧

，貿
易
樺
の
濁
占
を
め
ぐ
る
抗
争
に
他
な
ら
な
い
。
遠
西
物
資
の
入
手
を
阻
ま
れ
た
ピ
シ
ュ
バ
リ
ッ
ク
側
と
し
て
は
こ
の
不
利
な
朕
況
の
下
に
封

抗
す
べ
き
手
段
は
た
だ
一
つ
、
シ
ル
ク
・
ロ

l
ド
上
の
幹
線
コ

l
ス
た
る
南
北
南
道
を
緊
か
と
押
え
て
ー
カ
ラ
カ
ン
朝
の
中
園
へ
の
通
商
を
妨

害
す
る
以
外
に
途
は
な
い
。
こ
の
深
刻
な
通
商
上
の
利
害
掛
立
を
窮
極
的
に
打
開
す
る
た
め
に
は
、
，
軍
事
行
動
ひ
い
て
は
政
治
的
分
裂
が
要
請

さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ベ
ラ
シ
ャ
グ
ン
に
擦
る
ウ
ィ
グ
ル
は
早
く
九
三

O
年
の
頃
そ
の
勢
力
を
南
方
に
蹟
張
し
、
天
山
南
路
の
要
衝
カ
シ
ュ
ガ
ル

た
。
カ
シ
ュ
ガ
ル
は
天
山
南
路
の
南
北
南
道
が
西
に
お
い
て
曾
合
・
分
岐
す
る
地
酷
で
あ
り

l
こ
れ
と
針
偶
的
に
東
む
お
い
て
爾
道
が
曾
合
・
分
岐

す
る
の
は
沙
州
教
爆
で
あ
る
l
シ
ル
、
ク
・
ロ

l
ド
は
こ
れ
よ
り
以
西
、
パ
ミ
l
ル
高
原
の
北
縁
フ
エ
ル
ガ
ナ
(
大
宛
)
を
経
て
中
央
ア
ジ
ア
に
向
か

う
。
そ
れ
は
正
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
l
γ
に
お
け
る
西
の
関
門
に
嘗
た
る
で
あ
ろ
う
。
カ
シ
ュ
ガ
ル
占
擦
の
後
四
十
年
に
し
て
彼
等
の
イ
ス
ラ
l

ム
化
が
寅
現
し
、
こ
れ
が
因
と
な
っ
て
本
園
ピ
シ
ュ
パ
リ
ッ
ク
王
家
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
塗
に
中
園
に
通
ず
る
遁
商
路
一の
窒
塞
を
蒙
っ
た
と

カ
ラ
カ
ン
朝
に
と
っ
て
こ
れ
は
由
々
し
い
事
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
一
世
紀
に
入
る
と
早
々
、
カ
ラ
カ
ン
朝
は
カ
シ
ュ
ガ
ル

(
疎
勤
)
を
牧
め
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な
る
と
、

を
起
黙
と
し
て
兵
を
東
進
せ
し
め
、
そ
の
結
果
、
古
来
南
道
上
に
由
緒
を
誇
る
イ
ラ
ン
系
俳
数
園
コ

l
タ
γ
(子
闘
)
の
，
征
服
に
成
功
す
る
の

で
あ
る
が
J
カ
ラ
カ
ン
朝
の
将
軍
ユ
ス
フ
u
カ
ジ
ル
“
ヵ
ン
は
攻
城
一
年
の
末
よ
く
こ
れ
に
克
円
以
や
、
子
嗣
城
を
破
壊
し
愛
く
し
て
新
た
に
イ
ス
ラ
l
ム
子
関
城
を

東
南
に
建
設
し
だ
現
今
の
コ

i
タ
γ
城
は
乃
ち

P

主
で
あ
る
。
今
世
紀
初
頭
に
伝
わ
れ
た
各
園
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
探
検
隊
、
が
、
現
コ
l
タ
ン
市
の
西
方
に

お
い
て
悌
数
古
遺
物
を
護
掘
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
i
し
か
し
こ
の
軍
事
行
動
は
、
決
し
て
そ
の
敢
敵
た
る
高
昌
・
子
闘
の
併
数
徒
討
滅
の
み
を
目

的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
高
昌
・
子
闘
を
征
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
南
北
南
道
の
逼
商
路
を
一
一
壌
に
打
開
し
確
保
し
よ
う
と

「
宋
史
」
|
各
四
九
O
子
闘
停
ー
に
見
え
る
子
関
カ
ラ
カ

γ
使
臣
の
口
か
ら

い
う
現
貫
的
な
今
一
つ
の
意
圃
が
粂
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
情
を
語
ら
せ
よ
・
う
。

169 
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太
組
開
賓
四
年
(
也
叶
H

〉
。
其
園
信
吉
群
以
其
園
王
書
来
上
。
自
言
破
疏
勤
圏
O
i
-
-
-
員
宗
大
中
群
符
二
年
(
H
D
S
)

其
闘
黒
韓
王
蓮
田
鶴
羅
廟

温
等
。
以
方
物
来
貢
。
上
一詞
以
在
路
幾
時
・
去
此
幾
里
。
針
目
。
渉
遁
一
年
。
霊
行
夜
息
。
不
知
里
数
。

t
日
時
道
路
嘗
有
剰
掠
。
今
自
瓜
沙

至
子
闘
。
道
路
静
論
。
行
旗
如
流
。
願
遣
使
安
撫
遠
俗
。

上
回
。
路
遠
命
使
。
盆
以
務
費
。
爾
園
今
降
詔
書
。
汝
即
賀
往
。
亦
輿
命
使
無
異

也
太
祖
朝
に
は
ま
だ
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
イ
ス
ラ
l
ム
化
し
た
ウ
ィ

グ
ル
に
よ
く
措
抗
す
る
王
園
、
乃
ち
イ
ラ
ン
的
併
数
王
園
で
あ
っ
た
子
闘
が
、
そ
れ

か
ら
正
に
四
十
年
、
員
宗
朝
の
中
期
に
は
既
に
カ
ラ
カ
ン
(
黒
韓
〉
朝
の
支
配
下
に
服
属
し
て
い
た
嬰
化
を
、

」
の
一
節
の
記
録
は
い
か
に
も

鮮
明
に
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
特
に
関
心
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
カ
ラ
カ
ン
朝
の
使
臣
の
言
辞
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
往
時
は
道
路

不
穂
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
比
ぶ
れ
ば
現
今
は
全
く
静
誼
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
答
揖
に
は
可
成
り
の
誇
張
が
見
え
す
い
'て
お
り
、
た
め
に
す

る
一
種
の
政
治
的
謹
言
か
と
さ
え
費
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
|
道
路
の
静
訟
を
言
い
な
が
ら
、

簡
を
宋
皇
帝
よ
り
す
る
沿
道
諸
種
族
の
召
撫
を
懇
請
す

る
一
事
が
既
に
一
績
の
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
も
し
果
し
て
全
く
の
静
謡
な
ら
ば
、

何
の
故
に
宋
皇
帝
の
櫛
威
を
借
り
て
、

道
路
縁
迭
の
部
衆
を
詔
稔
す
る
必
要
が
あ

- 30一

ろ
う
か
。
そ
し
て
事
賞
、
後
段
で
引
用
説
明
す
る
よ
う
に
、

紳
宗
朝
に
入
市
し
た
同
じ
カ
ラ
カ
ン
朝
子
闘
の
使
臣
は
、
沙
州
以
東
の
道
路
に
在
っ
て
キ
タ
イ
勢
力

か
ら
す
る
紗
掠
を
最
も
恐
れ
る
と
自
一
一
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
|
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
子
関
征
服
以
前
の
往
時
、
彼
等
が
直
面
し
て
い
た
東
方
通
商
路

の
遮
断
朕
況
に
比
べ
、
子
関
征
服
を
果
し
た
現
今
の
事
情
が
い
か
に
好
轄
し
た
か
と
い
う
一
斑
だ
け
は
、
十
分
に
波
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。

た
だ
通
商
事
情
の
こ
の
好
轄
は
、
彼
等
の
子
関
攻
撃
に
際
し
て
全
く
意
圃
さ
れ
な
か
っ
た
偶
然
の
結
果
だ
な
ど
と
は
と
て
も
考
え

ら
れ
な
い
。
嘗
然
そ
れ
は
こ
の
軍
事
行
動
に
讃
み
こ
ま
れ
て
い
た
目
標
の
一
だ
司
た
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
l
ム
化
し
た
カ
ラ
方
ン
朝
の
政
治
軍
事
力
が
漫
々
と
し
て
東
漸
す
る
の
に
劃
し
て
、
北
庭
ウ
ィ
グ
ル

王
園
は
い
か
に
劃
慮
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
考
察
に
嘗
つ
て
は
、
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
と
北
方
遊
牧
勢
力
と
の
閲
係
が
是
非
と
も
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
も
言
及
し

た
よ
う
に
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
は
そ
れ
が
商
業
都
市
圏
家
の
群
立
す
る
地
で
あ

っ
た
が
故
に
、
遊
牧
勢
力
と
中
園
と
の
間
で
常
に
，争
奪
の
的

と
な
っ
て
来
た
。
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
の
場
合
、
こ
れ
に
関
わ
る
も
の
が
他
な
ら
ぬ
キ
タ
イ
帝
園
な
の
で
あ
る
。



十
世
紀
の
初
、
熱
河
草
原
に
勃
奥
じ
た
モ
ン
ゴ
ル
系
キ
タ
イ
族
は
、
や
が
て
南
面
し
て
は
長
城
を
、越
え
て
中
園
の
州
鯨
を
輩
食
し

l
燕
雲
十

六
州
そ
の
他
ーで
あ
る
l
西
北
に
向
つ
て
は
内
外
帝
ン
ゴ
リ
ア
を
統
一
し
た
。
キ
タ
イ
帝
園
は
、
五
代
の
後
を
う
け
て
中
園
を
統
一
し
た
宋
王
朝
を

も
威
匪
L
績
け
た
か
ら
、

・東
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
に
劃
す
る
覇
権
も
自
ら
こ
れ
に
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
遼
史
」
に
よ
れ
ば
、
西
遷
ウ
ィ
グ
ル

ー
ま
だ
東
西
に
分
裂
し
な
い
以
前
の
段
階
で
あ
る
l
の
隷
属
は
太
租
七
年
@
お
)
に
始
ま
り

l
本
紀
の
こ
の
紀
年
に
制
到
し
属
国
表
に
は
太
組
元
年
の
異
文
を

掲
げ
る
|
以
後
そ
の
朝
貢
は
頻
々
と
し
て
歴
代
絶
え
る
こ
と
な
心
、
他
面
こ
の
忠
賓
な
附
庸
園
に
糾
問
す
る
遼
閣
の
態
度
も
、
，
こ
れ
を
圏
外
す
部

の一

に
算
ν
え
|
径
衛
志
下
}
層
圏
軍
の
一
に
‘加
え
る
所
遇
を
輿
え
る
の
で
あ
る
l
兵
衛
志
下
|。
園
初
以
来
、
か
か
る
密
接
な
附
庸
関
係
に
あ
っ

，
た
西
遷
ウ
ィ
グ
ル
固
に
東
西
分
裂
の
饗
が
生
じ
、
あ
ま
つ
さ
え
宗
主
園
の
立
場
に
る
る
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
が
カ
ラ
カ
ン
朝
の
た
め
に
苦
境
に
立
た

さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
際
禽
L
た
時
、
嘗
然
キ
タ
イ
帝
圏
の
支
持
は
前
者
に
輿
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
キ
タ
イ
帝
園
な
ら
び

に
そ
の
威
令
下
に
あ
る
甘
・
沙
州
ウ
ィ
グ
ル
の
加
勢
を
え
た
上
で
の
暴
行
だ
と
思
わ
れ
る
、が
、
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
は
一

O
一
七
年
を
以
て
カ
シ
ュ

ガ
ル
領
域
に
襲
撃
を
敢
行
し
て
い
る
叶
も
っ
と
も
こ
の
積
極
的
な
反
撃
は
完
全
に
失
敗
す
る
が
、
他
面
カ
ラ
カ

γ
朝
側
よ
り
す
る
破
竹
の
東
進

に
劃
し
て
は
、
南
道
上
で
は
ロ
プ
ノ

l
ル
(
楼
蘭
)
、
北
道
上
で
は
カ
ラ
シ
ャ

l
ル
(
鷲
番
)
、
天
山
北
路
で
は
ジ
ャ
ン
バ
リ
ッ
ク
(
ウ
ル
ム
チ
西

方
)
と
プ
ル
マ
リ
ッ
ク
(
寧
遠
附
近
)
の
中
間
あ
た
り
で
也
に
か
く
こ
れ
を
く
い
止
め
、
且
つ
こ
の
線
を
以
後
氷
ぺ
固
定
せ
し
め
る
こ
と
に
な

っ
向
。
こ
の
貼
、
消
極
的
な
防
禦
姿
勢
で
は
辛
う
じ
て
最
小
限
度
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
に
な
ろ
う
が

γ

こ
れ
と
て
も
恐
ら
く
は
キ
タ
イ
勢
力

の
後
援
に
頼
っ
て
始
め
て
司
能
だ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ガ
ラ
カ
ン
朝
に
と
っ
て
、
ロ
プ
ノ

l
ル
以
東
の
通
商
路
は
以
後
も
引
績
き
キ
タ

イ
の
剰
掠
i
巌
密
に
は
キ
タ
イ
と
連
合
し
た
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
f

甘
沙
州
ウ
ィ
グ
ル
に
よ
る
劫
掠
と
穂
す
べ
き
で
あ
る
が
ー
に
よ

っ
て
安
全
を
保
護
さ
れ
な
か

?
た
現
賓
が
こ
の
想
定
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
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*
①
南
道
に
閥
じ
て
は
内
至
元
十
一
年
(
同
町
。
内
蒙
古
ド
ロ
ン
ノ
l
ル
の
上
都
開
卒
府
に
滞
在
中
の
フ
ビ
ラ
イ
H

カ
l
vd
宮
廷
に
復
命
す
る
た
め
、
こ
の

地
を
西
か
ら
東
に
放
行
し
た
マ
ル
コ
日
ポ
l
ロ
父
子
の
報
告
が
あ
る
。
彼
等
は
折
か
ら
の
ハ
イ
ド

ゥ
戟
字
か
ら
の
戟
禍
を
避
け
て
ア
ム
河
上
流
の
ワ
カ
ン
渓

谷
ぞ
い
の
間
道
を
湖
っ
て
ヤ
ル
カ
ン
ド
に
凶
、
南
道
を
還
っ
て
沙
州
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
見
開
銀
」
に
は
ロ
プ
ノ
l
ル
に
至
る
ま
で
の
み
を
サ

171 
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ラ
セ
ン
住
民
地
匿
と
述
べ
て
い
る
。

②
北
道
に
閥
し
て
は
、
直
裁
的
な
記
録
は
な
い
。
し
か
し

コ
冗
史
」
の
記
載
に
よ
る
限
り
、
高
田
回
ウ
ィ
グ
ル
|
北
庭
ウ
ィ
グ
ル
は
至
元
六
七
年
の
交
を
以

て
都
を
ビ
シ
ュ
ハ
リ

ッ
ク
か
ら
カ
ラ

コ
l
ジ
ョ
に
移
し
た
!
の
領
域
に
は
少
く
と
も
元
朝

一
代
を
通
じ
て
ま
だ
イ
ス
ラ
1
ミ
ズ
ム
の
普
及
は
認
め
ら
れ
な

t
v
 

③

天

山
北
路
に
閲
し
て
は
、
西
成
遠
征
中
の
チ
ン
ギ
ス
け
カ
l
ン
の
召
喚
に
態
じ
て
イ
ン
タ
ス
河
上
流
の
行
宮
に
赴
い
た
長
春
闘
県
人
丘
施
機
の
詮
言
が
有

放
で
あ
ろ
う
。
彼
の
般
行
記
「
西
遊
記
」
に
よ
れ
ば
、
太
租
十
六
年
(
H
N
N
C

九
月
九
日
、
ジ
キ
ン
パ
リ
ッ
ク
(
ウ
ル
ム
チ
西
方
)
に
至
っ
て
ウ
ィ
グ
ル
梯

敦
信
と
曾
見
し
て
問
答
を
交
し
た
に
績
い
て

菱
此
以
東
、
北
目
一
脇
唐
、
・
故
西
去
無
償
道
、
回
乾
但
謹
西
方
耳

と
説
明
し
、
次
で
廿
七
日
ア
ル
マ
リ
ッ
ク
(
寧
遠
附
近
〉
に
至
る
や
、
始
め
て
鋪
速
漏
閤
玉
(
ム
ス
ル
マ
ン
)
及
び
モ
ン
ゴ
ル
塔
刺
忽
只
(
ダ
ル
ガ
チ
)
の

出
迎
を
う
け
て
い
る
。

以
上
要
す
る
に
、

十

一
世
紀
初
頭
に
質
現
さ
れ
た
カ
ラ
カ
ン
現
に
よ
る
東
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
の
イ
ス
ラ
l
ム
化
は
、
ロ
プ
ノ

l
ル
|
カ
ラ
シ
ャ

l
ル
|
ア
ル

マ
リ

ッ
ク
を
結
ぶ
線
ま
で
は
全
て
急
速
に
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
以
来
三
百
年
に
一旦り
、
こ
の
線
は
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
次
第
を
見
て
き
た
。
ィ

ス
ラ
l
ミ
、
ス
ム
東
進
に
射
す
る
こ
の
防
波
堤
は
、

北
庭
ゥ
，ィ
グ
ル
、
後
に
は
高
畠
ウ
ィ
グ
ル
が
、
ま
ず
キ
タ
イ
帝
国
、
次
で
は
カ
ラ
キ
タ
イ
帝
国
・
モ
ン
ゴ

ル
帝
閣
と
い
う
遊
牧
勢
力
の
支
持
の
下
に
築
き
あ
げ
た
成
果
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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3 

中
園
に
通
ず
る
新
た
な
二
つ
の
通
商
路

)
 

1
 

(
 

青
海
ル
l
ト

高
昌
ウ
ィ
グ
ル
の
た
め
に
中
園
へ
の
通
商
路
を
牛
耳
ら
れ
て
い
た
カ
ラ
カ
ン
朝
、
が
、
軍
事
手
段
に
訴
え
て
こ
の
商
敵
の
妨
害
を
排
除
し
よ
う

一
見
い
か
に
も
素
晴
ら
し
い
成
功
た
る
の
硯
を
呈
す
る
。
何
し
ろ
南
道
ぞ
い
に
カ
シ

ュ
ガ
ル
か
ら
六
百
キ

ロ
の
コ

l
タ
ン
を

一

気
に
陥
れ
、
齢
勢
を
駆
っ
て
コ

l
タ
ン
か
ら
更
に
東
方
六
百
キ
ロ

の
ロ
プ
ノ

l
ル
ま
で
を
席
捲
し
た
の
だ
か
ら
、
陸
自
に
値
す
る
こ
と
は
確
か

と
し
た
企
は

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
驚
異
的
な
東
方
準
撃
も
、

ロ
プ
ノ

l
ル
の
線
で
押
え
ら
れ
た
が
最
後
つ
い
に
固
定
し
た
と
な
る
と
、
中
園
へ
の

通
商
路
確
保
と
い
う
本
来
の
目
標
か
ら
す
る
限
り
、
数
験
の
極
め
て
薄
い
結
果
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

何
と
な
れ
ば
、
中
圏
内
地
に
達
す
る



最
も
肝
要
な
玄
関
司
た
る
沙
州
J
長
安
の
道
程
が
、

こ
れ
で
は
依
然
と
し
て
敵
園
の
制
座
下
に
蔑
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

」
の
事
情
は

「
宋
史
」
子
関
俸
に
見
え
る
カ
ラ
カ
ン
朝
コ

l
タ
γ
使
庄
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紳
宗
照
寧

(
H
O
g
t
ミ
〉
以
来
。
遠
不
途
一
二
歳
。
近
則
再
歪
。
所
貢
珠
玉
・
1

珊
瑚
・
菊
翠
・
象
牙
・
乳
香
・
木
香
・
暁
抽
・
花
珪
布
・
揃

の
r
・

砂
・
龍
盟
・
西
錦
・
玉
轍
轡
・
馬
・
盟
問
瞬
・
金
青
石
・
水
銀
・
安
息
難
舌
呑
。
有
所
持
無
表
章
。
毎
賜
以
量
錦
・
旋
(
嘩
〉
欄
衣

i

・
金
帯
・

器
幣
。
神
宗
嘗
問
其
使
去
園
歳
月
・
所
経
何
園
及
有
無
妙
略
。
割
目
。
去
園
四
年
。
道
途
居
其
半
。
歴
賀
頭
団
結

・
圭
円
唐
。
惟
曜
契
丹
紗
略

耳
カ
ラ
カ
ン
朝
の
通
商
使
臣
は
、
キ
タ
イ
の
庇
護
を
頼
ん
で
敢
行
さ
れ
る
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
・
甘
沙
州
ゥ
ーィ
グ
ル
の
通
商
妨
害
に
悩
む
の
絵
り
、

プ
ノ

l
ル
若
し
く
は
沙
州
か
ら
本
街
道
を
離
れ
て
南
方
に
迂
廻
し
、
黄
頭
回
紘

l
元
明
史
に
見
え
る
撒
里
畏
吾
見

ω
釦
ユ
四
百
四
E
の
前
身
で
あ
る
ー

な
ら
び
に
青
唐
尭
の
住
地
で
あ
る
青
海
地
方
を
経
由
し
て
、
西
寧
(
育
唐
城
〉
|
青
海
省
西
寧
市
ー
に
達
す
る
新
ル

l
ト
を
打
通
す
る
こ
と
に
な ロ

カ
ラ
カ
ン
朝
の
コ

l
タ
ン
で
は
な
い
が
之
と
同
陣
営
に
属
す
る
大
食
園
の
例
を
と
っ
て
み
て
も
、
沙
州
以
東
の
通
商
路
に
生

じ
た
こ
の
獲
化
が
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
宋
史
」
四
九

O
、
大
食
圏
俸
に
い
う
。

司
た
の
で
あ
る
。
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員
宗
天
嬉
三
年

(
H
S
S
蓮
使
来
貢
。
先
是
其
入
貢
路
。
由
沙
州
渉
夏
園
抵
秦
州
。
乾
輿
初
公
BN)
越
徳
明
請
道
其
圏
中
。
不
許
。
至
天
聖

元
年
(
H
O
N
e

来
貢
。
恐
矯
西
人
紗
略
。
乃
詔
。
自
今
取
海
路
。
由
慶
州
至
京
師
。

も
っ
と
も
こ
の
記
録
は
、
大
食
園
の
宋
へ
の
逼
貢
路
に
劃
し
て
起
り
う
べ
き
タ
ン
グ
!
ト
の
阻
害
を
い
う
の
が
主
旨
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
嘗
時
こ
の
阻
害
者
は
、
何
も
濁
り
タ
ン
グ
l
ト
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
沙
州
以
東
で
正
規
の
公
遁
コ

l
ス
を
取
る
限
り
、
高
昌
ウ
ィ
グ

ル
・
甘
沙
州
ウ
ィ
グ
ル
の
劫
掠
は

l
甘
州
ウ
ィ
グ
ル
に
つ
い
て
は
、
‘少
く
と
も
西
夏
園
に
併
呑
さ
れ
る
一

O
二
八
年
ま
で
は
l
菟
れ
え
な
い
所
で
あ
る
。

沙
州
か
ら
甘
粛
省
を
横
断
す
る
最
も
正
規
な
通
商
路
が
、
す
で
に
員
宗
末
年
に
は
イ
ス
ラ
l
ム
諸
園
に
と
っ
て
著
し
く
危
険
度
を
増
し
て
い
た

と
す
れ
ば

ー
さ
れ
ば
こ
そ
大
食
園
は
陸
路
を
や
め
て
海
路
よ
り
す
る
通
貢
を
宋
朝
廷
か
ら
動
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
l
こ
れ
よ
り
約
宇
世
紀
お
く
れ
た
神
宗

不
便
を
忍
ぷ
っ
つ
青
海
経
由
の
南
方
迂
廻
コ

l
ス
を
と
っ
て
宋
に
遁
じ
来
っ
た
事
情
が
納
得
で
き
る
と

173 

初
年
の
カ
ラ
カ
ン
朝
コ

l
タ
ン
園
が
、
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い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
宋
史
」
三
一
七
、
銭
明
逸
俸
に
は
彼
が
知
秦
州
た
り
し
仁
宗
末
年
の
事
件
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る

台、

ら先
是
子
関
入
貢
。
道
遡
川
|
宋
都
州
之
地
。
青
海
省
西
寧
勝
。

l
哨
厩
隈
留
不
遣
云
々

*
 

カ
ラ
カ
ン
朝
コ

l
タ
ン
園
に
よ
る
こ
の
新
通
路
の
打
聞
は
紳
宗
朝
を
ま
た
ず
、
既
に
仁
宗
期
に
始
ま

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

本
新
通
路
の
打
開
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
文
字
通
り
の
打
開
で
は
な
く
、
こ
の
通
路
の
新
規
採
用
を
意
味
す
る
こ
と
は
更
め
て
断
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
c

従
っ

て
こ
の
通
路
に
よ
る
背
海
へ
の
交
通
貿
易
に
、
高
畠
ウ
ィ
グ
ル
が
参
加
し
て
い
た
と
し
で
も
異
と
す
る
に
は
嘗
た
ら
な
い
。

「
宋
史
」
四
九
二
、
吐
蕃
桶
厩

曙
停
に
こ
の
事
質
が
見
え
る
。
惟
し
か
し
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
通
路
は
田
中
に
青
海
へ
の
通
商
路
に
止
ま
り
、
カ
ラ
カ
ン
靭
ウ
ィ
グ
ル
の
如
く
中

園
へ
の
週
貢
路
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
か
っ

た
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
劃
し
も
う
一
方
の
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
に
あ

っ
て
は
、
甘
粛
省
横
断
の
公
路
が
保
註
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
限
り
宋
都
へ
の

朝
貢
貿
易
は
自
由
か
つ
頻
繁
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

カ
ラ
カ
ン
朝
ウ
ィ
グ
ル
の
入
貢
は
前
掲
資
料
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

紳
宗
期
以
後
に
な
っ
て
漸
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く
頻
度
を
加
え
た
と
は
云
う
も
の
の
、
梢
ん
で
ま
だ
年
に
一
J
L

二
度
に
す
ぎ
な
い

l
か
か
る
大
勢
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

員
宗
朝
の
知
秦
州
王
博
文
が
上
奏

建
議
の
劉
象
と
し
た
奏
陣
地
方
土
着
の
ウ
ィ
グ
ル
人
と
は
、
専
ら
高
昌
か
ら
の
移
住
者
で
あ

っ
た
ろ
う
。

〔
知
秦
州
王
博
文
〕
言
。
河
西
回
鶴
多
縁
互
市
。

家
秦
融
問
。
請
悉
這
出
境
。
戒
守
臣
使
識
察
之
。
宋
史
二
九

一
、
王
博
文
停

王
博
文
の
こ
の
建
策
は
、

し
か
し
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

「
白
木
曾
要
稿
」
蕃
夷
門
四
に
は

宣
和
三
年
十
月
八
日
臣
僚
一
言
。
回
鶴
因
入
貢
。
往
々
散
行
快
西
諸
路
。
公
然
貿
易
。
久
留
不
蹄
者
有
之
。
恐
習
知
沿
港
事
害
。
及
往
来
経
由

夏
園
。
停
播
不
便
。

乞
除
入
貢
経
由
去
慮
。
其
徐
州
軍
巌
立
護
禁
。
従
之
。

と
あ
っ
て
、
同
じ
質
情
が
宣
和
中
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
貼
、
洪
暗
「
松
漠
紀
聞
」
に
見
え
る
謹
言
、
即
ち
「
本
朝
の
盛

時
、
ウ
ィ
グ
ル
族
の
一
部
は
秦
川
地
方

l
開
中
な
ら
び
に
其
に
隣
接
す
る
東
部
甘
粛
地
方
を
指
す
ー
に
入
居
し
て
熟
戸
と
な
っ
て
い
た
が
、

が
快
西
を
占
援
す
る
や
、
悉
く
彼
等
を
燕
京
地
方
に
遁
徒
せ
し
め
た
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
ウ
ィ
グ
ル
土
著
戸
の
存
在
が
北
宋
を
遁
じ
て
の

女
異
人



も
の
だ
っ
た
こ
と
を
、
簡
潔
な
が
ら
要
領
よ
く
数
示
す
る
資
料
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
秦
州
|
侠
西
省
天
水
豚

1
'・
臨
州
l
同
鳳
開
閉
府
|
の
聞
と
-

い
え
ば
、
贋
義
に
お
け
る
西
安
の
西
郊
を
占
め
る
。
こ
の
地
方
、に
一
群
の
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
人
が
土
著
し
貿
易
に
従
事
し
績
け
て
い
た
と
い
う
の

*
 

で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
彼
等
は
、
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
が
そ
の
中
園
貿
易
の
た
め
に
設
置
し
た
商
業
基
地
の
役
割
を
果
し
て
い
た
も
の
と
想
定
し
て

差
支
え
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

ポ
沙
州
よ
り
育
唐
城
に
向
か
う
間
道
は
、
河
州
(
臨
河
豚
)
を
以
て
最
初
に
到
達
す
る
宋
の
州
燃
と
す
る
。
女
で
照
州
(
臨
挑
鯨
〉
か
ら
秦
州
(
天
水
蘇
〉
に

至
り
、
一
路
長
安
・
休
梁
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
か
く
七
て
秦
州
は
沙
州
か
ら
東
向
す
る
公
道
と
こ
の
間
道
と
の
曾
合
黙
に
あ
る
関
係
上
、
貿
易
の
一
安
衝
を

も
占
め
て
い
た
。
熊
寧
三
年
(
一

O
七
O
U、
王
留
の
建
議
に
基
く
最
初
の
市
易
司
!
吐
蕃
な
ら
び
に
西
方
諸
固
と
の
貿
易
を
司
る
1

が
他
な
ら
ぬ
秦
鳳
路

古
滑
砦
、
す
な
わ
ち
秦
州
管
下
に
設
置
さ
れ
た
(
宋
史
一
八
六
、
食
貨
志
)
所
以
で
も
あ
る
。
こ
の
勲
、
秦
州
を
ほ
ぼ
中
心
と
す
る
北
宋
期
の
秦
川
地
方
に

見
出
さ
れ
る
ウ
ィ
グ
ル
土
箸
戸
と
は
、
そ
の
東
方
貿
易
に
お
け
る
前
進
基
地
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

な
お
「
宋
曾
要
」
刑
法
禁
約
の
一
例
か
ら
も
明
か
な
よ
う
巳

元
符
二
年
二
月
九
日
、
黒
河
蘭
曾
路
経
略
司
言
、
押
伴
睦
征
般
次
|
謄
征
、
土
蕃
部
首
領
名
。
般
次
、
蕃
語
貢
献
之
謂
l
使
臣
郭
調
等
兵
析
、
般
次
内
爽

静
回
絃
劉
三
等
至
京
、
請
今
後
護
解
諸
蕃
般
次
、
不
許
数
外
爽
得
私
下
抵
換
人
口
上
京
、
如
達
、
印
抄
貼
併
押
往
使
臣
、
並
以
遠
制
、
詔
従
之
。

青
海
路
か
ら
入
境
す
る
諸
蕃
の
遇
貢
使
臣
は
、
河
州
も
し
く
は
照
州
あ
た
り
で
員
数
を
調
べ
押
伴
使
を
附
し
、
そ
の
引
率
の
下
に
入
京
せ
し
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
た
と
え
そ
の
入
京
コ

l
ス
が
必
ず
秦
州
を
経
過
す
る
と
し
て
も
1
「
宋
史
」
=
一
一
七
、
銭
明
逸
停
・
同
二
九
八
、
陳
希
亮
停
に
そ
の
賓
例
が
示

さ
れ
て
い
る

l
カ
ラ
カ

ン
朝
ウ
ィ
グ
ル
人
と
し
て
は
、
同
勢
か
ら
離
れ
て
秦
川
地
方
に
留
住
す
る
自
由
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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高
昌
ウ
ィ
グ
ル
の
貿
易
前
進
基
地
が
北
宋
盛
時
の
秦
川
地
方
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
首
時
に
お
け
る
彼
等
の
中
園
貿
易
の
繁
盛

を
意
味
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
繁
盛
に
も
消
長
が
伴

っ
た
。
他
な
ら
ぬ
タ
ン
グ

l
ト
西
夏
園
が
行

っ
た
逼
過
税
徴
牧
に
よ

る
打
撃
の
結
果
で
あ
る
。

タ
ン
グ

l
十
は
李
徳
明
の
治
下
に
|
宋
仁
宗
天
聖
六
年
、

一二

O
八
年
|
甘
州
ウ
ィ
グ
ル
を
滅
ぼ
し
、

沙
州
一
帯
に
ま
で
そ
の
勢
力
を
波
及
せ

し
め
る
が
、
こ
れ
は
甘
粛
廻
廊
地
帯
を
制
覇
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
次
で
李
元
美
の
治
世
に
は
夏
園
皇
帝
を
稿
し
て
宋
へ
の
臣
瞳
を
鹿
棄
し
、

175 

以
後
公
然
も
し
く
は
潜
行
的
に
宋
圏
の
西
迭
を
輩
食
し
つ
つ
、

絡
に
は
甘
粛
省
の
大
牢
を
領
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

東
西
貿
易
の
幹
線
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路
を
沙
州
以
東
で
制
座
し
た
時
、
彼
等
が
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
居
か
な
い
は
ず
は
な
い
。

タ
ン
グ
l
ト
が
ま
だ
十
分
な
統
一
勢
力
を
結
集
し
て

い
な
い
李
縫
遷
|
李
徳
明
之
父
|
の
時
代
で
す
ら
、
宋
朝
廷
か
ら
高
昌
に
涯
遣
さ
れ
た
太
宗
の
使
臣
王
延
徳
は
彼
等
の
領
域
を
経
過
す
る
に
際
し

*
 

て
、
「
打
首
」
と
稀
す
る
通
過
税
を
徴
牧
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
敗
勢
の
甚
し
く
好
轄
し
た
後
年
の
彼
等
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
主
要

課
税
の
一
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
の
は
嘗
然
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
南
宋
初
期
の
貴
重
な
文
献
、

告
し
て
い
る
。

「松
漠
紀
聞
」
が
遺
憾
な
く
そ
の
事
貨
を
報

回
鶴
自
唐
末
、
漫
徴
。
本
朝
盛
時
。
有
入
居
秦
川
魚
熟
戸
者
。
女
員
破
快
。
悉
徒
之
燕
山
。
甘
涼
瓜
沙
奮
皆
有
族
帳
。
後
悉
康
子
西
夏
。
惟
居

四
郡
外
地
者
。
頗
白
魚
固
有
君
長
O
i
-
--多
震
商
買
於
燕
。
載
以
t

霊
じ
。
過
夏
地
。
夏
人
率
十
市
指
一
。
必
得
其
最
上
品
者
。
買
人
苦
之
。

後
以
物
美
悪
雑
貯
毛
連
中
。
然
所
征
亦
不
賞
。
其
来
浸
熟
。
始
厚
賂
税
吏
。
密
識
其
中
下
品
者
停
指
之
。
尤
能
別
珍
賓
。
蕃
漠
魚
市
者
。
非

其
人
魚
倫
則
不
能
筈
債
。
奉
掴
伴
氏
最
甚
。

本
「
宋
史
」
四
九
O
、
高
畠
俸
に
牧
載
さ
れ
て
い
る
王
延
徳
「
使
高
昌
記
L

に
は
、
そ
の
地
を
経
過
す
る
中
園
使
臣
が
「
遺
以
財
貨
、
謂
之
打
嘗
」
と
述
べ
る

の
に
到
し
、
同
二
六
四
、
宋
瑛
停
で
は
使
人
商
放
が
そ
の
部
族
に
在
っ
て
安
泊
す
る
際
「
所
求
賂
遁
無
幾
、
謂
之
打
賞
、
亦
如
漢
界
逆
飯
之
家
宿
食
之
直

也
」
と
説
明
し
て
、
多
少
そ
の
聞
に
内
容
の
差
異
を
存
し
て
い
る
。
岡
崎
精
郎
氏
「
タ
ン
グ
l
ト
古
代
史
研
究
」
附
録
第
三
は
特
に
こ
の
打
世
田
の
語
義
を
問

題
と
す
る
が
、
結
論
と
し
て
は
宋
瑛
説
の
一
半
を
採
っ
て
「
所
求
之
賂
遺
」
を
正
し
い
と
す
る
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。
こ
の
賂
遺
が
報
酬
の
意
味
を
全

く
失
っ
た
時
、
通
過
税
に
特
換
す
る
の
で
あ
る
。
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「
松
漠
紀
聞
」
で
は
、
商
品
に
射
す
る
こ
の
什
一
通
過
税
が
何
時
か
ら
開
始
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
哲
を
飲
く
が
、
無
論
こ
れ
は
北
宋
期

以
来
の
慣
例
が
そ
の
ま
ま
金
朝
初
期
に
ま
で
連
績
し
た
と
見
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
の
劃
北
宋
貿
易
に
と

円
て
、
こ
れ
は
頗
る
重
大
な
障
害
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
段
階
に
至

っ
て
、
長
域
外
草
原
ル

l
ト
が
そ
の
重
要
さ
を
相
封
的
に
増
す
こ

と
に
な
る
。

(2) 

長
城
外
草
原
ル
ー
ト

天
山
北
路
か
ら
そ
の
ま
ま
東
準
を
績
け
る
と
、

モ
ン
ゴ

U
ア
南
迭
の
草
原
地
帯
を
縫
っ
て
、
東
部
モ

γ
ゴ
リ
ア
乃
至
は
北
部
中
園
に
達
す
る



利
便
な
道
が
聞
け
て
い
る
。
沿
路
一
帯
は
キ
タ
イ
帝
園
の
支
配
樺
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
謂
わ
ば
遼
盟
の
圏
内
遁
路
で
あ
り
、
従
っ

て
西
域
諸
園
か
ら
遼
朝
廷
に
入
朝
す
る
場
合
、
採
ら
る
ベ
ぎ
最
も
一
般
的
な
通
路
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
。
遼
王
朝
の
附
庸
圏
た
る
高
昌
ウ
ィ
グ

ル
が
入
貢
貿
易
に
嘗
っ
て
、
こ
の
通
路
を
フ
ル
に
利
用
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
「
遼
史
」
三
七
、
地
理
志
に
は
、
上
京
臨
漬
府
|
熱
河
省

林
西
懸
巴
林
東
北
l
に
お
け
る
ウ
ィ
グ
ル
商
人
の
居
留
地
が

上
京
南
門
之
東
回
鵠
営
。
回
鵠
商
販
留
居
上
京
。
置
管
居
之
。

こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
|
こ
の
回
鵠
管
設
置
の
本
末
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
留
の
朝
貢
が
太
租
初
年
に
始
ま
り
、

以
後
、の
歴
朝
に
も
社
紹
し
な
か
っ
た
所
か
ら
す
れ
ば
、
規
模
の
大
小
に
獲
遷
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ほ
ぼ
遼
一
代
を
通
じ
て
存
績
し
た
と
解
し
て
差
支
え

な
い
で
あ
ろ
う
l
か
か
る
居
留
地
の
存
在
こ
そ
は
、
こ
の
草
原
通
路
の
活
用
さ
れ
た
結
果
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

の
草
原
ル

l
ト
に
は
、
買
は
救
い
難
い
一
つ
の
絞
陥
が
内
在
し
て
い
た
。

、そ
れ
は
遼
園
々
内
を
目
指
す
限
り
に
於
て
は
現
わ
れ
よ
う
も
な
か
ろ

う
が
、

一
旦
そ
の
目
標
地
を
中
圏
内
地
に
採
る
や
否
や
、

不
可
避
的
に
生
じ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
他
な
ら
ぬ
、
遼
宋
雨
園
の
園
境
が
内
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長
城
・
大
清
河
の
一
一
線
で
巌
重
に
劃
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
越
え
て
自
由
な
出
入
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
一
事
が
そ
の
凡
て
を
な
す
。
東
西
貿
易
が

窮
極
の
目
的
と
す
る
市
場
は
更
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
中
圏
内
地
、
こ
の
嘗
時
に
卸
し
て
い
え
ば
、
宋
都
作
梁
を

t

中
心
と
す
る
中
原
地
匡

で
あ
る
か
ら
、

た
と
え
遼
園
々
内
へ
は
い
か
に
利
便
な
通
路
で
あ
っ
て
も
、
肝
腎
の
中
圏
内
地
と
の
連
絡
に
支
障
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
公

道
の
名
に
値
し
な
い
。
こ
の
理
由
か
ら
、
草
原
ル
ー
ト
は
甘
粛
横
断
の
公
道
に
比
肩
す
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

タ
ン
グ
l
ト
王
園
が
甘
粛
省
の
大
部
分
を
占
領
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
右
の
事
情
が
大
き
く
饗
轄
す
る
。
西
夏
園
に
よ
る
酷
し
い
遁
遁
税
が

正
式
の
徴
税
だ
け
で
も
商
品
の
二
割
が
波
牧
さ
れ
る
上
に
、
雑
多
な
無
名
の
徴
穫
が
伴
う
で

あ
ろ
う
|
東
西
貿
易
の
幹
線
路
上
に
設
け
ら
れ
た
結
果
は
、
商
人
利
潤
の
著
し
い
低
下
を
意
味
す
る
。
こ
の
酷
し
い
利
潤
牧
奪
に
甘
ん
ぜ
ざ
る

限
り
、
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
商
人
は
何
ら
か
の
打
開
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
1

こ
の
場
合
、
彼
等
が
反
面
に
お
い
て
熟
知
じ
て
い
る
北
方
草

原
ル

l
ト
は
、
嘗
然
再
検
討
さ
れ
る
だ
け
の
利
黙
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

l
什
一
抽
分
税
と
い
っ
て
も
往
還
爾
度
に
課
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
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陰
山
々
脈
の
北
方
を
遁
か
に
離
れ
て
通
ず
る
草
原
ル

l
ト
は
、
地
勢
的
に
も
タ
ン
グ
l
ト
の
手
の
及
び
か
ね
る
も
の
で
あ
る
し
、
殊
に
は
キ

タ
イ
帝
閣
の
威
令
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
貼
に
、
先
ず
第

一
の
魅
力
が
か
け
ら
れ
よ
う
。
唯
し
か
し
こ
の
ル

l
ト
に
よ
る
限
り
、
中
圏
内
地
に
直

達
で
き
な
い
致
命
的
飲
陥
を
い
か
に
補
足
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
在
来
の
よ
う
な
中
園
の
特
産
品
絹
織
物
・
茶
葉

・
漆
器

・

議
擦
を
主
と
し
た

に
代
る
有
利
な
商
品
さ
え
見
出
さ
れ
れ
ば
、
解
決
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
孝
に
も
こ
の
嘗
時
に
は
、
本
章
冒
頭
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
有
望
商
品
と
し
て
の
銀
の
位
置
が
昂
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
|
イ
ス
ラ
l
ム
閤
と
中
園
世
界
と
の
聞
で
銀
の
比
僚
が
懸
隔

し
て
い
た
|
取
引
の
主
眼
を
さ
え
こ
れ
に
轄
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ら
、
こ
の
歓
陥
の
緩
和
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
北
方
草
原
ル

l
ト
の
魅
力
は
更
に
輝
き
を
増
す
は
ず
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
結
果
、
幹
線
ル

l
ト
が

一
朝
に
し

て
棄
腔
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
衰
え
な
が
ら
も
縫
績
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
自
僅
が
草
原
ル

l
ト
の
相
劉

的
昂
揚
を
意
味
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
吾
々
は
こ
の
間
の
事
情
を
示
唆
す
る
に
足
る
恰
好
な
謹
言
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他

*
 

な
ら
ぬ
哲
宗
朝
の
遮
園
へ
の
園
信
使
目
向
の
報
告
が
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

「
浄
徳
集
」
六
、

奉
使
契
丹
回
上
殿
割
付
に
い
う
。
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臣
奉
使
過
燕
京
。
見
致
団
施
立
於
道
芳
。
指
郁
惟
立
市
一
言
。
却
是
郁
使
来
。世一皿
惟
立
嘗
押
伴
梯
林
諸
盤
。
所
以
有
識
認
者
。
又
過
中
京

|
熱

河
省
大
名
城
l
。
見
数
団
施
。
:
:
・
臣
間
滞
爽
。
団
結
来
此
。

是
準
奉
或
是
買
買
u

爽
目
。

団
施
有
数
州
。

属
本
朝
。
常
来
準
奉
。
又
非
常

来
買
責
。

元
耐
末
年
|
多
分
七
年
か
八
年
で
あ
る
が
l
遼
園
に
使
し
た
目
陶
の

一
行
を
燕
京
、
乃
ち
遼
の
南
京
析
津
府
の
路
芳
で
迎
え
た
ウ
ィ
グ
ル
人
の
中

に
、
奇
し
く
も
随
員
の
郁
惟
立
を
面
識
し
て
い
る
者
が
い
た
と
い
う
事
買
に
射
す
る
呂
陶
の
説
明
が
こ
こ
で
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
彼
は
云
う
。

排
林
園
そ
の
他
の
西
方
諸
国
!
こ
の
中
に
高
畠
ウ
ィ
グ
ル
園
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
ー
か
ら
の
使
臣
、
が
入
朝

「部
惟
立
は
去
る
元
一
両
六
年
、

し
た
際
、
通
じ
て
そ
れ
ら
の
押
伴
使
を
勤
め
た
。
該
ウ
ィ
グ
ル
人
は
た
ま
た
ま
そ
の
際
の
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
使
節
圏
の

一
員
と
し
て
郁
惟
立
の
監

督
・
接
待
を
う
け
た
関
係
上
、
彼
を
面
識
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
」
呂
陶
の
こ
の
説
明
は
恐
ら
く
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

該
ウ
ィ
グ
ル
人
は
、
甘
粛
省
横
断
の
正
規
ル

l
ト
に
よ
る
六
年
の
入
朝
貿
易
を
済
ま
せ
て
婦
園
し
、
引
績
き
今
度
は
北
方
草
原
ル

l
ト
を
採
っ

そ
う
だ
と
す
れ
ば



て
遼
の
園
都
に
再
来
し
た
者
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
一
再
び
目
陶
・
郁
惟
立
一
行
の
遼
園
奉
使
行
に
奇
遇
し
た
と
い
う
わ
け
と
な
る
。
吾
々
は
こ
の

稀
有
な
一
寅
例
を
遁
じ
て
、
吉
岡
昌
ウ
ィ
グ
ル
の
遼
宋
南
園
に
削
到
す
る
入
貢
貿
易
関
係
が
互
に
孤
立
し
合
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
連
闘
し
つ
つ

一
環
を
な
し
て
い
る
次
第
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
お
ら
な
い
。

集
日
野
開
一
一
一
郎
氏
「
唐
代
の
回
総
銭
」
〈
東
方
事
品
川
)
で
は
、
こ
の
記
録
を
以
て
ウ
ィ
グ
ル
人
の
商
業
活
動
一
般
を
窺
う
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

「
宋
史
」
三
四
六
、
呂
陶
停
に
よ
れ
ば
字
は
元
鈎
、
成
都
の
人
で
皇
一
加
の
進
士
で
あ
る
。
元
議
末
年
に
中
書
舎
人
と
な
っ
て
契
丹
に
奉
使
し
、
錦
還
し
て

給
事
中
に
進
め
ら
れ
た
直
後
に
紹
聖
の
親
政
が
始
ま
る
。
他
面
、
「
宋
史
」
四
九
O
、
燐
林
停
に
よ
る
と
携
林
園
使

ρ入
朝
は
一
元
結
六
年
に
属
す
る
か
ら
、

雨
者
を
綜
合
し
て
彼
の
奉
使
は
ほ
ぼ
元
一
茄
七
・
八
年
と
決
定
で
き
よ
う
。

な
お
呂
陶
の
こ
の
報
告
に
見
え
る
遼
の
館
倖
使
粛
粛
の
言
に
は
、
理
解
し
難
い
黙
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
来
、
'
入
貢
使
臣
は
同
時
に
貿
易

使
臣
で
も
あ
る
に
も
拘
ら
ず
敢
で
か
か
る
回
答
を
援
し
た
の
は
、
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
圏
が
そ
の
層
圏
で
あ
る
貼
を
強
調
す
る
た
め
の
虚
飾
の
言
と

解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
ま
た
別
の
観
貼
か
ら
す
れ
ば
、
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
か
ら
涯
遣
す
る
純
然
た
る
貿
易
陵
商

l
従

- 39-

来
に
は
な
か
っ
た
形
式
で
あ
る
!
の
往
来
が
こ
の
時
期
に
は
既
に
可
成
り
の
程
度
に
ま
で
寅
現
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
こ
の
新
事
態
こ
そ
は
、
タ
ン
グ

1
ト
に
よ
る
酷
し
い
通
過
税
の
牧
奪
に
劉
慮
す
る
高
畠
ウ
ィ
グ
ル
商
人
が
採
用
す
る
に
至
っ
た
商
業

策
の
轄
換
、
つ
ま
り
劉
宋
貿
易
一
漣
倒
か
ら
劉
遼
貿
易
へ
の
一
部
韓
換
|
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
た
め
に
は
有
利
な
商
品
と
し
て
の
白
銀
購
入
市
場
を

遼
圏
内
に
開
設
す
る
こ
主
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
が
ー
に
劃
躍
す
る
現
象
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
同
時
に
、
北
方
草
原
ル

l
ト
の
再

評
債
に
直
結
す
る
問
題
で
で
も
あ
っ
た
。

(3) 

金
朝
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
朝
に
か
け
て
の
推
移

一
一
二
五
J
一
一
二
六
に
か
け
て
遼
・
北
宋
は
相
次
で
滅
亡
し
、
之
に
代
る
ヂ
ュ
ル
チ
ン
金
王
朝
が
准
水
J
大
散
開
|
侠
西
省
資
難
豚
南
|
の

園
境
線
を
以
て
以
後
約
一
世
紀
問
、
南
宋
と
劃
時
す
る
。
中
園
に
お
け
る
こ
の
王
朝
更
替
は
、
東
西
貿
易
の
内
買
に
著
し
い
襲
容
を
加
え
る
と

共
に
、
外
形
的
に
も
少
な
か
ら
ぬ
饗
化
を
興
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
タ

γ
グ
l
ト
王
園
が
健
在
す
る
限
り
、
そ
の
諒
求
を
避
け
る
手
段
と
し
て
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青
海
ル

l
ト
・
草
原
ル

l
ト
の
意
義
は
嬰
り
ょ
う
が
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
聞
に
在
っ
て
も
、
南
ル
l
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
消
長
だ
け
は
克
れ
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
青
海
ル

l
ト
の
衰
微
と
草
原
ル

l
ト
の
饗
質
と
い
う
形
で
具
鐙
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

グ
ン
に
擦

っ
て
遼
園
の
再
興
に
成
功
し
た
。

稿
し
た
こ
の
園
は
、
首
然
な
が
ら
東
方
の
ヂ
ュ
ル
チ
ン
帝
園
H
金
王
朝
と
敵
劉
関
係
に
立
つ
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
西
遼
の
建
園
は
、
高
昌

遼
闘
の
滅
亡
に
際
し
部
衆
を
率
い
て
西
走
し
た
王
室
の
一
員
耶
律
大
石
は
、
一
一
三
二
年
、
天
山
北
路
の
要
街
、

ベ
ラ
シ
ャ
グ
ン
を
園
都
フ
ス
オ
ル
ド
(
虎
思
斡
耳
乃
木
〉
と
な
し
、

チュ
1

河
畔
の
ベ
ラ
シ
ヤ

園
競
を
西
遼
H
カ
ラ
キ
タ
イ
と

ウ
ィ
グ
ル
の
附
庸
と
カ
ラ
カ
ン
朝
ウ
ィ
グ
ル
の
併
呑
三
二
三
乙
を
前
提
と
し
て
寅
現
さ
れ
た
。

」
こ
か
ら
、

青
海
ル
l

ト
と
草
原
ル
l

ト

に
新
し
い
様
相
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
カ
ラ
カ
ン
朝
と
高
昌
園
と
の
政
治
的
針
立
が
一
醸
の
解
決
を
得
た
結
果
|
商
業
的
利
害
関
係
は
決
し

て
解
消
し
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
l
前
者
に
と

っ
て
青
海
ル
ー
ト
の
絶
劉
的
必
要
性
が
失
わ
れ
、

従
っ
て
自
ら
そ
の
表
徴
が
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
他
面
、

西
遼
固
と
金
朝
と
の
封
立
は
、

遼
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
専
ら
高
畠
ウ
ィ
グ
ル
使
臣
の
往
還
通
路
と
い
う
面
影
を
草
原
ル

l
卜
か

ら
一
掃
し
、
代

っ
て
私
的
陵
商
の
通
路
と
い
う
様
相
を
そ
れ
に
興
え
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
金
史
」
の
記
載
す
る
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
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の
入
貢
記
事
が
買
に
多
々
た
る
中
に
在
っ
て

「松
漠
紀
聞
」
が
前
述
の
よ
う
に
金
園
初
年
の
燕
京
に
買
販
す
る
多
数
彼
等
の
活
躍
を
報
じ
て

い
る
の
は
、
直
接
に
は
タ
ン
グ

l
ト
経
由
の
隊
商
を
指
し
て
の
言
で
あ
る
が
、
草
原
ル

l
ト
の
利
便
さ
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
劣
ら
ぬ

そ
の
利
用
者
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
、

事
が
頗
る
参
考
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

「金
史
」

一
二
て
忠
義
停
粘
割
韓
奴
の
候
に
見
え
る
次
の
記

大
定
中
。
団
施
移
習
賢
三
人
至
西
南
招
討
司
|
山
西
省
大
向
勝
l
貿
易
。
自
言
。
本
園
田
吃
都
括
番
部
所
居
城
。
名
問{円
斯
靴
魯
染
。俗
無
兵
器
。

以
田
矯
業
。
所
獲
十
分
之
一
一
職
官
。
番
老
相
侍
。
先
時
契
丹
至
。
不
能
拒
。
因
臣
之
。
:

カ
ラ
カ
ン
朝
ウ
ィ
グ
ル
を
構
成
す
る
有
力
部
族
の
一
を
な
し
た
チ
キ
ル
族
(
都
括
)
の
商
人
で
あ
る
か
ら
、
「
金
史
」
は
之
を
特
に
イ
ス
ラ
|
ム

(移
習
覧
)
ウ
ィ
グ
ル
と
稿
し
て
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
と
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
カ
ラ
カ
ン
朝
遺
民
の
ウ
ィ
グ
ル
は
金
園
領
内
に
入
っ
て

、、、

最
初
に
大
同
に
現
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
陵
商
が
草
原
ル

l
ト
を
経
由
し
て
来
た
こ
と
は
全
く
疑
う
払
跡
地
が
な
い
。
そ
う
だ
と



す
れ
ば
、
中
原
(
北
宋
)
に
直
達
し
よ
う
と
す
る
カ
ラ
カ
ン
朝
ウ
ィ
グ
ル
に
と
っ
て
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要
だ
?
た
青
海
経
由
の
間
道
が
、
今

や
前
代
の
遺
物
同
様
に
な
り
下
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
等
し
く
西
遼
園
の
治
下
に
入
っ
た
結
果
、
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
と
の
政
治
的
抗
争
を
終
憶
し

た
奮
カ
ラ
カ

γ
朝
ウ
ィ
グ
ル
が
、
彼
等
に
解
放
さ
れ
た
草
原
ル
j
ト
の
利
便
を
更
め
て
確
認
し
た
謹
擦
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
世
紀
を
通
じ
、
西
夏
園
の
甘
粛
占
領
に
よ
っ
て
幹
線
ル
l
ト
の
阻
害
が
績
く
問
、
こ
れ
が
補
充
の
た
め
に
青
海
ル

1
ト
・
北
方
草
原
ル
ー

ト
の
活
用
が
試
み
ら
れ
、
見
る
べ
き
成
果
が
翠
げ
ら
れ
た
。
世
紀
が
更
?
て
早
々
、
天
山
北
路
に
西
遼
園
が
出
現
す
る
や
、
期
せ
ず
し
て
商
ウ

ィ
グ
ル
園
聞
に
績
い
た
政
治
的
封
立
が
解
消
し
た
結
果
、
青
海
ル
l
ト
の
意
義
は
、
激
減
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
だ
け
草
原
'

ル
l
ト
の
活
用
増
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
問
題
の
西
夏
園
で
あ
る
が
、
こ
の
園
は
十
三
世
紀
に
入
っ
て
勃
興
す
る
モ
ン
ゴ
ル

の
手
に
よ
っ
て
一
二
一
一
七
年
に
滅
亡
す
る
。
西
夏
園
の
存
在
が
な
く
な
れ
ば
、
甘
粛
横
断
の
幹
線
ル
l
ト
は
解
放
さ
れ
て
本
来
の
意
義
を
取
戻

す
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
直
ち
に
は
そ
う
な
ら
な
か

っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
に
包
囲
さ
れ
な
が
ら
も
河
南
に
遷
都
し
た
金
園
が
、
中
原
の
地
一

に
ま
だ
積
衰
の
能
勢
を
保
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
勲
、
金
園
を
亡
ぼ
じ
て
(
一
二
三
四
年
)
モ
ン
ゴ
ル
の
勢
力
が
一
気
に
准
水
の
線
ま
で

4

南
下
し
た
時
勲
、
も
し
く
は
南
宋
色
併
合
し
て
三
二
七
六
年
〉
全
中
園
の
統
一
が
寅
現
す
る
時
を
ま
っ
て
、
東
西
貿
易
路
線
は
始
め
て
完
全
な
一

復
奮
を
と
げ
る
で
あ
ろ
う
。

中
園
銀
の
西
方
流
出

1 

宋
代
、
東
西
貿
易
に
お
け
る
銀
の
登
場

東
西
陸
上
貿
易
が
古
来
一
貫
し
て
中
園
を
そ
の
東
方
に
お
け
る
窮
極
の
市
場
と
見
な
し
て
来
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
断
る
ま
で
も
な
く
中
園

*
 

が
、
珠
玉
・
賓
石
・
呑
棄
な
ど
を
主
と
す
る
極
度
に
奪
修
的
な
西
方
の
賓
貨
買
込
市
場
た
る
と
共
に
、
そ
の
見
返
り
商
品
と
し
て
入
手
す
べ
き

中
園
猫
自
の
高
債
な
特
産
品
の
買
占
市
場
で
も
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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ホ
西
域
商
賓
が
五
代
J
北
宋
の
中
園
に
将
来
し
た
商
品
の
大
略
は
、
朝
貢
使
節
の
貢
物
か
ら
窺
知
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
例
え
ば
(
獣
類
を
除
く
〉

-
品
目
自
ウ
ィ
グ
ル

甘
沙
州
ウ
ィ
グ
ル

勉
弦
園

カ
ラ
カ
ン
子
闘

玉
・
金
剛
鍛

・
紅
堕
・

繭
砂
・

煽
髭

・
腕
脈
融
制

・
治
羊
角

・
白
紹
鼠

・
胸
験
之
皮

珊
瑚
・
琉
泊
ハ
「
宋
史
」
外
国
侍
)

玉
鞍
勃
・
琉
泊
・
銭
石
・
花
蓋
布
・
香
梁
(
同
右
)

玉
・
珠
玉
・
珊
瑚
・
菊
翠
・
琉
泊
・
金
星
石
・
象
牙

・
龍
堕
・
繭
砂

・
水
銀

・
花
蓋
布
・
西
錦

・
阻
納
騎

・
乳
香
・
木
香

・
安
息
難

舌
香
(
同
右
)

(
「
五
代
史
記
」
四
夷
附
録
〉

も
っ
と
も
康
く
中
園
と
云
っ
て
も
、

か
か
る
高
債
な
多
額
の
著
修
商
品
、
が
容
易
に
責
捌
け
、
同
時
に
そ
れ
に
見
合
う
額
の
中
園
商
品
が
一
括
し

て
買
占
め
う
る
た
め
に
は
、
素
晴
ら
し
く
巨
大
な
購
買
力
と
股
盛
な
商
取
引
の
常
在
す
る
都
市
、

な
か
ん
ず
く
そ
の
代
表
た
る
首
都
を
除
い
て

他
に
求
め
よ
う
が
な
い
。
朝
廷
を
筆
頭
に
、
以
下
貴
戚

・
額
官
・
豪
商
た
ち
の
富
力
が
こ
れ
ら
西
来
の
賓
貨
を
筒
皐
に
消
化
す
る
し
、
他
方
消

費
性
の
最
も
著
し
い
首
都
の
商
業
が
西
域
商
人
の
需
要
に
飴
力
を
以
て
臆
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
朝
貢
に
名
を
藷

っ
た
遁
商
様
式
こ
そ
は
、
こ

の
聞
の
貫
情
に
最
も
適
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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首
都
の
擁
す
る
購
買
力
は
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
に
よ
っ
て
大
小
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
朝
貢
貿
易
に
封
躍
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
は
ま
ず
あ
り

え
な
い
。
従
っ
て
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
首
都
商
業
と
い
「
て
も
必
ず
し
も
す
べ
て
が
西
域
商
人
の
買
付
需
要
を
満
た
し
う
る
と
は
限
ら
な

い
粘
'
で
あ
る
。

古
来
、
東
西
貿
易
が
「
絹
街
道
」
貿
易
と
稽
せ
ら
れ
た
一
事
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
卒
絹
よ
り
以
下
、
采
色
文
様
織
(
錦
)
・
素
色
紋
様
織

(
綾
)
・
薄
絹
(
羅
・
紗
)
・
縮
緬
(
穀
)
と
い
っ
た
各
種
精
巧
な
絹
織
物
は
後
世
に
至
っ
て
も
主
座
を
一
議
ら
ず
、
こ
れ
に
加
え
て
、
漆
器

・
盗
器

・

*
 

茶
葉
の
類
が
職
出
商
品
の
太
宗
を
な
し
た
。

*
「
宋
史
」
一
八
六
、
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
西
夏
の
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
橋
場
貿
易
の
聡
出
品
を
次
の
よ
う
に
絹

・
漆
器

・
資
器

・
香
築
と
要
約
し
て
い

る。
自
景
徳
四
年
、
於
保
安
寧
ハ
延
安
府
保
安
蘇
〉
置
椎
場
、
以
縮
由
巾
羅
締
易
鞄
馬
牛
羊
玉
積
滋
甘
革
、
以
番
商
問
委
漆
器
藍
桂
等
物
易
蜜
蝋
腐
隣
毛
褐
叛
払
内
角



m砂
柴
胡
葎
蓉
紅
花
甥
毛
。

こ
の
資
料
は
同
書
、
香
の
項
に
見
え
る
南
宋
中
期
の
南
海
貿
易
に
闘
す
る
次
の
よ
う
な
護
言
と
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
域
貿
易
一
般
に
績
大
し
う
る

で
あ
ろ
う
。

寧
宗
嘉
定
十
二
年
(
一
一
一
一
九
〉
臣
僚
言
、
以
金
銀
樽
買
、
洩
之
遠
夷
、
震
可
情
、
乃
命
有
司
、
止
以
絹
鳥
錦
紛
議
漆
之
属
国
周
易
。

①
絹
織
物
に
つ
い
て
は
、
「
宋
史
」
外
箇
停
に
多
見
す
る
西
域
使
臣
へ
の
賜
奥
H
貢
物
に
射
す
る
報
酬
が
例
外
な
く
絹
・
銀
を
以
て
な
さ
れ
て
い
る
黙
を

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

②
漆
器
・
努
器
に
つ
い
て
は
、
十
三
世
紀
初
の
例
で
あ
る
が
、
耶
律
楚
材
「
西
遊
録
」
・
丘
慮
機
「
西
遊
記
」
に
、
タ
リ
カ
ン
(
縛
城

?γ
サ
マ
ル
カ
ン

ド
に
お
け
る
長
安
の
漆
器
・
磁
州
祭
器
の
使
用
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
茶
葉
に
閲
し
て
は
、
慶
暦
二
年
ハ
一

O
四
二
)
の
和
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
西
夏
へ
の
歳
得
、
一
絹
銀
茶
綜
二
十
五
高
爾
匹
斤
段
が
参
考
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
濁
特
な
技
術
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
か
ら
自
ら
製
造
地
が
特
定
の
地
方
に
限
ら
れ
て
く
る
。
宋
代
と
も
な
れ

ば
絹
布
は
四
川
(
成
都
)
・
漸
江
(
湖
州
・
蘇
州
)
・
山
東
(
様
州
〉
の
地
を
以
て
三
大
産
地
と
し
、
漆
器
は
湖
北
〈
裏
陽
)
・
瓶
、江
(
温
州
・
湖
州
〉
、

盗
器
は
江
西
(
鏡
州
〉
・
漸
江
(
紹
興
府
プ
河
北
(
定
州
・
磁
州
)
、
茶
葉
は
四
川
(
資
州
・
雅
州
〉
・
漸
江
〈
湖
州
〉
・
一
繭
建
(
建
州
〉
・
江
西
(
亥
州
u

な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
特
定
の
地
域
を
遁
ね
く
領
有
し
な
い
王
朝
で
で
も
あ
れ
ば
、
園
都
と
い
っ
て
も
そ
こ
で
は
西
方
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買
八
の
需
要
を
完
全
に
満
た
し
う
る
墓
は
な
い
。
遼
園
が
典
型
的
な
そ
の
例
で
あ
り
、
金
園
も
ま
た
略
々
そ
れ
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
孝
に
し
て

北
宋
は
北
港
の
極
く
一
部
(
燕
雲
十
六
州
〉
を
除
い
て
全
園
を
統
治
し
た
か
ら
、
こ
の
憂
は
な
い
。
孟
元
老
「
東
京
夢
華
録
」
巻
二
に
よ
れ
ば
、

北
宋
の
首
都
作
梁
域
内
に
は
現
に
こ
の
種
の
豪
商
が
目
抜
き
の
街
巷
に
庖
鋪
を
構
え
て
い
た
。
宣
徳
棲
街
巷
で
は
温
州
漆
器
什
物
鋪
-
李
四
分

茶
・
醇
家
分
茶
・
李
家
香
鋪
が
名
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
東
角
接
街
巷
の
金
銀
鋪
・
繰
鳥
鋪
に
至
っ
て
は

自
宜
徳
〔
棲
〕
東
去
東
角
棲
。
乃
皇
城
東
南
角
也
。
十
字
街
南
去
重
行
。
高
頭
街
北
去
。
従
紗
行
至
東
牽
門
街
。
:
:
:
東
去
乃
潜
棲
街
A

街

南
日
鷹
庖
。
只
下
販
鷹
鵠
客
。
品
開
皆
員
珠
疋
吊
呑
薬
鋪
席
。
南
通
一
巷
。
謂
之
界
身
。
並
是
金
銀
線
南
交
易
之
所
。
屋
字
雄
批
。
門
面
慶
問
。

塞
之
森
然
。
毎
一
交
易
。
動
卸
千
古
向
。
骸
人
間
見

0

・

人
の
親
聴
を
お
ど
ろ
か
す
に
足
る
そ
の
交
易
債
格
が
商
品
の
無
壷
臓
を
思
わ
す
ほ
ど
で
あ
る
。
か
か
る
寅
献
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
宋
代
の
東
西
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貿
易
は
停
統
的
な
そ
の
交
易
内
容
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、
現
買
は
果
し
て
そ
の
逼
り
だ
ア
た
で
あ
ろ
う
か
。

宋
代
の
東
西
貿
易
に
は
、
貫
は
そ
の
内
容
に

一
種
の
嬰
化
が
生
じ
て
い
た
。
之
を
謹
言
す
る
責
料
は
極
め
て
稀
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し

紹
無
で
は
な
い
。
先
ず
第

一
に
注
目
す
べ
き
は
、
諸
園
の
入
貢
に
劃
す
る
朝
廷
の
賜
奥
が
、
停
統
的
な
絹
鳥
類
の
外
に
金
銀
、
特
に
銀
を
加
え

(
甘
沙
州
ウ
ィ
グ
ル
〉

こ
と
ご
と
く
然
り
で
あ
る
。

「宋
史
」
外
園
俸
を
検
索
し
て
、
古
同
麗
・
西
夏

・
高
昌
・
大
食
園

・
子
関
(
カ
ラ
カ
ン
朝
ウ
ィ
グ
ル
)
・
回
鵠

太
卒
輿
園
七
年
(
九
八
二
)
の
李
種
遷
入
朝
に
白
金
千
雨
・
吊

西
夏
の
一
例
を
翠
げ
れ
ば

て
二
大
項
目
と
す
る
黙
で
あ
る
。

千
匹
・

銭
百
高
、

端
扶
初
年
(
九
八
八
)
に
は
金
器
千
両
・
銀
器
高
三
千
商
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
銀
の
賜
輿
は
濁
り
外
園
の
朝
貢

に
劃
し
て
の
み
限
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
江
南
に
自
立
す
る
圏
内
諸
園
な
ら
び
に
一
般
臣
僚
に
向
か
っ
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
か
ら
|
「
宋
史
」

四
八
O
、
諸
園
世
家
の
記
載
が
こ
の
大
勢
を
要
約
す
る
|
こ
の
現
象
を
以
て
直
ち
に
東
西
貿
易
の
内
容
嬰
化
を
云
う
の
は
速
断
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ

こ
、
0

4
ι
L
 
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
裏
付
け
資
料
が
提
出
で
き
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
単
な
る

一
般
的
風
潮
と
し
て
で
は
な
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く
、
或
る
特
定
事
情
の
現
わ
れ
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
李
一
一
照
「
逼
鑑
長
編
」
六
八
に
い
う
。

〔
異
宗
〕
大
中
群
符
元
年
(
一

O
O八
)
正
月
甲
成
。
時
京
域
金
銀
債
貴
。

亥
。
下
詔
約
束
之
。

上
以
問
擢
三
司
使
丁
謂
。
謂
目
。
焦
西
域
輝
和
爾
所
市
入
蕃
。
乙

北
宋
も
ま
だ
初
期
に
属
す
る
員
宗
朝
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で

に
巨
額
に
集
積
さ
れ
た
京
城
公
私
の
白
銀
が
、
ウ
ィ
グ
ル
商
人
の
買
占
め
搬
出
に
よ
っ

て
異
常
な
相
場
騰
貴
を
来
し
、
そ
れ
が
天
子
の
闘
心
を
惹
く
ま
で
に
至
っ
た
と
い
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
宋
都
作
梁
に
は
絹
烏
・
漆
器

・
盗

器
以
下
あ
ら
ゆ
る
商
品
が
山
積
し
、
東
西
貿
易
の
俸
統
的
買
付
商
品
に
は
全
く
こ
と
依
か
な
い
朕
態
に
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
等
ウ
ィ

グ
ル
商
人
は
特
に
銀
の
買
占
め
に
熱
中
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
頗
る
意
義
重
大
で
あ
る
。
東
方
貿
易
に
従
事
す
る
西
域
商
人
の

目
標
が
絹
由
巾
の
類
と
並
ん
で
、
も
し
く
は
絹
自
巾
を
藍
倒
し
て
銀
に
集
中
し
て
い
た
と
い
う
こ
の
現
買
を
踏
ま
え
れ
ば
、
朝
貢
使
臣
へ
の
賜
興
品

日
中
に
占
め
る
銀
の
位
置
が
急
激
に
上
昇
し
た
と
い
う
事
賓
の
持
つ
特
殊
な
意
味
は
決
し
て
看
過
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。

員
宗
朝
に
指
摘
さ
れ
た
京
師
ウ
ィ
グ
ル
商
人
に
よ
る
銀
の
圏
外
搬
出
は
、
そ
れ
が
皐
な
る
一
時
的
現
象
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
と
は
と
て
も
思
わ



れ
な
い
。
直
接
の
謹
言
は
見
出
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
南
宋
の
南
海
貿
易
に
見
ら
れ
る
傾
向
を
以
て
す
れ
ば
、
そ
の
南
方
誼
と
す
る
こ
と
が
で
き
主

ぅ
。
「
宋
史
」
一
八
六
、
食
貨
志
に
い
う
。

寧
宗
嘉
定
十
二
年
(
一
二
一
九
)
臣
僚
言
。
以
金
銀
博
買
。
洩
之
遠
夷
。
震
可
惜
。
乃
命
有
司
。
止
以
絹
島
一錦
締
盗
漆
之
属
博
易
。

南
宋
も
建
園
か
ら
九
十
年
た
つ
と
、
イ
ス
ラ
l
ム
舶
商
の
手
に
よ
っ
て
海
外
に
漏
出
さ
れ
る
金
銀
の
累
積
が
園
家
財
政
に
響
く
よ
う
に
な
っ

た
。
た
だ
南
宋
で
は
、
准
水
以
南
を
版
圃
と
す
る
関
係
上
、
陸
聴
に
よ
る
東
西
貿
易
の
機
舎
が
な
い
か
ら
、
イ
ス
ラ
‘l
ム
商
人
に
よ
る
金
銀
の

圏
外
搬
出
も
南
海
経
由
の
一
方
面
に
止
ま
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
同
じ
イ
ス
ラ
l
ム
経
済
圏
に
参
興
す
る
西
域
商
人
で
あ
れ
ば
、
南
宋
だ
け
か
ら

し
か

l
具
健
的
に
は
南
海
航
路
だ
け
を
以
て
l

銀
を
持
出
さ
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
准
北
を
領
有
し
て
南
宋
と
並
存
し
た
金
圏
一

治
下
で
も
、
陸
路
を
通
じ
て
同
じ
傾
向
が

l
南
宋
と
は
逆
に
、
金
園
に
は
南
海
貿
易
の
機
曾
が
な
い
か
ら
|
緩
い
た
は
ず
で
あ
る
?
そ
し
て
又
こ
の

傾
向
は
何
も
南
宋
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
初
め
て
開
始
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
以
上
、
前
代
か
ら
の
蓮
績
だ
と
見
な
し
て
こ
そ

安
嘗
な
見
解
と
な
り
う
る
で
も
あ
ろ
う
。
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2 

遼
金
時
代
に
お
け
る
銀
の
動
向

中
園
王
朝
と
し
て
の
遼
園
は
、
殆
ど
例
外
に
近
い
場
合
を
な
す
。
そ
の
版
聞
の
大
部
分
が
長
域
外
の
地
で
占
め
ら
れ
、
開
内
の
州
厭
地
匡
ーと

い
え
ば
、
僅
か
に
燕
雲
十
六
州
を
主
と
す
る
廿
一
川
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
賓
が
こ
の
事
情
を
ま
く
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
廿
一

州
た
る
や
、
い
ず
れ
も
山
西
・
河
北
の
北
端
に
偏
し
、
上
記
し
た
中
園
特
産
の
商
品
と
は
全
く
無
縁
の
地
に
属
す
る
。
例
え
ば
遼
人
は
そ
の
園

境
に
す
ぐ
南
接
す
る
宋
の
河
北
東
路
1

山
東
省
と
河
北
省
の
一
部
に
相
賞
す
る
ー
を
目
し
て
稜
絹
州
と
稽
し
た
と
い
う
が
、

〔
仁
宗
靭
〕
知
棟
州
1
山
東
省
済
南
府
憲
民
豚
東
南
l
。
河
北
東
路
民
富
輩
桑
。
契
丹
謂
之
綾
絹
州
。
宋
史
二
九
九
張
洞
侍

こ
の
雅
名
の
裡
に
は
、
絹
産
地
を
持
た
な
い
遼
人
の
羨
墓
の
念
が
響
い
て
い
る
。
絹
は
こ
の
よ
う
に
、
遼
人
に
と
っ
て
さ
え
貴
重
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
全
く
同
じ
欄
保
が
漆
器
・
盗
器
以
下
の
産
物
に
‘つ

い
て
も
云
え
る
道
理
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
西
域
商
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど

1.85 
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魅
力
の
な
い
園
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
高
昌
ウ
ィ
グ
ル
が
遼
園
に
入
貢
を
致
し
た
の
は
、
附
庸
園
と
し
て
の
政
治
的
義
務
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
そ
の
頻
度
な
ど
か
ら
推
せ
ば
、
や
は
り
そ
こ
に

一
種
の
商
業
目
的
を
認
め
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
西
夏
園
の

訴
求
が
酷
し
か
っ
た
か
ら
と
は
い
え
、
彼
等
が
草
原
ル

l
ト
を
活
用
し
て
遼
に
向
か
っ
た
と
い
う
か
ら
に
は
、
何
等
か
の
打
算
が
そ
の
一表
面
に

あ
っ
た
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

一
韓
そ
の
打
算
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ウ
ィ
グ
ル
商
人
の
東
方
貿
易
の
目
的
が
絹
吊
そ

の
他
の
入
手
か
ら
銀
の
獲
得
に
轄
換
し
た
と
想
定
し
な
い
限
り
、
吾
々
は
適
切
な
解
答
を
と
れ
に
見
出
す
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
遼
圏
内
の
銀
山
は
絶
え
て
少
い
。

「遼
史
」
に
散
見
す
る
限
り
で
は
、
陥
河
l
河
北
省
梁
豚
|
と
銀
城
豚
|
快
西
省
紳
木
蘇
|

の
二
ケ
所
に
壷
き
る
。
従
っ
て
こ
の
微
々
た
る
産
出
額
で
は
、

と
て
も
ウ
ィ
グ
ル
商
人
の
需
要
に
見
合
う
は
ず
も
な
い
。
だ
が
し
か
し
遼
園
に

は
質
は
こ
れ
ら
自
然
産
の
銀
以
外
に
、
莫
大
な
銀
牧
入
が
あ
っ
た
。
他
な
ら
ぬ
そ
れ
は
宋
固
か
ら
の
歳
幣
な
の
で
あ
る
。

景
徳
元
年
(
一

O
O四)、

い
わ
ゆ
る
一
躍
淵
の
和
議
で
宋
は
遼
に
銀
十
高
雨
・
絹
二
十
高
疋
の
歳
幣
を
約
し
た
。
次
で
慶
暦
二
年
(
一

O
四
二
)
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に
な
る
と
こ
れ
が
銀
二
十
蔦
雨
、
絹
三
十
高
疋
に
増
額
さ
れ
る
。
歳
幣
で
あ
る
か
ら
遼
に
と
っ
て
は
全
く
無
償
の
牧
入
で
あ
る
上
に
、
そ
の
分

量
が
と
て
も
莫
大
な
の
で
あ
る
。
景
徳
元
年
か
ら
宣
和
五
年
(
一
一
二
三

)
1
遼
の
滅
亡
の
前
々
年
に
嘗
た
る
こ
の
年
を
以
て
、
宋
は
歳
幣
を
一
方
的
に

打
切
る
ー
ま
で
の
百
十
八
年
間
を
統
計
す
れ
ば
、
そ
れ
は
寅
に
二
千
五
百
高
南
に
垂
ミ
た
る
数
目
に
達
す
る
。
無
論
こ
れ
ら
歳
幣
銀
は
宮
廷

・

貴
戚
の
装
飾
品

・
什
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
確
買
で
あ
る
が
、
し
か
し
全
て
が
そ
う
な
っ
た
に
し
て
は
儀
り
に
も
分
量
が
多
す
ぎ
る
。
殊

に
銀
は
ウ
ィ
グ
ル
商
人
を
相
手
と
す
る
交
換
買
買
に
大
き
な
威
力
を
護
揮
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
キ
タ
イ
貴
族
居
が
こ
の
利
用
法
を
怠
っ
た

な
ど
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
雨
者
聞
の
完
全
な
利
金
協
調
に
基
い
て
、
歳
幣
銀
は
西
域
高
官
修
商
品
の
支
携
に
充
て

ら
れ
た
に
相
異
な
い
。

「宋
史
」
三
三
て

沈
括
俸
に
は
こ
の
間
の
事
情
を
穿
っ
た
彼
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。

〔
紳
宗
朝
〕
先
是
銀
冶
轄
運
司
置
官
牧
其
利
。

朝
廷
歳
遺
契
丹
銀
数
千

(十
?
〉
高
o
a
以
其
非
北
方
所
有
。

園
之
幣
盆
軽
。

何
頼
歳
鮪
。
隣
質
勝
自
蕊
始
失
。 〔

河
北
西
路
察
訪
使
〕
括
言
。

近
賓
則
園
賞
。

人
衆
則
譲
葉
。
姦
僑
何
以
検
顕
。

昔
日
銀
城
鯨

・
銀
坊
場
皆
混
於
彼
。
使
其
知
撃
山
之
利
。
則
中

其
勢
必
然
。

故
重
市
利
之。



宋
か
ら
の
歳
幣
銀
を
入
手
す
る
こ
と
に
よ
『
て
始
め
で
銀
の
債
値
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
キ
タ
イ
人
は
、
そ
の
結
果
つ
い
に
宋
の
遁
境
の
銀
産

地
た
る
銀
城
鯨
を
τ

攻
略
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
銀
の
債
値
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
そ
の
交
換
債
値
を
指
し
て
の
言
で
な
く
て
は
な
，

ら
な
い
。

宋
か
ら
の
歳
幣
銀
を
ウ
ィ
グ
ル
商
人
が
そ
の
将
来
し
た
西
方
春
一修
商
品
の
代
債
と
し
て
入
手
で
き
る
と
な
れ
ば
、
遼
圏
は
彼
等
に
と
っ
て
魅
'

カ
あ
る
市
場
に
轄
換
す
る
。
彼
等
は
そ
の
豊
富
な
銀
を
目
指
し
て
遼
園
に
向
う
で
あ
ろ
う
。
北
方
草
原
ル
l
ト
の
ー活
用
は
か
く
し
て
開
始
さ
れ

て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
窮
極
は
、
遺
園
銀
の
西
方
へ
の
大
量
流
出
と
な
っ
た
ら
し
い
。
新
中
園
で
な
さ
れ
た
遼
墓
護
掘
調
査
の
一
結
論
、
即
ち

「
遼
朝
初
期
の
墓
制
中
に
大
量
に
出
土
す
る
銀
器
は
、
後
期
l
道
宗
威
潅

2
0六
五
J
七
四
〉
以
後
を
指
す
l
に
至
っ
て
殆
ど
迩
を
絶
つ
」
と
い

*
 

う
報
告
が
そ
れ
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

*
松
村
勇
造
氏
謬
「
新
中
園
の
考
古
牧
穫
」
第
三
章
ム
ハ
。
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遼
を
倒
し
て
之
に
代
っ
た
、金
王
朝
は
、
そ
の
勢
力
を
一
気
巳
准
水
の
線
ま
で
接
大
し
た
か
ら
、
遼
の
後
繕
者
と
は
云
う
も
の
の
、
そ
れ
と
は

可
成
り
趣
を
異
に
す
る
。
南
宋
と
劃
崎
す
る
こ
と
百
儀
年
、
第
二
次
南
北
朝
時
代
を
出
現
せ
し
め
た
寅
績
は
、
中
園
王
朝
と
し
て
の
資
格
を
保

詮
す
る
に
足
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
と
東
西
貿
易
に
即
し
て
云
う
な
ら
ば
叶
僅
か
に
山
東
の
絹
吊
と
精
々
磁
州
の
窯
器
だ
け
を
以
て

し
て
は
|
北
宋
の
定
州
窯
・
鈴
挑
窯
・
景
徳
銀
窯
な
ど
に
比
較
す
れ
ば
、
磁
州
窯
の
作
品
は
何
と
い
っ
て
も
レ
ヴ
ェ
ル
の
一
段
下
っ
た
雑
器
に
す
ぎ
な
い
|
依

然
と
し
て
遼
の

E
流
を
院
し
き
れ
な
い
と
稿
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
も
商
品
と
し
て
の
銀
を
度
外
視
し
て
は
、
東
西
貿
易
を
論
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

金
園
領
内
の
銀
坑
は
宋
の
遺
制
を
う
け
て
山
東
・
挟
西
の
極
く
一
部
分
に
存
在
し
た
け
れ
ど
も
、
期
待
し
う
る
よ
う
な
産
額
で
は
な
い
か

ら
、
自
ら
南
宋
よ
り
の
歳
幣
銀
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
歳
幣
銀
は
紹
興
半
一
年

O
E
C
の
和
議
で
銀
絹
廿
五
寓
に
定
ま
り
、
乾
道
元

年
(

H

H

S

〉
に
銀
絹
廿
寓
と
減
額
さ
れ
た
も
の
で
、
通
計
す
れ
ば
約
八

O
O高
一
耐
を
算
す
る
は
ず
で
あ
る
。

187 

二
桁
興
和
議
は
品
川
一
年
の
海
陵
王
の
南
侵
に
よ
力
て
破
れ
る
。
こ
の
破
局
を
牧
拾
し
た
乾
道
の
和
議
は
、
金
側
の
漁
盟
を
責
め
て
歳
般
市
額
の
縮
少
を
得
た
。
こ
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の
後
関
棺
二
年

2
8
8
に
至
っ
て
今
度
は
韓
A

宵
に
よ
る
宋
側
の
背
盟
が
起
こ
り
、
嘉
定
元
年

0
8
8
の
講
和
成
立
ま
で
二
年
の
空
白
が
生
ず
る
。
嘉

定
の
和
議
で
は
歳
幣
品
川高
雨
疋
に
改
め
ら
ーれ
、
以
後
嘉
定
十
年
の
園
交
断
紹
に
至
る
の
で
あ
る
か
ら
、
歳
幣
数
を
絹
と
銀
に
折
半
し
て
計
算
す
る
と
右
の
敏

を
得
る
。

こ
れ
に
加
え
て
金
園
の
場
合
に
は
、

北
宋
の
故
都
作
梁
を
中
心
と
す
る
河
南

一
帯
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
公
私
の
銀
が
、
凡
て
と
ま
で
は
ゆ
か
な

く
と
も
相
賞
多
量
に
押
牧
さ
れ
た
の
を
軽
視
で
き
な
い
。
一
例
を
奉
げ
れ
ば
照
宗
天
禽
十
五
年
合
同
勾
)
、
劉
後
の
湾
園
を
慶
し
た
際
、
作
梁
に

都
し
た
こ
の
健
偶
政
府
の
府
庫
か
ら
は
、
僅
か
七
年
間
の
儲
積
と
は
い
え
金
百
廿
徐
寓
雨

・
銀
千
六
百
徐
寓
雨
・
米
九
十
徐
寓
剣
・
絹
二
百
七

十
省
内
匹

・
銭
九
千
八
百
七
十
儀
蔦
椙
が
浸
官
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

金
宋
劉
立
の
政
局
下
で
は
、
陸
路
に
よ
る
東
西
貿
易
路
は
濁
り
金
園
に
通
じ
こ
そ
す
れ
宋
園
に
は
直
達
で
き
な
い
。
こ
の
篠
件
の
下
に
な
お

ウ
ィ
グ
ル
商
人
が
東
来
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
最
初
か
ら
金
園
を
目
指
し
た
も
の
に
違
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
金
園
貿
易
に
か
け
た
彼
等

の
期
待
の
中
に
は
、
銀
の
獲
得
が
嘗
然
そ
の
比
重
を
園
内
め
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
等
の
賢
ら
す
西
方
蓉
修
商
品
の
見
返
り
分
に
近

い
銀
が
、
終
始
し
て
西
方
に
流
出
し
た
と
見
積
っ

て
宜
し
か
ろ
う
。
遼
に
比
べ
て
銀
の
保
有
量
が
異
る
け
れ
ど
も
、
流
出
が
耀
績
す
れ
ば
大
勢
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と
し
て
遼
と
同
じ
く
銀
の
減
少

・
紋
乏
に
迫
ら
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
貼
、
韓
佐
胃
に
よ
る
開
梧
用
兵
の
破
局
を
牧
拾
せ
ん
と
す

る
嘉
定
元
年
金
章
宗
泰
和
八
年

・
一二

O
八
年

の
和
議
に
際
し
、
金
園
側
が
歳
幣
品
川
蔦
雨
疋
の
他
に
数
千
首
阿
南
の
塙
軍
銀
を
要
求
し
て
い
る
の

は
ー
結
果
と
し
て
は
宋
は
三

O
O菌
爾
の
縞
軍
銀
を
認
め
た
に
止
ま
る
ー

そ
の

一
つ
の
現
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
三
世
紀
早
々
、

モ
ン
ゴ
ル
の
関
内
侵
入
が
始
ま
る
と
、
僅
か
数
年
に
し
て
金
園
は
河
北
を
侵
入
者
の
手
に
委
棄
し
て
河
南
に
遷
都
す
る
。

タ
ン
グ

l
ト
王
闘
が
亡
び
、
次
で
金
園
が
最
後
的
に
滅
亡
す
る
。
既
に
西
域
の
統
合
を
完
了
し
て
い
た
モ
ン
ゴ

ル
の
治
下

ウ
ィ
グ
ル
人

そ
れ
か
ら
約
十
年
、

に
、
東
西
交
通
は
一
切
の
障
害
を
除
か
れ
、
東
西
貿
易
は
空
前
の
活
況
を
呈
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
正
に
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
、

を
主
と
す
る
西
域
買
人
の
漢
地
H
北
部
中
園
に
お
け
る
営
利
活
動
が
、
銀
の
牧
奪
を
専
ら
に
す
る
斡
脆
鎮
の
皆
運
を
典
型
的
形
態
と
し
て
額
著

化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
貫
こ
そ
は
、
以
上
の
経
過
に
襲
み
る
限
り
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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北
宋
に
お
け
る
銀
の
産
出
と
銀
債
格
の
饗
動

市
圏
の
主
要
銀
産
地
は
江
南
地
方
に
偏
し
て
い
た
。

「
宋
史
」

一
八
五
、
食
貨
志
院
冶
の
僚
に
よ
れ
ば
、
そ
の
分
布
の
大
概
は
次
の
よ
う
で

あ
る
。銀

産
鳳
・
建
・
桂
陽
三
州
。
有
三
監
。
鏡
・
信
・
度
・
越
・
衝
・
慮
・
道
・
一
隅
・
汀
・
津
・
南
剣
・
留
・
贋
・
英
・
連
・
思
・
春
十
七
州
。

建
昌
・
都
武
・
南
安
三
軍
。
有
五
十
一
場
。
秦
・
融
・
輿
元
三
州
。
有
三
務
。

快
西
の
若
干
州
を
除
い
て
、
凡
て
が
漸
江
・
一
隅
建
・
慶
東
・
贋
西
・
江
西
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
銀
坑
は
、
原
則
と
し
て
産
銀

*
 

額
、
を
諜
想
し
そ
の
二
割
l
時
に
は
一
割
に
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
|
の
課
額
を
定
め
て
民
間
企
業
者
に
承
買
せ

L
め
る
。
銀
坑
ば
坑
脈
の
枯
渇

そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
奥
底
が
常
で
な
い
か
ら
、
銀
課
の
培
損
が
之
に
伴
う
け
れ
ど
も
、
一
麿
こ
の
銀
課
を
基
準
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の

全

園

的

な

銀

産

融

額

を

見

届

け

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

。

「

文

献

遁

考

L

一
八
・

「
宋
史
L

一
八
五
食
貨
志

「
玉
海
」
一
八

O
に
よ
っ
て

- 49一

之
を
表
示
す
れ
ば
次
頁
の
如
く
に
な
る
。

*
加
藤
繁
博
主
「
唐
宋
時
代
に
於
る
金
銀
の
研
究
」
第
八
章
に
は
、
園
庫
の
牧
得
す
る
産
出
銀
の
種
目
と
し
て
、
歳
課
銀
以
外
に
、
地
方
割
管
の
土
貢
銀
・
抽

分
に
よ
る
歳
貢
銀
・
買
上
制
に
よ
る
採
買
銀
な
ど
を
翠
げ
る
と
共
に
、
次
表
に
掲
げ
る
放
課
銀
数
目
は
純
然
た
る
二
割
の
綴
山
税
と
採
買
銀
の
合
計
だ
と
さ

れ
る
?
採
買
銀
の
数
量
を
明
か
に
で
き
な
い
の
で
、
一
腹
こ
の
歳
課
銀
と
採
買
銀
の
合
計
数
を
逆
算
の
基
礎
と
し
た
か
ら
、
推
定
産
出
額
の
数
字
は
そ
の
最

高
値
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

金
銀
の
歳
課
率
を
逼
じ
て
二
割
と
見
な
し
て
年
間
産
出
額
を
逆
算
す
る
と
、
金
は
五
千
南
強
J
七
高
五
千
雨
強
の
聞
を
上
下
し
、
・
銀
は
六
十
五

*
 

高
雨
弱
J
百
六
十
寓
雨
弱
の
巾
を
も
っ
て
増
減
L
て
い
る
。
こ
の
中
、
歳
課
銀
だ
け
を
取
土
げ
て
論
じ
る
な
ら
ば
、
員
宗
景
徳
以
後
の
歳
幣
銀

|
上
記
の
よ
う
に
景
徳
元
年
J
慶
暦
元
年
の
品
川
七
年
間
は
遼
に
劃
し
て
毎
年
銀
十
寓
繭
パ
慶
暦
二
年

t
宣
和
五
年
の
八
十
一
年
聞
は
遼
・
西
夏
に
劃
し
て
合
計
廿

六
高
南
を
算
し
た
だ
け
の
支
出
に
も
足
ら
な
い
時
期
が
少
く
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
|
表
に
即
し
て
い
え
ば
皇
結
・
照
寧
・
元
豊
が
そ
れ
に
嘗
た
る
|
こ

れ
ら
赤
字
は
内
議
庫
の
儲
積
を
流
用
す
る
と
か
、
乃
至
は
採
買
そ
の
他
に
よ
っ
て
補
填
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
μ

「
逼
鑑
長
編
」
九
七
に

189 
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言呆

産出額

歳 課

歳
金

銀
1，076，925 " 

見
え
る
員
宗
天
語
末
年
の
園
庫
歳
入
銀
八
十
八
高
二
千
儀
雨
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
歳
課
以
外
に
和
市
・
課
利
折

納
・
互
市
所
得
を
合
計
し
て
こ
の
数
字
は
得
ら
れ
て
い
る
。
歳
課
率
が
二
割
で
あ
れ
ば
、
そ
の
四
倍
の
産
出
銀

が
民
間
に
出
廻
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
こ
そ
、
か
か
る
慮
置
が
容
易
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

本
金
銀
坑
の
私
掘
禁
止
は
、
文
字
通
り
完
全
に
は
行
い
え
な
い
と
し
て
も
、
園
家
の
禁
令
と
し
て
の
態
を
失
わ
ぬ
程
度
に
だ

け
は
励
行
さ
れ
な
け
ば
、
そ
れ
に
闘
す
る
各
種
の
統
計
数
字
も
利
用
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
の
鮎
に
関
し
て
「
宋
史
」
一
一
一
一

二
、
曾
公
売
停
の
次
の
記
事
が
参
考
資
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔
仁
宗
末
年
以
密
州
民
田
産
銀
、
或
盗
取
之
。
大
理
嘗
以
強
、
〔
同
中
書
門
下
卒
章
事
〕
公
亮
日
、
此
禁
物
也
、
取
之

雄
強
、
輿
盗
物
民
家
有
間
余
、
国
字
之
、
途
下
有
司
、
議
比
劫
禁
物
法
、
盗
得
不
死
。

僅
か
に
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
笛
時
に
お
け
る
銀
盗
掘
禁
止
の
厳
し
さ
と
禁
令
の
励
行
度
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
日
一
地
下
か
ら
採
掘
さ
れ
た
以
上
、

消
耗
す
る
こ

- 50ー

し
か
し
銀
は
断
る
ま
で
も
な
く
耐
久
債
値
財
で
あ
る
か
ら
、

と
な
く
、
年
一
年
と
賞
用
界
に
累
積
さ
れ
て
ゆ
く
。
加
藤
繁
博
士
の
指
摘
に
よ
れ
ば

l
「
唐
宋
時
代
に
於
る
金
銀

の
研
究
」
第
八
章
|
北
宋
期
の
銀
の
産
出
は
、
一
繭
建
に
於
る
銀
坑
の
開
設
に
よ
っ
て
一
大
激
増
を
見
た
と
い
う
。

北
宋
百
五
十
年
間
の
こ
の
累
積
が
い
か
に
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
凡
そ
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

向
お
こ
れ
に
関
し
て
は
、
軽
視
で
き
な
い
も
う
一
つ
の
産
出
源
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
李
時
珍

「
本
草
綱
目
」
八
、
金
石
部
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

銀
在
鎖
中
。
興
銅
相
雑
。

産出額

銀
と
銅
と
の
相
雑
関
係
に
基
く
銅
よ
り
の
析
出
銀
で
あ
る
。
も
っ
と
も
銀
と
銅
と
が
蹟
石
中
に
雑
合
し
て
い
た

と
し
て
も
、
銀
材
中
の
銅
分
は
問
題
に
な
ら
な
い
で
濁
り
逆
の
場
合
、
乃
ち
銅
材
中
の
銀
分
の
み
が
関
心
さ
れ

る
の
は
、
断
る
ま
で
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
経
済
債
値
の
相
違
に
よ
る
。
金
一
銭
H
銀
十
銭
(
一
雨
〉

H
銅

百
雨
と
い
う
の
が
常
識
的
な
標
準
比
債
で
あ
る
か
ら
、
銀
材
中
に
た
と
え
一
割
の
銅
分
、が含
ま
れ
て
い
た
と
し
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銅

て
も
ブ
債
値
的
に
ぞ
れ
は
原
銀
材
の
概
略
千
分
の
一
に
す
、
ぎ
な
い
か
ら
、
無
論
析
出
さ
れ
右
こ
と
は
，
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
そ
れ
と
は
逆
に
銅
材
中
に
含
ま
れ
た
銀
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
・
て
の
l
セ

γ
ト
の
.徴
量
で
あ
っ
て
も
、
原
銅
材

に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
だ
け
の
債
値
を
持
つ
以
上
、
嘗
然
看
過
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
さ
て
北
宋
期
の
銅
開
設
を
顧
み
て
み
る
と
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
規
模
の
甚
大
な
る
こ
と
前

後
に
比
類
を
み
な
か
っ
た
。
金
銀
課
に
準
じ
て
銅
の
歳
課
・
産
出
推
定
額
の
表
を
示
す
と
上
の
如
く
で
あ
る
。
但
し
銅

山
税
の
税
率
は
一
割
で
あ
る
か
ら
、
産
出
推
定
額
も
そ
の
十
倍
に
相
嘗
す
る
わ
け
で
あ
る

U

具
睦
的
に
は
員
宗
天
稽
年

間
の
二
六

O
O除
寓
斤
か
ら
躍
進
を
績
け
、
紳
宗
元
豊
中
に
は
迭
に
そ
の
五
倍
強
に
達
し
て
い
る
。
銅
産
額
の
こ
の
驚

異
的
上
昇
に
は
、
無
論
あ
の
北
宋
政
府
が
熱
意
を
傾
け
た
大
鐘
銭
事
業
が
大
き
く
興
っ
て
い
る
。
建
園
か
ら
聞
も
な
い

太
宗
末
年
に
早
く
も
百
高
貫
に
垂
々
た
る
錆
鏡
量
は
程
な
く
百
寓
蓋
を
突
破
し
、
以
後
増
額
の
一
路
を
た
ど
り
つ
つ
、

紳
宗
朝
に
は
遂
に
五
百
高
貫
と
い
ろ
前
古
未
曾
有
の
記
録
を
た
て
る
|
紳
宗
朝
の
五
百
禽
貫
に
は
折
ニ
銭
が
含
ま
れ
て
い
る

の
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
|
。
こ
の
大
事
業
の
園
滑
な
遂
行
の
た
め
に
要
す
る
莫
大
な
銅
材
料
は
、
民
間
市
場
か

ら
の
買
上
げ
で
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
文
よ
し
足
り
て
も
そ
れ
で
は
費
用
が
嵩
ん
で
園
庫
の
負
携
が
た
え
ら
れ
な

か
・
く
し
て
大
々
的
に
推
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

- 51ー

ぃ
。
地
下
に
眠
っ
て
い
る
園
有
資
源
た
る
埋
識
銅
の
開
麓
は
、

年
間
敷
千
高
斤
に
の
ぼ
る
産
出
銅
が
績
い
た
の
な
ら
、
そ
の
一
部
に
は
必
ず
や
銀
分
を
含
ん
だ
銅
材
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
ち
。
析
出
に
値
す
る
だ
け
の
銀
分
を
含
有
し
て
さ
え
お
れ
ば
、
み
す
み
。
す
そ
れ
が
見
逃
が
さ
れ
る
と
は
と
て
も
思
え

な
い
。
時
代
、は
少
し
く
降
る
が
宋
麿
星
「
天
工
開
物
」
下
に
は

九
銅
質
有
数
種
。
有
全
瞳
皆
銅
。
不
爽
鉛
銀
者
。
有
興
鉛
同
捜
者
。
:
:
:
東
夷
銅
又
有
托
鐙
銀
積
内
者
。
入
壇
煉
時
。

銀
結
子
面
。
銅
沈
子
下
。
商
舶
漂
入
中
園
。
名
目
日
本
銅
。
其
形
震
方
長
板
候
。
湾
郡
人
得
之
。
有
以
壇
再
煉
。
取

出
零
銀
。
然
後
寓
成
薄
餅
如
川
銅
0
1

一
様
貨
買
者
。
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と
い
っ
て
、
明
末
轍
入
の
日
本
銅
に
含
有
さ
れ
た
零
銀
が
、

上
、
宋
代
で
も
同
様
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
す
れ
ば
、
か
の
諸
大
な
銅
材
料
か
ら
推
し
て
そ
の
零
銀
も
可
成
り
の
分
量
に
達
し
た
こ
と
で
あ

貫
際
に
煉
出
採
取
さ
れ
て
い
る
事
貫
を
述
べ
て
い
る
。

明
代
に
賀
行
さ
れ
た
以

ろ
う
。銀

坑
の
開
設
そ
の
他
に
よ
っ
て
不
断
に
巨
額
な
新
し
い
銀
が
北
宋
祉
舎
に
提
供
さ
れ
て
い
た
事
賓
を
、
以
上
に
迩
づ
け
て
来
た
。
勿
論
こ
れ

ら
の
銀
は
装
飾
品
・
家
具
・
什
器
な
ど
と
虞
い
用
途
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
産
出
額
の
す
べ
て
が
通
貨
代
用
と
し
て
流
通
界
に
出
廻
る
も
の
で

は
な
い
。
寧
ろ
流
通
界
に
は
極
く

一
部
し
か
現
わ
れ
な
い
で
、
退
識
さ
れ
た
量
も
莫
大
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
用
途
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
貫

質
債
値
を
持
つ
銀
が
現
に
祉
舎
の
ど
こ
か
に
質
在
す
る
限
り
、

銀
相
場
に
は
貫
数
量
が
略
々
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
換
言
す

れ
ば
、
年
々
こ
れ
だ
け
の
産
出
銀
が
累
増
し
績
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
相
場
は
嘗
然
徐
々

に
で
は
あ

っ
て
も
下
向
の
傾
向
を
示
し
て
よ
い
は

ず
で
お
る
が
、
果
し
て
事
貫
は
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

宮
崎
市
定
博
士

「
五
代
宋
初
の
通
貨
問
題
」
附
表
第
四
に
は
、
北
宋
時
代
金
銀
債
格
騰
落
表
と
題
し
て
銅
銭
に
劃
す
る
金
銀
比
債
の
蟹
動
を

圃
表
化
し
た
グ
ラ
フ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
こ
れ
を
借
用
し
て
該
時
期
に
お
け
る
銀
債
格
の
饗
化
を
概
観
し
て
み
た
い
。
但
し
こ
の
固
表
の
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中
で
も
末
尾
を
占
め
る
崇
寧
三
年
以
降
は
、

一
見
グ
ラ
フ
線
の
異
常
な
動
き
に
も
讃
み
と
れ
る
よ
う
に
、
欽
宗
朝
の
破
局
下
の
情
勢
で
あ
る
か

ら
例
外
に
置
き
、
こ
こ
で
は
専
ら
宋
初
J
徽
宗
崇
寧
三
年
に
亘
る
約
百
四
十
年
間
の
経
緯
を
考
察
の
封
象
と
す
る
。

こ
の
園
表
に
示
さ
れ
る
金
銀
債
格
は
あ
く
ま
で
も
銅
銭
に
照
し
て
刀
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
銅
鎮
の
持
つ
浮
動
性
に
よ
っ
て
南
者
は
常
に
影
響

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
グ
ラ
フ
線
の
動
き
を
以
て
、
直
ち
に
金
銀
猫
自
の
慣
格
第
化
の
反
映
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
認
め
て
許
さ
れ
る

の
は
、
濁
り
金
銀
聞
の
相
調
的
騰
落
関
係
に
の
み
限
ら
れ
る
。

か
か
る
基
本
的
な
性
格
の
上
に
立
っ
て
こ
の
グ
ラ
フ
線
の
意
味
を
検
討
す
る

と
、
少
く
と
も
次
の
二
つ
の
要
約
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

① 

金
銀
の
聞
に
同
じ
比
慣
が
保
た
れ
な
が
ら
卒
行
し
て
騰
落
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
銅
銭
か
ら
す
る

一
方
的
な
影
響
だ
け
を
認
め
れ
ば

了
、
。

{
C
S
L
V
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② 

こ
れ
に
反
し
金
銀
聞
の
比
慣
が
崩
れ
て
騰
落
す
る
場
合
で
も
、
金
銀
の
い
ず
れ
か

一
方
が
銅
銭
に
劃
す
る
正
規
の
比
債
を
維
持
し
績
け

る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
も
う
一
方
に
内
在
す
る
濁
自
な
候
件
の
み
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
約
①
は
本
騰
落
表
の
前
中
十
、
乃
ち
園
初
か
ら
員
宗
大
中
鮮
符
八
年
ま
で
の
経
過
に
該
嘗
す
る
で
あ
ろ
う
。
時
期
的
に
多
少
の
前
後
は
あ
っ

て
も
、
最
初
は
そ
ろ
っ
て
下
落
し
た
金
銀
が
再
び
上
昇
を
開
始
し
、
景
徳

・
大
中
群
符
の
聞
に
は
本
来
の
水
準
に
復
詰
問
す
る
。
こ
の
間
、
金
銀

そ
れ
ぞ
れ
に
濁
自
な
事
情
が
、
率
を
等
し
く
時
を
同
じ
く
し
て
雨
者
に
作
用
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
高
々
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
こ
の
一
連

の
動
向
は
す
べ
て
園
初
の
銅
銭
貴
重
に
基
く
現
象
と
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
績
く
要
約
②
は
本
圃
表
の
後
半
に
あ
て
は
ま
る
で
あ

ろ
う
。
員
宗
末
年
か
ら
哲
宗
朝
に
か
け
て
金
は
大
安
定
期
に
入
り
、
銅
銭
と
の
聞
に
終
始
し
て
正
常
の
比
債
を
保
つ
。
こ
れ
に
比
べ
て
銀
は
正

に
正
反
針
の

一
大
饗
動
期
に
入
る
。
員
宗
末
か
ら
始
ま
る
騰
貴
の
勢
は
根
強
く
、
仁
宗
初
期
に
は
早
く
も
公
定
比
債
の
倍
額
に
達
し
た
ま
ま
揺

が
ず
、
漸
く
紳
宗
期
に
入
っ
て
下
落
の
傾
向
を
示
し
は
じ
め
る
と
は
い
え
、
徽
宗
靭
に
見
ら
れ
る
そ
の
底
値
は
依
然
た
る
三
割
高
に
止
ま
っ
て

い
る
。
北
宋
後
半
期
の
銀
債
格
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
濁
自
な
動
き
は
、
金
債
格
の
安
定
と
封
照
し
て
、
銀
に
固
有
な
事
情
の
伏
在
を
推
知
せ
し

め
ず
に
は
お
か
な
い
。
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宋
初
に
お
け
る
金
銀
銅
銭
の
比
債
は
、
金
一
雨
H
銀
十
雨
、
銀

一
雨
H
銅
銭
千
文
が
標
準
を
な
し
た
従
っ
て
同
二
盟
一
量
に
封
寸
る
償
値
の
比
率

は
、
金
一

O
O
O針
銀
一

O
O封
銅
銭
一
と
な
る
|
。
こ
の
三
者
の
う
ち
こ
こ
で
は
銀
が
特
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

先
ず
園
初
の
三
十
年
間

に
示
し
た
鑓
化
|
一
旦
は
銀
一
雨
H
H
銅
銭
七
五
O
文
の
最
低
ま
で
下
落
し
た
後
、
次
第
に
本
来
の
水
準
に
回
復
し
た
ー
は
専
ら
銅
銭

側
の
騰
貴
に
起
因
す
る
動
き
だ
っ
た
か
ら
、
銀
そ
れ
自
鐙
の
騰
落
の
委
細
は
こ
れ
だ
け
を
以
て
し
て
は
推
知
し
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
し
か
し
そ

れ
以
後
の
九
十
年
間
(
大
中
群
符
J
崇
寧
)
に
見
ら
れ
る
騰
貴
現
象
最
高
時
は
銀
一雨
H
銅
銭
二
O
z
O
O文
に
ま
で
達
し
、
よ
う
や
く
下
降
線
を
た
ど
っ

て
も
一
一
一
五
O
文
を
下
廻
ら
な
か
こ
ん
は
銀
に
内
在
す
る
候
件
の
現
わ
れ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
銀
自
瞳
の
持
つ
貴
重
さ
の
軌
跡
に
他
な
ら
な

い
。
銀
が
北
宋
期
の
大
部
分
を
通
じ
て
昂
騰
し
緩
け
た
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
直
ち
に
銀
絶
封
量
の
減
少
に
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
る
の
が
最

も
委
嘗
な
態
度
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

(
太
卒
輿
園
J
景
徳
)



銀
山
開
護
の
観
貼
か
ら
し
た
北
宋
期
の
産
出
銀
は
、
，
上
記
の
よ
う
に
莫
大
な
累
積
を
推
定
せ
し
め
た
。
然
る
に
も
拘
ら
ず
銀
債
格
の
考
察
か

ち
得
ら
れ
た
結
論
は
、
銀
の
組
制
到
量
の
減
少
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
共
に
満
足
せ
し
め
る
論
理
は
唯
一
つ
、
極
め
て
筒
翠
で
は
あ
る
が
銀
の
圏

外
流
出
よ
り
他
に
は
な
い
。
北
宋
の
こ
と
だ
か
ら
無
論
そ
の
経
路
は
南
海
経
由
と
西
域
経
由
の
ご
つ
に
分
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
陸
路
東
西
貿
易

が
そ
の
一
班
を
措
う
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
。
「
遁
鑑
長
編
」
八
五
に
見
え
る
員
宗
朝
の
宰
相
王
旦
の
言
を
最
後
に
こ
こ
に
引
用
し
て
、

こ
の
動
か
せ
な
い
事
賓
の
謹
言
と
し
た
い
。

大
中
群
符
八
年
十
一
月
己
巳
三
司
奏
。
乏
銀
支
用
。
請
令
諸
路
権
酒
課
。
悉
改
輪
銀
。
上
目
。
若
此
民
間
銀
盆
貴
会
。
因
謂
輔
臣
目
。
威
卒

中
。
銀
雨
八
百
。
金
五
千
。
今
則
培
跨
途
倍
何
乎
。
王
旦
等
目
。
園
家
承
卒
歳
久
。
乗
弁
之
民
。
笹
役
不
及
。
坐
取
厚
利
。
京
城
資
産
百
寓

者
至
多
。
十
寓
而
上
。
比
々
皆
是
。
然
則
器
皿
之
用
・
蓄
蔵
之
貨
。
何
可
勝
算
。
此
外
則
雨
蕃
・
南
海
歳
来
貿
易
。
有
去
無
還
。
加
之
坑
冶

輿
鹿
有
時
。
増
債
之
由
。
或
恐
以
此
。

4 

金
元
時
代
の
銀
債
格
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金
園
領
内
に
は
銀
産
地
が
稀
で
あ
る
し
、

且
つ
開
設
に
要
す
る
費
用
と
技
術
の
関
係
も
あ
っ
て
、
そ
の
産
出
額
は
謬
デ
た
る
も
の
で
あ
っ
た

「
金
史
」
四
九
、
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
金
園
に
も
金
銀
坑
冶
の
歳
課
が
あ
っ
て
二
割
の
率
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
課
額
の
数
字
そ

の
他
の
委
細
は
殆
ど
明
か
で
な
い
。
従
っ
て
園
庫
の
銀
は
、
北
宋
滅
亡
に
際
し
て
河
北
・
河
南
か
ら
入
手
七
た
可
成
り
の
分
量
に
達
す
る
押
牧

銀
を
基
礎
と
し
、
こ
れ
に
加
う
る
に
南
宋
か
ら
の
歳
幣
を
以
て
す
る
に
止
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
朕
態
で
は
と
て
も
大
量
の
累
積
・
累

増
は
墓
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
銀
事
情
の
下
に
あ
る
金
園
で
、
中
園
に
前
例
の
な
い
法
定
鋳
造
銀
貨
が
瑳
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
一

見
い
か
に
も
不
相
躍
の
観
を
懐
か
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
金
園
も
宇
を
過
ぎ
た
章
宗
朝
の
承
安
賓
貨
が
そ
れ
な
の
で
あ
る
が
、
「
金
史
」
四

-
八
、
食
貨
志
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

承
安
二
年
十
一
月
備
蓄
省
議
謂
。
時
所
給
官
兵
俸
及
塗
民
軍
須
。
皆
以
銀
紗
相
粂
川
奮
例
銀
毎
挺
五
十
雨
。
其
直
百
貫
。
民
間
或
有
載
撃
之

ら
し
い
。
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者
。
其
債
亦
随
低
昂
。
途
改
露
銀
。
名
承
安
賓
貨
。
一
雨
至
十
雨
。
分
五
等
。
毎
南
折
銭
二
貫
。

*
 

少
し
く
不
分
明
の
嫌
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
銀
貨
護
行
の
由
来
が
、
銅
銭
の
不
足
と
交
紗
の
泣
滞
に
針
臆
す
る
通
貨
措
置
だ
っ
た
こ
と
は

窺
い
え
ら
れ
よ
う
。

*
領
域
内
に
銅
山
の
乏
し
い
金
園
で
は
銅
銭
遊
行
に
制
限
が
あ
っ
て
、
僅
か
に
正
隆
・
大
定
・
泰
和
の
三
朝
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
み
。
主
と
し
て
遼
・

宋
・
時
間
(
劉
輸
血
俄
湾
園
)
の
醤
銭
を
用
い
た
。
南
宋
と
の
和
卒
が
定
ま
り
園
境
線
上
で
の
権
場
貿
易
が
聞
か
れ
る
と
経
済
力
の
格
差
に
伶
う
銅
銭
の
南
宋
へ

の
流
出
が
綴
き
|
曾
我
部
静
雄
博
士
「
日
宋
金
貨
幣
交
流
史
」
第
十
四
章
|
銭
荒
現
象
が
誘
愛
さ
れ
て
く
る
。
新
銭
を
櫓
鈴
し
て
こ
の
危
機
を
乗
切
る
能
力

の
な
い
金
園
は
、
自
ら
交
紗
(
紙
幣
〉
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
海
陵
王
の
治
世
に
始
ま
る
交
紗
は
、
本
来
は
「
納
銭
換
紗
、
納
紗
換
銭
」
を
保
註
さ
れ
て

い
た
が
、
護
行
数
の
累
増
と
銅
銭
の
逓
減
に
よ
り
、
次
第
に
不
換
紙
幣
と
な
っ
て
行
用
が
溢
滞
す
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
銅
銭

・
交
紗
の
行
き

、、つ
ま
り
に
迫
ら
れ
て
、
銀
銭
が
漠
然
と
出
現
し
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
よ
り
銀
貨
本
位
制
の
樹
立
を

企
る
と
か
、
交
紗
と
の
免
換
準
備
に
充
嘗
す
る
と
か
い
っ
た
建
設
的
な
積
極
性
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
承
安
賓
貨
が
貿
施
わ
ず
か
三
年
一

足
ら
ず
で
鹿
止
さ
れ
、
以
後
銀
銭
の
議
は
二
度
と
起
ら
ず
、
貫
質
的
に
は
不
換
紙
幣
に
す
ぎ
な
い
交
紗
の
操
作
を
繰
返
し
て
財
政
破
綻
・
園
家
田

滅
亡
に
至
る
所
以
で
あ
る
。

金
園
の
銀
事
情
を
如
買
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、

て
、
そ
れ
は
金
園
に
と
っ
て
正
に
不
相
障
な
通
貨
だ
ア
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
銀
事
情
に
あ
る
金
園
で
は
、
嘗
然
な
が
ら
銀
の
割
銅
銭

法
定
銀
貨
の
鳴
矢
を
な
す
承
安
賓
貨
の
全
く
一
時
的
な
輿
躍
は
、

」
の
貼
か
ら
云
っ

比
債
は
貴
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
掲
の
「
金
史
」
食
貨
志
に
も
明
言
す
る
よ
う
に
、

ほ
ぼ
園
初
か
ら
銀
一
雨
は
銅
銭
二

O
O
O文
に
相
嘗

し
て
い
た
。
も
っ
と
も
加
藤
博
士
が
既
に
右
同
書
か
ら
引
用
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

〔
泰
和
元
年
六
月
〕
通
州
刺
史
直
構
言
。
民
間
紗
固
己
流
行
。
濁
銀
債
未
卒
。
官
之
所
定
。
毎
鋸
以
十
高
。
而
市
建
綾
直
八
首
問
。
蓋
出
多
入
少

故
也
。

泰
和
初
年
の
逼
州
で
は
銀

一
雨
が
銅
銭

二
ハ
O
O文
に
値
す
る
と
い
う
異
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
京
師
の
東
郊
に
位
す
る
逼
州
な
れ
ば
こ
そ
の

現
象
で
あ
る
か
ら
|
通
州
は
永
済
渠
ハ
御
河
〉
そ
の
他
の
水
路
の
終
貼
に
笛
た
る
か
ら
、
河
南
・
河
北
・
山
東
か
ら
京
師
に
搬
淫
さ
れ
る
物
資
の
集
積
所
を
な



，，
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す
。
公
私
め
支
出
銀
は
集
中
し
て
こ
こ
巳
頒
布
さ
れ
る
で
・
あ
ろ
う
l
こ
れ
に
準
じ
て
各
地
銀
債
を
推
測
す
る
の
は
不
遁
賞
で
あ
る
。
園
亡
を
去
る
わ
ず

か
十
七
年
の
宣
宗
輿
定
元
年
(
ロ
ロ
〉
十
月
に
改
訂
さ
れ
た
服
罪
規
定
に
も
、
朝
廷
は
銀
一
雨
H
銅
銭
二

0
0
0文
を
再
確
認
し
て
い
る
所
か

ら
し
て
も
、
こ
の
比
債
は
金
朝
一
代
を
遁
ず
る
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
北
宋
末
の
徽
宗
崇
寧
中
に
示
さ
れ
た
一

二
五

O，
文
に
比
べ
て
、
更
に
六
割
高
を
算
え
る
こ
と
に
な
る
。

モ
ン
ゴ
ル
治
下
に
お
け
る
河
北
・
河
南
の
銀
債
格
に
つ
い
て
は
、
少
く
と
も
世
組
即
位
の
中
統
元
年
公
民

ε
ま
で
は
、
資
料
が
歓
乏
し
て

い
て
的
確
な
消
息
は
剣
ら
な
い
。
唯
し
か
し
金
末
の
扶
勢
が
一
費
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
そ
の
連
績
と
し
て
、
銅
銭
の
綾
抽
・
交
換
の

阻
滞
d

銀
に
よ
る
債
値
表
示
|
金
亥
宗
の
天
興
費
合
同
は
、
そ
れ
ま
で
の
交
妙
が
銅
銭
を
標
準
と
し
て
銭
文
を
表
記
し
て
い
た
の
を
一
費
し
て
銀
爾
を
表
記
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
を
抱
え
て
、
加
藤
博
士
は
銀
に
よ
る
債
値
表
示
・
銀
に
よ
る
取
引
の
慣
習
が
金
末
に
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
す
る
ー
な
ど
の
傾
向
が
調
漫

し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
置
擦
と
し
て
吾
々
は
、
首
時
に
お
け
る
総
建
て
・
銀
建
て
経
済
の
痕
跡
を
「
元
史
」
一
五

0
・一

六

O
の
列
俸
中
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
乃
ち
博
州

l
山
東
省
脚
城
豚
|
の
漢
人
世
侯
何
賓
に
つ
い
て
は
、
太
粗
末
年
J
太
宗
初
年

(
H
N

N
叶

J
M∞
〉
、
締
を
紗
本
と
す
る
曾
子
の
.
瑳
行
が
、
那
州
|
河
北
省
邪
養
豚
l
按
撫
使
割
粛
に
関
し
て
は
、
太
宗
十
二
年
(
尽
怠
〉
、
銀
を
紗
本
と
す
る

楕
幣
の
推
行
が
そ
れ
ぞ
れ
事
越
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
弘
。

-: 57，ー

指
こ
の
他
に
も
ト
ゥ
ル
イ
監
園
(
H
N
N
S

か
ら
太
宗
朝
に
か
け
て
、
燕
京
に
設
置
さ
れ
た
出
張
政
府
で
主
織
が
臨
時
に
行
っ
た
格
券
・
同
じ
く
子
一
冗
の
建
策
で

賀
行
さ
れ
た
交
妙
、
更
に
憲
宗
の
四
J
五
年

Q
N
2
1
印
)
に
は
開
中
に
行
わ
れ
た
商
挺
の
格
幣
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
鈴
本
に
つ
い
て
は
説
明
が
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
史
揖
俸
の
次
の
よ
う
な
記
載
に
よ
っ
て

〔
憲
宗
朝
〕
各
道
以
格
幣
相
貿
易
、
不
得
出
境
、
二
三
蔵
相
判
一
易
、
紗
本
日
耗
、
商
放
不
透
、
栂
請
立
銀
紗
相
構
法
、
人
以
矯
健
。

少
く
と
も
憲
宗
朝
の
あ
る
時
期
を
還
し
て
、
地
方
別
の
雑
多
な
交
紗
が
す
べ
て
銀
を
紗
本
と
し
て
子
母
相
擁
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
衣
第
が
剣
明
す
る
。

綜
も
し
く
は
銀
を
紗
本
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
交
紗
は
綜
・
銀
の
車
位
重
量
を
表
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
従
勺
て
嘗
時
の

交
換
取
引
・
債
値
評
債
の
基
準
・
媒
介
の
機
能
は
、
銅
銭
で
は
な
く
て
総
・
銀
が
荷
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
但
し
線
建
て
・
銀
建
て
経
済
の

趨
勢
は
こ
う
し
て
確
認
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
の
時
貼
で
は
ま
だ
吾
々
に
は
赫
・
銀
の
比
債
に
つ
い
て
の
報
告
は
何
も
入
手
さ
れ
て
い
な
い
。
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こ
の
手
係
り
を
最
初
弘
典
え
て
く
れ
る
も
の
は
や
は
り
、
こ
れ
ら
締
紗
・
銀
診
の
名
残
を
最
後
に
留
め
た
中
統
交
紗
・
中
統
銀
貨
に
お
い
て
で

あ
る
。世

組
中
統
元
年

2
8
0〉
始
造
交
紗
。
以
赫
魚
本
。
毎
銀
五
十
両
易
統
鈴
一
千
雨
。
諸
物
之
直
並
従
称
例
。
:
:
:
。
又
以
文
綾
織
角
中
統
銀
貨
。

毎
一
雨
同
白
銀
一
雨
。
:
:

「
元
史
」
九
三
、
食
貨
志
は
、

筆
に
附
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
始
め
て
総
・
銀
の
比
債
が
把
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
む

銀
一
雨
H
総
二

O
両
と
い
う
の
は
法
定
比
債
で
あ
る
か
ら

l
従
っ
て
嘗
時
の
市
債
を
ほ
ぼ
正
し
く
反
映
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
|
延
い
て

銅
銭
と
の
比
債
が
こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
中
統
元
年
十
月
に
設
行
さ
れ
た
か
の
著
名
な
天
下
逼
行
中
統
元
賓
交
紗
に
闘
し
て
同
書
は

こ
の
雨
種
の
交
紗
が
一
は
貧
施
に
至
ら
ず
し
て
罷
み
、
他
は
貫
施
後
ほ
ど
な
く
停
止
さ
れ
た
た
め
、
極
め
て
略

い
う
。是

年
〔
中
統
元
年
〕
十
月
文
造
中
統
元
賓
紗
。
其
文
以
十
計
者
四
。
日
一
十
文
・
二
十
文
・
三
十
文
・
五
十
文
。
以
百
計
者
三
。

*
 

二
百
文
・
五
百
文
。
以
貫
計
者
二
。
日
一
貫
文
・
二
貫
文
。
毎
一
貫
同
交
紗
一
雨
。
雨
貫
同
白
銀
一
雨
。

回
一
百
文
・

- 58ー

こ
こ
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
中
統
元
賓
妙
即
ち
略
し
て
中
統
紗
と
稽
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
銭
文
を
以
て
表
記
し
て
い
た
黙
で
あ
る
。
つ
ま
り

そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
銅
銭
を
紗
本
と
し
銅
鎮
の
代
替
を
意
圃
し
た
紙
幣
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ざ
れ
ば
こ
そ
中
統
紗
二
貫
H
銀
一
一
同

の
法
定
比
債
が
興
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

*
関
係
資
料
は
こ
の
段
字
に
闘
し
す
べ
て
一
致
し
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
通
に
な
る
倶
が
あ
る
。
こ
こ
に
云
う
交
紗
と
は
、
数
月
前
に
遊
行
さ
れ

た
総
紗
以
外
に
賞
た
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
こ
の
交
紗
一
一
悶
と
は
交
紗
一
十
雨
の
詑
文
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

も
っ
と
も
現
買
に
は
、

モ
ン
ゴ
ル
朝
以
来
ま
だ
一
度
も
制
銭
の
頒
布
を
行
っ
て
い
な
い
し
、
民
間
に
流
布
す
る
前
代
錯
も
極
め
て
稀
少
で
あ

る
事
寅
は
蔽
い
よ
う
も
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
中
統
紗
は
買
に
か
か
る
性
格
を
具
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
王
惇
「
秋

澗
集
」
八
十
に
牧
録
さ
れ
る
中
堂
事
記
の
中
統
二
年
正
月
美
酉
の
僚
に
は
、
妙
法
に
関
し
て
諸
路
に
降
し
た
都
省
の
携
識
が
見
え
る
が
、
そ
の



第
宇
項
の
末
段
に
紗
文
十
等
一を
列
拳
し
て
こ
う
説
明
す
る
よ
う
に

:
:
:
萱
貫
文
省
・
武
貫
文
省
。
文
省
如
七
十
足
陪

-
A十
足
陪
、
若
使
用
銅
銭
、
便
省
官
司
利
盆
、
紗
文
故
先
作
文
省
二
字
。

最
高
の
大
紗
二
種
に
あ
っ
て
は
、
皐
に
萱
貫
文
・
武
貫
文
と
表
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
「
元
史
」
の
記
述
と
は
異
り
、
買
は
萱
貫
文
省
・
武
貫

文
省
と
い
っ
た
紗
文
を
印
記
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
事
賓
が
|
こ
の
事
貫
は
現
に
遺
存
す
る
数
少
な
い
中
統
紗
の
現
物
に
卸
し
て
誤
ら
な
い
|
中

統
政
府
の
そ
う
い
っ
た
簿
銭
意
園
を
よ
く
洩
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
文
省
と
は
省
陪
銭
を
意
味
し
、
従
っ
て
中
統
紗
が
萱
貫
文
で
は

な
く
て
特
に
萱
貫
文
省
を
紗
文
と
さ
れ
た
裏
に
、
吾
々
は
銅
銭
と
の
正
式
交
換
に
つ
い
て
の
員
剣
な
配
慮
を
明
瞭
に
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

中
統
政
府
の
基
本
的
態
度
は
銅
銭
を
主
軸
と
す
る
逼
貨
政
策
の
賞
施
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
建
園
早
々
の
多
事
と
銅
原
料
の
入
手
難
が

察
銭
事
業
の
早
急
な
開
始
を
阻
ん
だ
た
め
、
差
嘗
た
り
の
措
置
と
し
て
中
統
紗
の
護
行
に
主
力
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、
早
晩
お
こ

る
べ
き
交
紗
と
銅
銭
と
の
免
換
に
つ
い
て
の
配
慮
は
嘗
然
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
省
陪
鎮
の
慣
習
は
宋
金
を
遁
じ
て
公
私
の

聞
に
行
わ
れ
た
か
ら
|
官
民
の
間
も
し
く
は
地
方
別
に
直
々
で
は
あ
る
が
、
宋
で
は
官
の
採
用
し
た
七
十
七
陪
・
金
で
は
八
十
陪
が
大
勢
を
し
め
た
。
筒
お
銅

銭
に
制
到
す
る
銀
の
比
債
も
之
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
|
元
で
も
制
銭
寅
施
の
時
間
に
は
嘗
然
こ
の
短
銭
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
紗
文
を
萱
貫
文
と
す
る
か
萱
貫
文
省
と
す
る
か
の
相
異
が
重
大
と
な
る
。
も
し
前
者
だ
と
す
れ
ば
、
省
陪
の
制
を
採
用
L
て
い
な
が

ら
査
貫
文
の
交
妙
に
劃
し
て
政
府
は
長
銭
で
の
免
換
、
つ
ま

i

り
千
文
を
交
付
す
る
義
務
が
生
じ
莫
大
な
損
失
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
中
統
診

の
護
行
に
際
し
て
採
ら
れ
た
省
陪
へ
の
周
到
な
用
意
を
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
中
統
紗
と
は
全
く
一
時
的
に
紙
幣
の
形
を
借
り
た
銅
銭
に

- 59ー

他
な
ら
な
い
こ
と
が
剣
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
ー
も
っ
と
も
中
統
紗
は
夜
行
の
嘗
初
、
各
種
の
利
便
さ
と
稀
少
さ
と
そ
れ
に
信
用
も
加
わ
っ
て
、
紗
重
物
軽
の

現
象
、
す
な
わ
ち
額
面
以
上
で
流
通
し
績
け
た
か
ら
、
鋳
銭
の
困
難
さ
を
捨
て
て
印
紗
の
安
易
に
就
く
こ
と
に
な
り
、
迭
に
交
紗
一
本
建
の
通
貨
政
策
で
一
貫

199 

，さ
れ
る
の
が
歴
史
事
賞
で
あ
る
が
、
少
く
主
も
交
紗
遊
行
の
時
黙
に
お
け
る
元
朝
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
全
く
夢
想
だ
に
し
え
ら
れ
な
か
っ
た
所
で
あ
っ
て
、
そ

の
立
場
は
本
文
記
述
の
通
り
で
あ
る
|
従
っ
て
中
統
鈴
二
貫
H
銀
一
雨
と
い
う
法
定
比
債
は
、
そ
の
ま
ま
銀
一
雨
H
銅
銭
二
貫
と
書
き
換
え
う
る
わ
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け
な
の
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
治
下
の
漢
地
に
あ
っ
て
確
認
し
う
る
唯
一
の
銀
銭
比
債
は
、
中
統
元
年
の
銀
一
雨
日
銅
銭
二
貫
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
金
朝
一
代

の
そ
れ
と
全
く
等
し
い
。
こ
こ
か
ら
、
金
J
元
に
わ
た
る
そ
の
順
調
な
連
績
が
想
定
し
う
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
銀
の
劃
銅
銭

比
債
は
北
宋
末
に
比
べ
て
上
昇
し
績
け
こ
そ
す
れ
、
下
向
の
気
配
は
事
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
確
認
が
、
中
園
銀
の
西
方
流
出
と

い
う
命
題
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

む

す

び

付 以
上
、
問
題
は
多
岐
に
亘
っ
た
が
、
論
述
の
内
容
を
要
約
す
る
と
次
の
数
項
に
闘
す
こ
と
が
で
き
る
。

モ
ン
ゴ
ル
治
下
の
漢
地
に
、
際
立
っ
て
著
し
い
現
象
と
し
て
現
わ
れ
た
斡
脆
商
人

l
モ
ン
コ
ル
支
配
者
層
の
出
資
す

十
三
世
紀
の
前
字
、

る
銀
を
委
托
さ
れ
て
そ
の
利
殖
に
従
事
す
る
ウ
ィ
グ
ル
そ
の
他
の
西
域
系
商
人
ー
に
よ
る
苛
烈
な
営
利
事
業
は
、

そ
の
出
資
者
よ
り
は
む
し
ろ
斡
脱
商

- 60一

人
を
大
巾
に
利
得
し
、
自
ら
銀
の
西
方
流
出
を
致
し
た
が
、
こ
れ
は
決
し
て
十
三
世
紀
前
牟
と
い
う
こ
の
時
貼
に
特
有
な
事
象
で
あ
っ
た
の
で

士
主

、。

'
u
v
J
T
L
 

仁)

こ
の
観
貼
か
ら
十
J
十
三
世
紀
の
陸
上
東
西
貿
易
を
回
顧
す
る
と
、
西
遷
ウ
ィ
グ
ル
を
主
役
と
す
る
中
園
貿
易
が
、
複
雑
な
政
治
的
・

経
済
的
環
境
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
目
魔
し
い
動
き
を
一
万
す
と
共
に
、
そ
の
貿
易
内
容
に
も

一
つ
の
饗
化
、
即
ち
商
品
と
し
て
の
銀
買
付
市
場

と
し
て
中
園
を
目
指
す
と
い
う
新
し
い
傾
向
が
生
じ
て
く
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
新
し
い
傾
向
は
、
銀
産
出
額
の
激
増
し
た
北

宋
に
向
っ
て
特
に
著
し
く
展
開
さ
れ
る
が
、
同
時
に
遼
金
と
い
っ
た
銀
事
情
の
劣
る
北
朝
に
劃
し
て
も
、
調
子
を
緩
め
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

同
開

ウ
ィ
グ
ル
商
人
に
よ
る
北
宋
よ
り
の
銀
搬
出
が
、
銀
相
場
を
大
巾
に
狂
わ
し
め
た
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
吾
々
は
直
接
に
そ
れ
を
謹
言

し
て
い
る
史
料
を
一
一
再
な
ら
ず
持
っ
て
い
る
。
唯
し
か
し
こ
れ
ら
個
別
史
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
孤
立
的
に
取
扱
わ
れ
た
の
で
は
、
単
な
る
突
設

現
象
と
し
て
し
か
意
味
を
持
ち
え
な
く
な
る
。
事
態
が
極
端
化
の
段
階
に
達
し
て
始
め
て
記
録
に
留
山
り
ら
れ
る
の
は
資
料
一
般
の
性
格
な
の
だ



か
ら
、
嘗
然
こ
れ
ら
個
別
資
料
も
そ
の
観
黙
に
立
っ
て
、
恒
常
的
な
一
つ
め
流
れ
の
屈
折
貼
と
し
て
理
解
き
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
只
そ

れ
だ
け
で
は
飴
り
に
も
寅
誼
性
を
絞
く
で
あ
ろ
う
。
勿
論
そ
う
は
云
っ
て
も
、
か
か
る
恒
常
的
な
流
れ
を
吾
々
が
求
め
て
い
る
よ
う
に
指
摘
録

述
す
る
記
録
は
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
是
に
至
っ
て
、
側
面
か
ら
す
る
間
接
的
な
考
誼
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
吾
々
ほ
こ
の
場
合
の
努
誼

手
段
と
し
て
、
銀
債
格
の
観
察
を
採
用
し
た
。
そ
し
て
こ
の
結
果
、
銀
の
封
銅
銭
比
債
が
北
宋
で
は
園
初
の
一
両
げ
千
文
か
ら
末
期
の
一
雨
H

千
二
百
五
十
文
に
向
っ
て
上
昇
し
績
け
た
し
、
績
ノ
~
金
元
で
は
更
に
飛
躍
し
た
一
一
雨
H
二
千
文
の
線
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
た
と
い
う
事

買
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
宋
J
元
に
亘
る
長
期
連
績
し
た
銀
債
格
の
こ
の
上
昇
は
、
牢
面
に
お
い
て
北
宋
期
に
見
ら
れ
る
銀
の
大
量
産
出

を
参
照
す
.る
限
り
、
圏
内
需
要
の
増
大
だ
け
を
以
て
し
て
は
、
何
と
し
て
も
説
明
し
難
く
、
必
然
そ
こ
に
絶
劉
量
の
減
少
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

t

な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
園
際
貿
易
の
貫
態
に
即
す
る
限
り
、
西
隣
す
る
イ
ス
ラ
l
ム
経
済
圏
以
外
に
そ
の
流
出
さ
舎
を
求
め
る

」
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

- 61ー

同
十
世
紀
中
葉
J
十
三
世
紀
中
葉
に
か
け
て
J

中
園
銀
が
連
績
し
て
西
方
に
流
出
し
た
と
す
れ
ば
、
無
論
そ
れ
は
南
地
聞
に
お
け
る
銀
債

格
の
落
差
が
誘
裂
し
た
経
済
現
象
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ウ
ィ
グ
ル
商
人
を
主
と
す
る
西
域
貿
易
業
者
が
、
絶
好
の
奇
貨
と
し
て
中
園
銀
の

搬
出
に
熱
意
を
燃
や
し
、
た
め
に
シ
ル
ク
・
ロ

l
ド
を
し
て
そ
の
期
間
シ
ル
バ
ー
-
ロ
ー
ド
の
観
を
呈
せ
し
め
た
と
い
う
こ
の
銀
債
格
の
聞
き

'

は
、
深
刻
か
つ
長
期
に
一
呈
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
顧
れ
ば
時
あ
た
か
も
東
部
イ
ス
ラ
十
ム
圏
に
は
、
こ
れ
ら
諸
僚
件
に
符
合
す
る
酷

し
い
銀
不
足
が
績
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

十
世
紀
中
葉
に
始
ま
る
東
部
イ
ス
ラ
l
ム
圏
の
銀
不
足
は
専
ら
中
園
銀
の
轍
入
に
頼
る
三
百
年
の
後
、
よ
う
や
く
本
来
の
水
準
に
復
閉

し
た
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
十
三
世
紀
前
牢
ま
る
五
十
年
間
を
逼
じ
て
の
斡
脆
戸
に
よ
る
中
園
銀
の
搾
取
と
は
、
十
J
十
三
世
紀
、
陸

上
東
西
貿
易
上
の
銀
を
め
ぐ
る
特
殊
問
題
に
終
結
を
輿
え
る
最
後
の
仕
上
げ
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
斡
脱
銀
の
歴
史
的
意
義
が
こ
こ

に
解
明
さ
れ
る
と
共
に
、
東
西
南
ア
ジ
ア
を
弁
せ
た
世
界
的
規
模
に
お
け
る
銀
の
動
向
が
更
め
て
注
因
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

国
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The Fan zhen 藩鋼and Central Authority in

　　　　　　　

the Late Tang 唐

　　

especiallyduring the Reigns of De

　　　

zong徳宗and χian zong 憲宗一

　　　　　　　　

ＭａｓａａｋｉＯｓａｗａ

　　

In order to understand the development of Late Tang politicalhis-

tory we must study not only the activitiesof the centra] government of

the Tang 唐state but also those of the Fan zhen 藩鎮as local political

authorities. Unless we have ａ thorough grasp of the relations between

the Tang state and the Fan zhen powers, l think it will be difficultfor

us to understand　historical　developments　from　the　last　phase　of　the

Tang period to Five Dynasties五代　period. In this articlel take up

three representative types of Fan zhen and analyse the relationsbetween

them and the Tang state. Then, I trace political developments from

the‘temporizing' policy of De zong徳宗to the dynastic‘restoration'

policy of Xian zong憲宗

　　

The major Fan zhens of the period can be classifiedinto　three

types with respect to their attitudes towards the central authority :（Ａ）

those which aimed to be independent of the central authority；（Ｂ）thosｅ

which aimed at seizing the central authority；and （Ｃ）thosｅwhich sup-

ported the central authority of the Tang state. The Tang state tried to

maintain and strengthen　its　own　authority, dealing　with　these　three

types of Fan zhen in various ways, as Lu zhi 陸M, prime minister during

De zone's reign, did. The ‘restoration'of the dynasty by χian zong can

be considered an　extension of the aforesaid line of policy･of　the　Tang

State.

The Ortaq-qian 斡股銭(Loan for Ortaq) and its Background

　　　　　　　　　　

Ｍａtｓｕｏｏtαが

During the firsthalf of the　13th　century, silver　which　had　been.
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held by the people of North China dried up due to the more or
less

forcible introduction　into the same region　of the Ortaq qian
斡脱鏡

money being lent by the Ortaq merchants at usurious rates.

　　

Moreover, most of silver thus absorbed from the people
fell not into

the hands of the members of the Mongol rifling class who invested the

Ortaq qian but into the hands of the Ortaq merchants who were ｅｎ。

trusted with the management of it. It is unbelievable that those Ortaq

merchants who consisted of Uighurs　and Saracens　did not carry this

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11
silver to the West. The reasons for this inference are first, because it

"was almost impossible for the merchants" to buy the special products of

China such as silk, tea and porcelain in north China during this period ;'

second, and mainly, because the silver price continued to be extraor-

dinarily high in the Eastern Islamic world in this period.

　　

As the shbrtage of silver in the Eastern Islamic world had started in

the 10th century and lasted up to the first half of the 13th century, this

drain of Chinese silver to theべiVest, a phenpmenon which was owing to

this gap in silver prices between the East and the West, can not be

regarded as having started only in the 13th century. When we' study

the overland trade　between the East and the West since the Five、

Dynasties五代period from this viewpoint, we will find a trend towards

the purchase of silver by the Uighur‘merchants even　in the Northern

Song北宋dynasty which abounded in the special products of China. Ast

a result of this drain of　Chinese･ silver, silver price continued to rise

even during the Northern Song period when the output of silver must

have reached to an enormous amount thanks t(j the exploitation of the

silver mines in the territory to the south 6f the Yangtze River. It rose･

higher in the Liao 遼and the Jin 金dynasties which had no silver-

producing areas in their spective territories. And in 'the beginning of the

Yuan period the silver price was double that at the beginning of the

Northern Song period.　Thus we must accept the fact that there was　ａ，

continuous drain of Chinese silver to the West behind this phenom‘enon

of the rise in the silver price. Here ａ general study of the　Ortaq qian

･will be given ａ new historical importance.　　　　　　　　　　　　　　　へ
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