
唐
代
社
禽
文
化
史
研
究

那

波

幸IJ

貞

昭
和
四
九
年
二

月

東

京

創

文

駐

A
五
剣
本
文
六
九
一
頁

繁
引
九
頁

本
書
は
京
都
大
座
名
春
数
授
、
故
那
波
利
貞
博
士
が
生
前
執
筆
せ
ら
れ
た
二

百
編
に
及
ぶ
論
考
の
中
よ
り
六
編
を
選
ん
で
編
輯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
周
知

の
如
く
、
博
士
の
蓄
積
さ
れ
た
業
績
は
極
め
て
多
方
面
に
わ
た
っ
て
お
り
、
枚

且
苧
に
濯
な
い
b

就
中
、
ベ
リ
オ
・
ス
タ
イ
ン
雨
探
検
除
将
来
の
「
敦
爆
文
書
」

を
史
料
と
し
て
な
さ
れ
た
諸
研
究
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
教
埠
文

書
」
未
整
理
の
時
期
に
、
寅
地
に
験
索
、
筆
録
し
て
日
本
へ
紹
介
し
、
そ
の
手

抄
を
基
に
し
た
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
正
に
戦
前
の
東
洋
史
事
界
に
多
大
な
刺
激

を
奥
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
こ
の
「
敦
埠
文
書
」
を
紹
介
、
解
讃
し

つ
つ
登
表
さ
れ
た
五
編
の
論
文
と
共
に
・
、
念
頭
に
、
全
編
と
し
て
は
現
在
ま
で

未
畿
表
の
、
博
士
の
皐
位
請
求
論
文
ハ
主
編
〉
を
掲
げ
て
編
輯
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
昼
曾
の
財
産
と
な
っ
て
い
る
古
典
的
諸
論
文
が
一
冊
の
書
に
ま
と
め
ら

れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
彊
一
つ
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

我
々
、
研
究
を
志
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
諸
先
皐
の
蓄
積
さ
れ
た
幾
多
の

成
果
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
震
展
さ
せ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
を
侠
た
な

い
。
し
か
し
、
往
々
に
し
て
、
こ
れ
ら
貴
重
な
成
果
は
、
研
究
を
進
め
る
上
で

の
自
明
の
前
提
と
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
の
吟
味
が
怠
ら
れ
る
こ
と
が
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あ
る
。
ま
た
、
現
代
と
比
較
し
て
‘
そ
の
問
題
意
識
、
課
題
設
定
が
相
異
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
軽
観
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
特
に
現
在
の
如
く
、
新
し
い
方
向
で
の
研
究
が
模
索
さ
れ
て
い
る
時

期
に
あ
っ
て
は
、
籍
先
畢
の
残
さ
れ
た
成
果
を
直
接
的
に
検
討
し
直
す
こ
と
は

坐
要
不
可
紋
と
な
っ
て
く
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
先
人
の
業
績
に
は
、
そ
の
時
代

的
制
約
、
或
い
は
嘗
時
の
研
究
の
褒
展
段
階
か
ら
来
る
規
定
性
等
、
い
く
つ
か

の
考
慮
す
べ
き
要
因
が
含
ま
れ
て
は
い
る
。
我
身
、
が
こ
れ
ら
の
業
績
を
自
ら
の

も
の
と
し
て
吸
枚
す
る
た
め
に
は
、
か
よ
う
な
諸
々
の
要
因
を
ま
ず
考
慮
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
何

を
汲
み
取
る
の
か
は
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本

書
の
護
刊
は
我
ん
刊
に
貴
重
な
機
曾
を
輿
え
て
く
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま

た
附
さ
れ
た
索
引
も
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
を
紹
介
す
る
に
嘗
つ
て
は
、
最
初
に
全
慢
を
概
観
し
、
さ
ら
に

第
一
一
編
を
主
と
し
て
見
て
ゆ
〈
の
が
最
も
遁
嘗
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
ま
ず
論
文
原
載
の
雑
誌
名
、
澄
表
年
次
も
併
記
し
て
、
金
僅
の
構
成
を

記
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
一
編
唐
の
関
元
末
・
天
質
初
期
の
交
が
時
世
の
一
獲
樽
期
た
る
の
考
設

(
皐
位
請
求
論
文
一
九
三
七
年
)

第
二
編
唐
紗
本
雑
抄
孜
|
唐
代
庶
民
教
育
史
研
究
の
↓
資
料
|
(
「
支
那

拳
」
第
十
倉
特
別
競
一
九
四
二
年
U

第
三
編
梁
戸
孜
〈
「
支
那
悌
敬
史
事
L

第
二
容
て
二
、
四
貌
一
九
一
一
一

八
年
〉

第
四
編
俗
講
と
祭
文
(
「
併
敬
史
事
」
第
二
、
一
三
、
四
貌
一
九
五

O
年
)

第
五
編
唐
代
の
枇
色
に
就
誉
て
ハ
「
史
林
」
第
二
三
省
二
、
一
『
一
、
四
銃
一

九
三
八
年
〉
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第
六
編
悌
教
信
仰
に
基
き
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
中
晩
唐
五
代
時
代
の
一
枇
邑

に
就
き
て
(
「
史
林
」
第
二
回
答
三
、
四
統
一
九
三
九
年
〉

那
波
利
貞
縛
土
略
年
譜
・
著
作
主
要
目
録

引
用
書
目
・
文
書
索
引

以
上
の
如
く
第
二
編
以
下
は
既
に
研
究
誌
上
に
護
表
さ
れ
、
そ
の
都
度
評
債

を
得
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
再
び
細
説
す
る
ま
で
も
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ

る
。
殊
に
第
三
編
梁
戸
放
の
如
き
は
、
現
在
に
至
る
も
そ
の
債
値
を
ほ
と
ん
ど

減
じ
て
い
な
い
力
作
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
紹
介
に
嘗
り
ま
ず

本
編
か
ら
楓
刷
れ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

本
編
は
、
「
敦
煙
文
書
」
に
し
ば
し
ば
あ
ら
行
れ
る
「
梁
子
」
「
梁
課
」
「
梁

戸
」
等
の
名
僻
が
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

そ
し
て
、
多
く
の
未
設
表
文
書
を
紹
介
し
つ
つ
論
を
進
め
、
そ
れ
が
敦
爆
の
寺

院
附
属
の
製
油
機
構
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
る
。
そ
こ
か
ら

更
に
設
展
し
て
、
中
晩
唐
五
代
時
代
に
於
け
る
寺
院
経
済
の
側
面
並
び
に
枇
曾

全
慢
に
占
め
る
そ
の
地
位
ま
で
を
も
明
確
に
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
く
寅
設

を
積
み
重
ね
、
着
賞
に
論
を
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
は
、
今
も
っ
て
讃
む
者
に

新
鮮
な
感
じ
を
輿
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
内
容
自
慢
、
非
常
に
興
味

を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
寺
院
所
有
の
「
荘
園
」
、
「
小

作
人
」
の
あ
り
方
、
製
油
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
生
産
活
動
等
の
様
々
な
側
面

は
、
嘗
該
時
代
の
寺
院
経
狗
の
み
な
ら
ず
、
祉
曾
的
経
済
的
機
構
全
般
に
わ
た

っ
て
考
察
す
る
上
で
の
貴
重
な
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
他
の
四
編
も
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
の
高
い
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
「
庶
民
」
教
育
用
教
科
書
と
し
て
の
「
雑
抄
」
の
分
析
か
ら
、
嘗
時
の
教
育

事
情
全
般
へ
迫
る
第
二
編
、
悌
数
侍
導
用
油
精
歯
車
の
説
明
文
・
か
た
り
物
と
し
て

の
「
愛
文
」
と
併
数
停
導
の
た
め
の
俗
講
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
た
第
四

鏡
、
「
吐
」
文
書
を
史
料
と
し
て
、
悌
数
と
本
来
的
に
密
接
に
関
聯
し
て
い
る

祉
、
ま
た
例
数
か
ら
は
ほ
と
ん
、
ど
濁
立
し
た
社
交
機
関
と
し
て
の
祉
、
そ
れ
ら

の
中
間
的
性
格
を
持
っ
た
祉
と
い
う
三
↑
形
態
の
祉
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
そ

れ
ら
の
賓
態
に
つ
い
て
も
考
設
し
て
い
る
第
五
、
六
編
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
「
教
埠
文
書
」
を
根
本
史
料
と
し
て
扱
っ
た
努
作
で
あ
り
、
一
駐

曾
史
、
「
庶
民
」
史
等
の
分
野
に
あ
っ
て
劃
期
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
の
研
究
、
史
料
は
、
そ
の
後
、
藤
枝
晃
氏
、
信
一
沙
雅

章
氏
等
の
諸
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
緩
承
、
震
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
周
知

の
通
り
で
る
る
。

以
上
、
第
二
編
以
下
ーに
つ
い
て
簡
略
に
燭
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

こ
れ
以
上
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
よ

り
も
第
一
編
に
つ
い
て
鯛
れ
て
お
く
こ
と
が
よ
り
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何

故
な
ら
、
第
一
編
は
、
本
書
の
総
論
と
で
も
言
う
べ
き
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
し
、
博
士
の
抱
い
て
お
ら
れ
た
中
国
史
、
と
り
わ
け
「
中
世
」
か

ら
「
近
世
」
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
歴
史
像
を
窺
う
の
に
格
好
の
論
文
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
編
で
の
博
士
の
主
張
の
要
貼
を
見
る
上
で
は
、
そ
の
各
節
題
を
掲
げ
る

の
が
至
便
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
を
ま
ず
記
し
て
お
き
た
い
。

序
説

唐
の
関
元
末
・
天
質
初
期
の
交
が
時
世
の
一
隻
縛
期
た
る
の
考
詮

第
一
章
開
元
末
以
前
と
天
賓
初
期
以
後
と
の
唐
の
時
世
の
差
異
に
就
き
て

第
一
節
政
治
史
的
方
面
よ
り
す
る
こ
一
一
一
の
考
察

一
唐
の
君
主
摘
に
就
き
て
の
考
察

二
天
下
の
賦
税
の
踊
属
に
就
き
て
の
考
察

三
君
主
の
誕
生
日
を
園
度
目
と
す
る
こ
と
に
就
き
て
の
考
察
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四
唐
代
の
薗
忌
行
呑
に
就
き
て
の
考
察

五
君
主
一
の
銅
像
建
設
に
就
き
て

第
二
節
祉
曾
史
的
方
面
よ
り
す
る
一
一
三
の
考
察

一
唐
代
に
於
け
る
土
人
階
級
と
庶
民
階
級
と
に
就
き
て

二
申
唐
以
後
に
於
け
る
書
儀
類
の
編
纂
流
行
に
就
き
て

三
中
唐
以
後
に
於
け
る
接
客
儀
類
の
著
述
出
現
に
就
き
て

第
二
章
開
一
冗
末
・
天
質
初
期
の
交
が
時
世
の
一
隻
縛
期
た
る
を
顕
著
に
謹

鎌
だ
つ
べ
き
若
干
の
史
的
現
象

第
一
節
絵
筆
方
面
に
於
け
る
若
干
の
護
嬢

一
美
人
登
の
聾
風
の
獲
縛
に
就
き
て

二
人
物
査
の
蜜
風
の
嬰
縛
に
就
き
て

三
動
物
貨
の
壷
風
の
興
特
に
就
き
て

第
二
節
書
道
文
字
方
面
に
於
け
る
若
干
の
謹
接

一
書
道
に
於
け
る
好
向
の
愛
縛
に
就
き
て

二
『
尚
書
』
の
毅
古
文
よ
り
今
字
へ
の
嬰
縛
に
就
き
て

第
三
節
儒
摩
文
事
方
面
に
於
け
る
若
干
の
謹
嬢

一
儒
撃
事
風
の
繋
縛
に
就
き
て

二
散
文
文
事
に
於
け
る
舞
縛
に
就
き
て

三
韻
文
文
皐
の
獲
縛
に
就
き
で

第
四
節
玄
宗
の
性
格
好
簡
に
於
け
る
若
干
の
謹
援

一
玄
宗
の
性
格
の
獲
縛
に
就
き
て

二
玄
宗
の
好
倫
の
幽
安
値
刊
に
就
き
て

第
五
節
人
生
観
其
の
他
に
於
け
る
若
干
の
謹
鎌

一
人
生
観
の
嬰
縛
に
就
き
て

二
世
曾
人
心
の
繁
縛
に
就
き
て

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
本
編
は
、
政
治
展
、
枇
禽
史
、
文
化
史
、
思
想

史
等
の
方
面
よ
り
、
「
必
ず
し
も
王
朝
の
興
亡
現
象
に
拘
泥
せ
ず
」
(
序
説
〉
、

開
元
天
安
期
の
劃
時
代
性
を
賓
謹
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
-
、
そ

の
内
容
に
沿
っ
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

序
説
に
於
い
て
博
士
は
、
自
ら
の
問
題
の
設
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
郎
ち
、

「
中
世
」
よ
り
「
近
世
」
へ
の
移
行
を
ど
の
時
期
に
求
め
る
か
を
、
諸
説
を
整
理

し
、
自
ら
の
立
脚
貼
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代

置
分
法
に
殺
す
る
立
場
と
は
、
「
部
分
的
歴
史
現
象
L

の
み
に
も
と
ず
く
べ
き

で
は
な
く
、
「
王
朝
の
興
亡
も
比
較
的
重
要
な
る
史
的
現
象
と
食
ら
ず
」
と
し
、

い
わ
ば
歴
史
現
象
綿
穫
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
す
ぐ
れ
た
立
場
に

立
た
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
方
法
論
に
よ
る
検
討
の
結
果
と
し
て
、
関
元

夫
賓
期
(
西
紀
七
四

O
年
前
後
〉
に
急
激
な
る
歴
史
的
愛
化
が
あ
っ
た
と
主
張

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
博
土
は
従
来
の
唐
末
五
代
に
畠
変
革
動
を
求
め

る
設
(
現
在
に
於
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
)
に
劃
し
て
、
そ
れ
を
よ
り
早
い
時

期
に
求
め
よ
う
と
し
、
「
五
方
面
・
十
二
項
L

の
史
賓
を
も
っ
て
考
設
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
史
料
と
し
て
前
述
の
「
教
燈
文
書
」
を
使
用
さ
れ
る
。

第
一
章
は
政
治
史
、
枇
曾
史
の
二
方
面
か
ら
の
考
震
で
あ
る
。
ま
ず
政
治
史

に
闘
し
て
で
あ
る
、
が
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
「
君
主

濁
裁
政
治
」
の
愛
生
と
い
う
勲
で
あ
る
。
卸
ち
、
「
君
主
権
」
の
獲
化
と
し
て

は
、
初
唐
ま
で
の
君
主
は
「
著
姓
豪
族
の
盟
主
L

と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
っ

て
い
た
が
、
関
元
九
年
宰
相
と
な
っ
た
張
説
の
改
革
中
書
省
の
纏
限
強
化
ー

を
期
と
し
て
、
「
君
主
濁
裁
政
治
」
の
風
が
起
っ
た
と

L

評
債
す
る
。
ま
た
こ
れ

と
並
行
し
て
、
君
主
直
属
の
官
吏
と
も
言
う
べ
き
翰
林
事
土
が
開
元
一
一
六
年
に

制
定
さ
れ
、
そ
の
傾
向
は
愈
々
顕
著
と
な
っ
た
と
す
る
。

同
様
に
「
賦
税
の
腸
麗
し
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
見
る
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こ
と
が
で
き
る
。
公
の
庫
た
る
「
左
蔵
」
に
蹄
す
べ
き
賦
税
が
、
天
質
五
載
の

質
例
に
倣
っ
た
第
五
時
崎
の
新
方
針
に
よ
り
、
天
子
の
私
的
所
有
物
と
し
て
の
性

格
が
濃
厚
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
起
源
も
ま
た
天
質
期
に
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
「
君
主
個
人
の
私
的
富
力
を
増
」
そ
う
と
す
る
傾
向
こ
そ
が

「
君
主
濁
裁
」
の
前
兆
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
君
主
の
誕
生
日
を
園
慶

目
と
し
、
或
い
は
樹
去
日
を
園
忌
日
と
す
る
習
慣
も
、
玄
宗
よ
り
以
後
に
は
じ

ま
り
、
或
い
は
天
下
に
康
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
質

詮
に
は
敦
建
設
見
の
「
園
忌
行
香
文
」
を
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
「
行
呑
」

の
全
国
的
施
行
を
裏
づ
け
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
、
闘
慶
日
や
園
忌
日
が
天
子
の

個
人
的
性
格
の
行
事
か
ら
設
展
し
、
園
家
的
一
大
奥
麓
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
も
ま
た
「
濁
裁
君
主
」
制
成
立
の
一
前
兆
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
以
上
の
如
き
君
主
濁
裁
現
象
の
一
護
協
と
し
て
、
成
都
に
於
け
る
玄

宗
の
銅
像
建
立
の
事
賞
を
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

次
に
枇
禽
史
的
方
面
に
於
い
て
は
、
全
慢
と
し
て
「
土
庶
」
の
別
の
混
観
を

あ
げ
る
。
ま
ず
「
士
人
階
級
」
と
「
庶
民
階
級
L

の
概
念
を
検
討
し
、
土
と
庶

と
の
鹿
別
は
数
養
の
高
低
に
基
準
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
士
の

特
質
た
る
「
数
養
」
が
低
下
し
て
い
く
事
貨
を
述
べ
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
「
教

養
」
の
低
下
、
「
植
法
」
の
低
下
は
「
土
人
階
級
」
の
枇
曾
的
優
越
性
の
失
墜

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
風
潮
に
併
行
し
て
出
現
、
普
及
す
る
の
が
虎
の
容
と
も

言
う
べ
き
通
俗
的
「
書
儀
」
の
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
書
儀
」
に
つ
い
て
も
敦

爆
文
書
を
検
討
し
、
そ
の
内
容
を
分
析
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
「
書
儀
」

の
内
容
は
、
ひ
と
り
「
土
人
階
級
」
を
封
象
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
庶

民
生
活
に
と
っ
て
も
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
「
庶
民
」
の
祉
曾
的
生
活
が
向
上
し
た
と
い
う
事

賓
が
窺
わ
れ
る
と
し
、
こ
の
傾
向
は
針
話
に
於
け
る
作
法
上
か
ら
も
言
え
る

と
す
る
。

か
く
の
如
き
事
貨
は
、
「
門
閥
単
骨
姓
」
の
家
々
個
々
の
家
法
、
家
訓
等
の
「
個

別
的
特
殊
的
融
儀
」
が
土
庶
一
般
の
「
普
通
的
卒
等
的
諮
儀
」
と
な
っ
て
ゆ
く

時
代
の
到
来
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
も
ま
た
玄
宗
以
後
に
見
ら
れ
る
新

傾
向
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
第
一
章
で
考
設
さ
れ
た
現
象
を
、
さ
ら
に
詳
細
な
史
的
現
象

に
よ
っ
て
設
さ
れ
て
い
る
。
卸
ち
、
総
登
の
面
か
ら
は
、
美
人
登
、
人
物
輩
、

動
物
釜
の
貧
風
の
襲
化
が
い
つ
の
頃
か
ら
穎
著
と
な
っ
た
か
を
考
え
ら
れ
る
。

美
人
登
で
は
、
「
痩
短
縮
膝
」
の
美
人
か
ら
「
塑
頬
肥
満
」
の
美
人
へ
と
時
代

の
好
簡
が
愛
化
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
壷
風
も
餐
化
し
た
。
そ
の
蝿
変
化
が
現
れ
る

の
が
開
元
宋
以
後
な
の
で
あ
る
。
同
様
の
事
賀
は
人
物
蜜
・
動
物
査
に
つ
い
て

も
指
摘
で
き
る
。
人
物
査
で
は
天
費
時
代
の
天
才
章
家
央
道
玄
の
新
式
措
法
H

蘭
葉
措
法
、
ま
た
、
同
時
代
よ
り
見
ら
れ
る
、
肉
僅
美
を
重
親
す
る
盟
浦
な
馬

霊
の
風
、
「
痩
躯
健
郎
式
姿
態
」
の
龍
虎
重
か
ら
「
夫
矯
肉
飛
の
勢
」
へ
の
襲

化
等
、
い
ず
れ
も
開
元
・
天
質
期
を
境
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
新
傾
向
と
し
て

許
領
さ
れ
て
い
る
。

書
道
の
方
面
で
も
共
通
し
た
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
初
唐
ま
で
に
人
々
に

愛
好
さ
れ
た
重
風
は
「
痩
勤
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
肥
重
」
に
嬰
化
し
た
の

は
、
こ
れ
ま
た
開
元
末
以
来
で
あ
り
、
蘇
鐙
芝
・
顔
員
卿
の
書
か
ら
見
て
明
白

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
書
鐙
で
も
「
向
書
L

停
寓
の
例
に
見
る
如
く
、
初

唐
以
前
は
隷
古
文
が
使
わ
れ
、
天
質
以
後
は
今
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

事
賓
が
あ
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
同
情
事
文
事
方
面
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
儒
撃
で
は
漢
代
以
来
の
訓

話
註
疏
撃
は
、
開
元
末
・
天
質
初
期
の
頃
か
ら
曲
変
化
し
は
じ
め
、
宋
事
へ
と
つ

ら
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
玄
宗
朝
の
儒
者
峻
助
の
「
信
経
駁
停
」
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の
設
の
提
憶
か
ら
開
始
さ
れ
る
と
見
る
。
散
文
文
撃
に
於
い
て
は
、
韓
愈
の
如

き
革
新
的
文
章
家
が
出
現
す
る
前
提
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
夫
賓

初
期
の
頃
の
蘇
題
・

ρ

張
設
等
に
代
表
さ
れ
る
文
事
革
新
の
傾
向
こ
そ
が
そ
の
前

提
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
韻
文
文
撃
で
は
一
尋
問
徐
」
と
い
う
庶

民
的
吟
詠
物
の
護
生
、
設
展
を
跡
づ
け
ら
れ
る
。
卸
ち
、
「
詩
徐
」
の
愛
生
径

路
盤
び
に
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
「
敦
爆
文
書
」
を
史
料
と
し
つ
つ
考

笹
さ
れ
、
こ
の
形
式
の
韻
文
文
撃
は
天
資
時
代
の
李
自
の
作
品
よ
り
文
豪
と
し

て
始
ま
る
と
さ
れ
る
。

次
に
、
時
代
の
襲
縛
が
個
人
に
反
映
し
た
る
現
象
と
し
て
玄
宗
の
性
格
好
尚

に
つ
い
て
論
じ
6
れ
る
。
彼
の
性
格
は
開
元
時
代
ま
で
は
、
儒
教
的
克
己
主
義

に
貫
か
れ
て
い
た
が
、
天
闘
賞
四
載
の
楊
貴
妃
入
内
後
は
道
教
的
事
祭
主
義
へ
と

一
獲
縛
し
て
ゆ
く
。
ま
た
彼
の
好
簡
も
同
様
に
掛
変
化
し
、
皇
帝
と
し
て
の
公
的
立

場
の
自
脇
島
が
な
く
な
り
、
李
隆
基
と
い
う
私
的
個
人
と
し
て
の
心
境
へ
と
獲
柚
押

し
て
い
っ
た
。
，
こ
れ
ら
の
獲
化
に
は
様
々
の
個
別
的
要
因
も
考
え
ら
れ
る
が
、

よ
り
大
き
く
は
、
「
近
世
史
期
的
風
潮
」
が
個
人
に
反
映
さ
れ
た
結
果
と
し
て

見
な
さ
れ
て
い
る
。

か
よ
う
な
傾
向
は
玄
宗
の
み
な
ら
ず
、
一
一
般
人
の
人
生
観
そ
の
他
の
礎
化
と

し
て
も
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
を
ー
一
言
で
言
う
な
ら
ば
「
個
性
的
生
活
を

愛
好
す
る
風
」
の
著
し
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
例
と

し
て
九
例
を
掲
げ
、
「
個
人
的
本
位
主
義
・
利
己
主
義
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
「
個
人
的
傾
向
」
の
増
大
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
上
流
階
級
に
於
い

て
だ
け
で
は
な
く
、
「
枇
曾
人
心
」
に
あ
っ
て
も
然
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
ヤ

魁
上
L

の
風
潮
が
愛
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
般
的
穎
著
的
と
な
っ

た
の
は
や
は
り
天
賓
初
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
灯
る
の
で
る
る
。

以
上
の
考
登
を
線
括
し
て
、
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
関
元
末
・

天
質
初
期
の
交
を
襲
縛
期
と
し
て
「
貴
族
的
傾
向
よ
り
庶
民
傾
向
へ
、
保
守
停

統
的
傾
向
よ
り
創
闘
娩
院
前
傾
向
へ
、
荘
重
典
雅
的
傾
向
よ
り
較
繰
卑
俗
的
傾

向
へ
と
時
世
の
嬰
鞠
じ
た
る
こ
'と
μ

を
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
、
「
中
世
」
a

か
ら
「
近
世
」
へ
の
移
行
が
、
開
元
・
天
質
期
に
起

っ
た
と
す
る
主
張
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
第
一
編
を
中
心
に
紹
介
の
筆
を
と
っ
て
き
た
・
次
第
で
あ
る
。
も

と
よ
り
寅
設
的
論
考
で
あ
り
、
内
容
の
要
約
の
み
で
は
幾
ら
か
の
貴
重
な
成
果

を
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
で
あ
お
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
)
ま

ず
讃
者
の
方
々
の
御
諒
恕
を
裁
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
内
容
を
一
讃
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
輯
録
の
範
囲
で
の
博
士

の
主
張
は
、
所
謂
唐
宋
餐
革
の
時
期
を
よ
り
早
い
時
代
に
求
め
る
こ
主
、
い
わ

ば
藩
鎖
割
接
種
制
成
立
前
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
書
第
一
編

の
み
な
ら
、
ず
、
各
所
に
於
い
て
言
及
せ
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
主
張
を
政
治
史
、
枇
曾
史
、
文
化
史
等
の
方
面
よ
り
賓
設
さ
れ
た
。
こ
れ
を

現
在
の
我
々
の
槻
貼
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
、
枇
曾
経
済
史
等
い
く
つ
か
の
重
要

な
側
面
か
ら
の
検
討
が
落
ち
て
い
る
こ
と
は
残
念
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
賞
時
の
筆
界
の
問
題
意
識
、
研
究
の
後
展
段
階
岨
一
す
よ
り
考

え
れ
ば
、
あ
る
程
度
ま
で
は
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、

我
々
は
博
士
の
こ
の
王
朝
史
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
貴
重
な
主
張
を
積
極
的
に
受

け
と
め
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
必
要
な
ら
ば
、
取
り
組
ん
で

ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
ー誠
に
拙
な
い
紹
介
と
は
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
紙
数
も
ほ
ぼ
霊
き
た

の
で
こ
こ
で
筆
を
捌
き
た
い
。
博
士
の
御
冥
摘
を
一
新
り
つ
つ
。
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