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批

評

・

紹

介

石
見
清
裕
著

唐
の
北
方
問
題
と
国
際
秩
序

河

洋

上

本
書
の
あ
と
が
き
に
「
私
は
、
何
と
か
唐
代
史
を
、
首
時
の
北
ア
ジ
ア
・
内

陸
ア
ジ
ア
の
動
き
と
か
ら
め
て
描
き
出
せ
な
い
も
の
か
と
考
え
た
。
」
と
あ
る

よ
う
に
、
石
見
清
拙
畑
氏
は
、
唐
と
周
逸
民
族
と
の
関
係
、
特
に
唐
の
形
成
・
確

立
に
い
た
る
政
治
過
程
に
お
い
て
突
肢
を
は
じ
め
と
す
る
北
方
民
族
の
果
た
し

た
役
割
、
及
び
唐
の
こ
れ
ら
の
民
族
へ
の
針
態
に
つ
い
て
精
力
的
な
設
言
を
績

け
て
お
り
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
の
構
成
を
あ
げ

る
と
、
次
の
通
り
に
な
る
。

導
言

第
l
部
唐
の
建
園
と
北
方
問
題

第

一
一
軍
唐
の
建
園
と
旬
奴
の
費
也
頭

第
二
章
玄
武
門
の
鑓
前
夜
の
突
販
問
題

第
三
章
突
肢
の
揚
正
道
擁
立
と
第

一一
一
帝
園
の
解
僅

第
四
章
唐
の
突
厭
移
民
に
制
到
す
る
措
置

第
五
章
唐
の
内
附
異
民
族
針
象
規
定

第
日
部
新
出
土
史
料
よ
り
見
た
唐
代
テ
ュ
ル
ク
人
の
存
在
形
態

第

一
章

関

元

十
一

年

「
阿
史
那
施
墓
誌
」

第
二
章

天

寅
三
載

「
九
姓
突
販
契
忘
李
中
郎
墓
誌」

第
三
章
開
元
十
二
年
「
阿
史
那
枇
伽
特
動
墓
誌
」

第
四
部

唐

の

朝
貢
規
定
と
園
際
秩
序

第

一
一
章
逸
境
州
際
に
お
け
る
朝
貢
使
節
の
待
遇

第
二
一
章

交
雑
の
禁
止
||
朝
貢
使
節
の
入
京
途
上
規
定
|
|

第
三
章

鴻

脇
寺
と
迎
賓
館

第
四
章
蕃
撃
に
つ
い
て

第
五
章
外
圏
使
節
の
皇
帝
謁
見
儀
式
復
元

第
六
章
外
園
使
節
の
宴
曾
儀
躍

付
章
唐
代
外
闘
貿
易
・
在
留
外
園
人
を
め
く
る
諸
問
題

ま
と
め

著
者
は
ま
ず
導
言
に
お
い
て
階
唐
脅
園
の
性
格
を
規
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
問
題
を
奉
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

秦
世間
帯
園
は
そ
れ
ぞ
れ
出
自
の
異
な
る
諸
民
族
・
文
化
が
統
合
さ
れ
て
い
わ

ゆ
る
「
漢
民
族
」
が
形
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
の
に
針
し
、
階
唐
-
帝
園
は
こ

の
漢
民
族
に
他
民
族
、
特
に
北
方
民
族
の
血
が
流
れ
込
ん
で
新
た
な
文
明
を
生

み
出
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
究
明
さ
れ
る
べ
き
は
、
惰
串
周
帯
図
の
形
成

に
深
く
関
わ
っ
た
諸
民
族
と
惰
唐
帯
一
園
と
の
関
係
及
び
陪
唐
帯
園
で
の
あ
り
方

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
第

I
部
に
な
ら
ぶ
論
考
で
は
、
北
方
民
族
の
動
向
が
唐
の
建
園
及
び

建
園
嘗
初
の
政
治
情
勢
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
た
か
が
論
じ
ら
れ
、
第
E
部
で

は
、
新
た
に
紹
介
さ
れ
た
突
原
人
の
墓
誌
を
通
じ
て
唐
に
腸
服
し
た
後
の
彼
ら

の
あ
り
方
が
探
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
E
部
に
お
い
て
は
、
唐
に
朝
貢
し
て
〈
る

諸
民
族
の
使
節
に
制
到
す
る
様
々
な
規
定
や
儀
腫
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
か
ら
唐
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の
意
圃
し
た
園
際
秩
序
を
考
察
し
て
い
る
。
以
下
に
、
こ
の
よ
う
な
著
者
の
問

題
意
識
に
沿
っ
て
各
論
考
を
紹
介
し
な
が
ら
、
評
者
の
気
の
つ
い
た
黙
を
翠
げ

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
I
部
の
第
一
章
「
唐
の
建
園
と
旬
奴
の
費
也
頭
」
で
は
、
『
新
唐
書
』
宰

相
世
系
表
に
見
え
る
、
唐
の
建
園
者
李
淵
の
妻
太
穆
皇
后
寅
氏
の
世
系
を
分
析

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。購買
氏
は
も
と
は
紘
頭
陵
氏
を
稽
し
、
オ
ル
ド

ス
北
西
部
に
遊
牧
生
活
を
お
く
つ
て
い
た
旬
奴
の
一
種
、
費
也
頭
種
の
出
身
で

あ
っ
た
。
費
也
頭
旬
奴
は
北
貌
孝
文
一
帝
の
時
代
に
蓋
頭
し
、
六
銭
の
飢
に
乗
じ

て
勢
力
を
抜
大
し
、
オ
ル
ド
ス
か
ら
一
部
は
河
西
地
方
に
も
進
出
し
た
。
華
北

の
戟
略
地
理
上
の
要
地
を
お
さ
え
る
費
也
頭
伺
奴
は
李
淵
と
姻
戚
関
係
を
結

び
、
李
淵
が
長
安
に
入
城
し
て
唐
を
建
園
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
著
者
は
、
唐
王
朝
成
立
を
論
じ
る
際
に
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
「
関
随
集

圏
」
の
動
向
を
迫
う
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
し
て
、
盟
問
氏
を
通
じ
て
の
旬

奴
の
活
動
に
着
目
し
た
。
寅
氏
が
旬
奴
種
で
あ
る
こ
と
は
、
著
者
の
分
析
に
よ

っ
て
認
め
て
よ
い
と
思
う
。
た
だ
、
濁
弧
氏
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
北
数
以

来
の
支
配
者
層
を
形
成
し
た
鮮
卑
系
貴
族
の
な
か
に
は
旬
奴
種
も
混
入
し
て
い

る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
資
氏
も
そ
の
出
身
が
旬
奴
種
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
北
貌
代
に
は
既
に
鮮
卑
族
に
同
化
・
貴
族
化
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ

一
剣
山
さ
ら
に
惰
・
唐
を
建
て
た
楊
氏
・
李
氏
と
も
姻
戚
関
係
を
絡
ん
で
い
る
と

い
う
意
味
で
は
、
貧
氏
そ
の
も
の
は
「
関
隣
集
圏
」
の
枠
内
に
入
っ
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
資
氏
が
旬
奴
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
で
は
、
従
来

の
「
関
隣
集
圏
」
に
よ
る
唐
の
建
園
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
新
た
に
附
け
加
え

る
こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
著
者
の
提
示
し
た
新
し
い
硯
黙
と
し
て
は
、
中

圏
内
地
に
同
化
し
て
歴
史
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
旬
奴

が
、
そ
の
一
部
は
惰
末
に
お
い
て
も
な
お
オ
ル
ド
ス
方
面
に
依
然
有
力
な
遊
牧

勢
力
と
し
て
残
存
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
集
圏
に
到
し
て
寅
氏
が

な
お
統
率
力
を
維
持
し
て
お
り
ー
そ
の
活
動
が
唐
の
建
園
に
も
関
わ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
黙
に
あ
る
だ
ろ
一
口
オ
ル
ド
ス
に
旬
奴
の
集
圏
が
残
存
し
た
こ
と

も
認
め
て
よ
い
と
思
う
の
だ
が
、
問
題
は
そ
れ
が
唐
の
建
園
の
際
に
ど
の
程
度

の
カ
が
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
著
者
は
旬
奴
の
果
た
し
た
役
割
と
し
て
突
蕨
及
び

河
西
地
方
の
群
雄
醇
奉
の
牽
制
を
想
定
し
て
い
る
が
、
史
料
上
の
制
約
で
や
む

を
得
な
い
こ
と
と
思
う
の
だ
が
、
こ
の
黙
に
閲
し
て
の
旬
奴
の
具
鐙
的
な
行
動

が
見
え
な
い
憾
み
が
残
っ
た
。

な
お
著
者
は
、
寅
氏
が
李
淵
の
建
園
を
支
持
し
た
動
機
と
し
て
、
寅
氏
が
か

つ
て
北
周
の
字
文
氏
と
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
北
周
が
楊
堅
に
奪
わ
れ
た
た
め

に
、
楊
氏
に
劃
し
て
敵
封
感
情
を
持
ち
績
け
た
と
し
て
い
る
が
、
皐
純
に
そ
う

は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
『
奮
唐
書
』
寅
抗
俸
に
よ
れ
ば
、
貧
抗
は

惰
の
文
一
帝
の
公
主
を
母
に
も
つ
が
ゆ
え
に
厚
遇
を
受
け
た
と
い
う
。
寅
抗
と
楊

氏
の
敵
劉
関
係
は
、
文
帯
の
死
と
場
一
一
常
の
即
位
に
際
し
て
お
こ
っ
た
漢
王
諒
の

反
乱
に
関
輿
し
た
疑
い
か
ら
官
爵
を
剥
奪
さ
れ
て
以
来
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
貸
氏
も
但
畑
氏
を
含
む
他
の
「
閥
臨
集
圏
」
貴
族
と
同
じ
く
互
い
に
姻
戚
関

係
を
張
り
巡
ら
せ
、
そ
の
中
で
お
こ
っ
た
楼
力
の
交
代
劇
の
一
幕
に
関
わ
っ
た

と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
重
の
「
玄
武
門
の
獲
前
夜
の
突
販
問
題
」
で
は
、
玄
武
門
の
獲
が
お
こ

っ
た
武
徳
九
年
が
唐
と
突
販
の
関
係
が
最
も
緊
張
し
た
年
で
あ
り
、
し
か
も
事

件
が
季
節
的
に
突
販
が
侵
攻
を
活
滋
化
さ
せ
る
直
前
の
六
月
に
お
こ
っ
て
い
る

こ
と
に
着
目
し
、
事
件
の
背
景
に
突
肢
に
針
し
て
積
極
策
を
主
張
す
る
李
世
民

と
消
極
策
を
と
る
李
建
成
の
封
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
古
く
は

石
母
田
正
氏
が
七
世
紀
の
日
本
や
朝
鮮
三
園
の
場
合
を
論
じ
た
よ
う
一
勺
園
際
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的
危
機
を
契
機
と
し
て
、
権
力
の
集
中
を
含
む
園
内
の
鐙
制
の
嬰
革
が
お
こ
る

こ
と
は
う
な
ず
け
る
。
唐
の
場
合
も
、
突
放
の
脅
威
に
針
廃
す
る
た
め
に
強
力

な
図
家
鐙
制
の
確
立
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
が
李
世
民
が
ク

ー
デ
タ
を
お
こ
し

た
要
因
と
な
っ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
玄
武
門
の
婆

の
背
景
に
は
様
々
な
要
因
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
園
際
的
契
機
を
指

摘
し
た
本
稿
は
新
た
な
説
黙
を
提
供
し
て
い
る
。

第
三
意
の
「
突
肢
の
楊
正
道
擁
立
と
第
一
帯
園
の
解
鰻
」
で
は
、
突
販
が
執

助
に
唐
初
の
中
園
に
侵
攻
を
く
り
返
し
た
背
景
に
は
、
階
か
ら
突
蕨
可
汗
に
嫁

い
だ
義
城
公
主
の
一
意
圏
、
か
働
い
て
お
り
、
公
主
は
突
肢
の
保
護
の
も
と
に
場
脅

の
孫
で
あ
る
楊
正
道
を
擁
立
し
て
惰
復
興
を
図
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
よ

う
な
義
城
公
主
の
針
唐
強
硬
路
線
は
突
蕨
の
内
部
に
も
こ
れ
に
反
謝
す
る
勢
力

と
の
勉
裂
を
生
み
、
そ
れ
が
唐
に
よ
る
離
開
策
を
受
け
て
突
販
が
容
易
く
分
裂

し
て
し
ま
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
二
章
が
突
販
の
侵
攻
を
受
け
た
唐
側
の
鑓
動
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
第
三
章
は
侵
攻
す
る
突
販
の
事
情
を
中
心
に
据
え
た
論
考
と
い
え

る
。
こ
れ
ら
は
一
連
の
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
隔
の
滅
亡
か
ら
唐
の
太
宗
代
に

い
た
る
政
治
情
勢
が
突
販
の
動
向
と
不
可
分
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
隔
の
滅
亡

は
突
販
が
中
園
に
執
劫
に
侵
攻
す
る
一
つ
の
動
機
|
|
階
の
復
興
ー
ー
を
生

み
、
突
販
の
侵
攻
に
よ
っ
て
唐
の
内
部
の
政
治
的
繁
動
|
|
|
玄
武
門
の
繁
ー
ー

が
生
じ
、
さ
ら
に
突
肢
の
針
唐
政
策
は
自
己
の
分
裂
を
招
い
た
、
の
よ
う
に
作

用
・
反
作
用
の
関
係
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
冒
頭
に
奉
げ
た
「
唐

代
史
を
、
山
富
時
の
北
ア
ジ
ア

・
内
陸
ア
ジ
ア
の
動
き
と
か
ら
め
て
描
き
出
」
す

と
い
う
著
者
の
意
闘
が
明
確
に
表
れ
た
論
考
で
あ
る
。

た
だ
、
著
者
が
既
に
第
三
章
の
付
記
に
お
い
て
関
尾
史
郎
氏
か
ら
の
批
剣
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
、
義
城
公
主
・
楊
正
道
の
存
在
と
突
販
の

恒
常
的
な
脅
威
と
の
関
連
性
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
な
の
か
や
は
り
懸
念
を
感

じ
た
。
ま
ず
、
突
蕨
の
中
園
侵
攻
自
穫
は
楊
正
道
が
突
厭
で
擁
立
さ
れ
て
い
た

時
期
以
外
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
楊
正
道
の
居
た
時
期
の
突
厭
の
行
動
、
か

陪
の
復
興
へ
向
け
て
の
特
別
な
動
き
を
示
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
な
か
な
か

っ
か
み
づ
ら
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
楊
正
道
擁
立

は
突
厭
に
と
っ
て
の
目
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
惰
末
の
反
乱
以
来
多
く
の
中
園
人

が
突
肢
の
境
内
に
亡
命
し
た
と
い
う
。
『
奮
唐
書
』
突
厭
俸
に
楊
正
道
を
惰
王

と
し
た
上
で
「
階
人
の
淡
す
る
者
は
こ
れ
に
殺
せ
し
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楊

正
道
の
擁
立
と
は
彼
ら
を
治
め
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
四
章
の
「
唐
の
突
厭
遺
民
に
制
到
す
る
措
置
」
と
第
五
章
の
「
唐
の
内
附
異

民
族
制
到
象
規
定
」
で
は
、
唐
に
蹄
服
し
た
北
方
民
族
が
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受

け
た
か
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
第
四
章
は
、
第
一
帯
一
園
崩
壊
後
の
突
蕨
選
民
に

針
し
て
置
か
れ
た
緑
膿
州
が
諸
史
料
に
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
て
唐
の

突
厭
遁
民
統
治
策
の
襲
濯
を
次
の
よ
う
に
あ
と

s

つ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
突

阪
一
一
帝
園
崩
嬢
直
後
に
は
暫
定
的
に
北
開
・
北
寧
等
の
州
を
お
き
、
貞
観
七
・
八

年
頃
に
い
た
っ
て
塞
外
に
定
裏

・
雲
中
雨
都
督
府
下
の
六
州
と
塞
内
の
四
州
に

整
理
さ
れ
た
。
し
か
し
貞
淑
十
三
年
の
塞
内
遺
民
の
反
乱
の
た
め
に
彼
ら
を
故

地
に
戻
し
、
貞
翻
二
十
三
年
に
は
定
裏

・
雲
中
雨
府
下
十
一
州
鐙
制
と
な
り
、

後
に
は
さ
ら
に
皐
子
都
護
府
を
置
い
て
こ
れ
ら
を
監
督
さ
せ
た
。
遺
民
の
統
治

に
際
し
て
は
突
蕨
周
有
の
集
圏
の
車
位
の
保
持
が
認
め
ら
れ
、
「
左
」
に
定

袈
・
桑
乾
(
定
護
か
ら
分
置
)
都
督
府
、
「
右
」
に
雲
中

・
呼
延
へ
雲
中
か
ら

分
置
)
都
督
府
を
置
く
鐙
制
も
北
方
民
族
固
有
の
左
右
分
統
制
に
針
態
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
鐙
制
は
皐
子
都
護
府
が
慶
止
さ
れ
、
遺
民
が
在
地
諸

州
の
監
督
下
に
お
か
れ
て
か
ら
も
績
い
た
。

な
お
、

『
新
唐
書
』
食
貨
志
に
見
え
る

「
四
夷
の
降
戸
は
、
附
す
る
に
寛
郷

-150ー
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を
以
て
し
、
復
十
年
を
給
す
。
」
と
あ
る
記
事
に
よ
れ
ば
、
内
附
者
は
一
定
年

限
を
過
ぎ
れ
ば
一
'般
の
州
豚
民
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
集
固
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
維
持
し
た
突
放
遺
民
に
は
嘗
て
は
ま

ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
規
定
は
ど
の
よ
う
な
者
を
劉
象

と
し
た
の
か
、
ま
た
突
販
の
緑
膿
州
民
を
封
象
と
し
た
規
定
は
な
い
の
か
、
が

次
の
第
五
章
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
右
に
穆
げ
た
『
新
唐
書
』
食
貨
志
の
記
事
の
も
と
に
な
っ
た

七
井
田
陸
氏
復
元
の
唐
戸
令
第
一
九
僚
と
賦
役
令
第
一
六
僚
に
見
え
る
「
寛
郷

F

に
附
貫
し
て
給
復
十
年
」
の
規
定
は
、
個
人
的
あ
る
い
は
少
人
数
で
降
っ
て
き

て
内
地
に
移
住
を
許
さ
れ
た
者
が
封
象
で
あ
る
と
解
穆
し
た
。
こ
れ
に
針
し
て

北
方
遊
牧
民
の
蒋
燦
州
に
劉
臨
隠
す
る
規
定
と
し
て
著
者
は
『
大
唐
六
典
』
戸
部

郎
中
員
外
郎
候
〈
仁
井
田
陸
氏
の
復
元
に
よ
れ
ば
賦
役
令
第
六
僚
)
を
相
昌
広
し

て
い
る
。
そ
こ
に
は
銀
銭
を
納
め
る
規
定
と
羊
を
納
め
る
規
定
が
含
ま
れ
で
お

り
、
こ
れ
ら
は
前
者
が
主
と
し
て
ソ
グ
ド
系
内
附
者
、
後
方
が
北
方
遊
牧
民
系

内
附
者
を
封
象
と
し
た
本
来
別
個
の
二
種
類
の
規
定
が
連
記
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
し
た
。

た
だ
、
第
四
章
に
も
『
大
唐
六
典
』
戸
部
郎
中
員
外
郎
僚
が
引
か
れ
て
い
る

の
だ
が
、
こ
の
論
考
が
最
初
に
夜
表
さ
れ
た
の
が
一
九
八
六
年
で
あ
る
の
に
封

し
て
、
第
五
章
の
論
考
は
一
九
九
五
年
で
あ
り
、
こ
の
聞
に
若
干
の
解
穫
の
ず

れ
〈
あ
る
い
は
進
展
)
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
『
六
奥
』
の
記
事
は
「
九

そ
諸
園
蕃
胡
の
内
附
す
る
者
は
」
で
始
ま
り
、
結
び
に
「
九
そ
内
附
せ
し
後
に

生
ま
る
る
所
の
子
は
、
即
ち
百
姓
と
同
じ
に
し

て
、
蕃
戸
た
る
を
得
ざ
る
な

り
。
」
と
あ
る
の
だ
が
、
第
四
章
で
は
冒
頭
の
「
蕃
胡
」
イ
コ
ー
ル
結
び
の

「
蕃
戸
」
と
し
て
、
突
蕨
降
戸
を
「
蕃
戸
」
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す

る
の
み
で
こ
の
候
文
の
内
容
の
説
明
は
な
い
。
と
れ
に
封
し
て
第
五
一章
で
は
冒

頭
の
「
蕃
胡
」
に
突
放
な
ど
の
遊
牧
属
燦
州
民
及
び
ソ
グ
ド
商
人
を
含
め
、
以

下
の
燦
文
に
右
に
述
べ
た
よ
う
に
雨
者
に
削
到
す
る
二
種
類
の
規
定
が
連
記
さ

れ
、
最
後
の
「
蕃
戸
」
の
俊
文
は
そ
の
う
ち
の
ソ
グ
ド
商
人
あ
る
い
は
第
三
の

封
象
に
か
か
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
内
附
者
の
二
世
が
ど
の
よ
う
な
扱
い

を
受
け
る
か
と
い
う
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
「
蕃
戸
」
の
解
緯
は
な
お

検
討
の
品
陣
地
を
残
す
の
で
は
な
い
か
。

唐
に
お
け
る
内
附
者
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
引
き
績
き
第
E
部
で
も
考
察
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
三
章
に
わ
た
っ
て
、
近
年
に
な
っ
て
初
め
て
公
開
さ
れ
た
、

い
ず
れ
も
テ
ュ
ル
ク
系
の
「
阿
史
那
施
」
・
「
九
姓
突
蕨
契
芯
李
中
郎
」
・
「
阿
史

那
此
伽
特
動
」
の
三
人
の
墓
誌
を
紹
介
し
て
、
そ
の
解
穆
と
と
も
に
、
彼
ら
が

唐
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
存
在
し
た
の
か
に
も
鍋
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
第

一
一章
で
採
り
上
げ
た
阿
史
那
施
は
突
版
第
一
】
帝
園
の
可
汗
直
系
の
子
孫
で
あ
る

が
、
父
が
降
附
し
た
後
の
唐
で
生
ま
れ
育
ち
、
突
蕨
復
興
後
も
北
に
錫
ら
ず
に

洛
陽
で
生
涯
を
終
え
た
。
一
方
第
三
章
で
採
り
上
げ
た
阿
史
那
枇
伽
特
動
は
突

蕨
第
二
一
帝
薗
に
育
ち
、
自
園
の

混
飢
を
逃
れ
て
部
衆
を
率
い
て
唐
に
降
っ
た

が、

彼
自
身
が
長
安
で
暮
ら
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
突
原
人
部
衆

を
領
す
る
立
場
に
あ
り
、
そ
の
部
衆
と
と
も
に
封
突
蕨
戦
に
も
活
躍
し
て
い

る
。
著
者
は
こ
こ
に
唐
代
霧
燦
支
配
の
質
例
の
一
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
は
降
附
し
た
異
民
族
を
自
園
進
境
の
地
に
お
き
、
そ
の

首
領
ク
ラ
ス
は
多
く
長
安
に
生
活
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
唐
の
領
域
内
の

東
北
方
か
ら
西
南
方
に
か
け
て
異
民
族
居
住
匿
を
い
わ
ば
ベ
ル
ト
紋

に
配
置

し
、
こ
の
地
帯
と
住
民
が
外
敵
の
侵
入
か
ら
の
防
御
、
あ
る
い
は
外
敵
へ
の
攻

撃
・
攻
略
の
際
に
重
要
な
役
目
を
果
た
し
た
と
し
て
い
る
。

唐
の
透
境
地
帯
に
、
降
附
し
た
異
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
集
固
と
し
て
の
ま
と

ま
り
ふ
」
生
世
間
を
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
た
ま
ま
お
か
れ
た
こ
と
は
、
臨
輔
照
政
策
の

'ムFhu 
噌よ
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一
般
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
具
鐙
的
に
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
運
営
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
唐
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た

の
か
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
第

I
部
の
第
四
・
五
章
で
罵
燦
州
に
関
す
る
唐
の
統

治
組
織
や
法
制
の
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
た
の
だ
が
、
第
E
部
で
は
罵

康
政
策
の
中
に
お
か
れ
た
人
々
の
行
動
を
通
じ
て
そ
の
機
能
を
論
じ
て
い
る
。

著
者
が
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
新
た
に
次
の
よ
う
な
疑
問
が
考
え
ら
れ

る
。
長
安
や
洛
陽
な
ど
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
異
民
族
の
首
領
ク
ラ
ス

は
、
具
鐙
的
に
ど
の
よ
う
に
唐
の
祉
舎
や
政
治
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た

の
か
。
第
I
部
で
も
遜
境
の
璃
燦
州
に
削
到
し
て
は
考
察
さ
れ
た
が
、
首
都
周
迭

に
居
住
す
る
者
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
こ
の
第
E
部
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ

れ
が
帯
び
た
官
爵
に
つ
い
て
の
注
穫
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
唐
の
組
織
内
で
ど
の

よ
う
な
一
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
な
お
分
析
の
徐
地
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
一
定
の
シ
ス
テ
ム
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
た
の
か
。
ま
た
彼
ら
と

透
境
に
お
か
れ
た
部
衆
と
の
結
び
つ
き
は
永
績
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
降

附
後
に
生
ま
れ
た
阿
史
那
施
が
洛
陽
で
生
涯
を
終
え
た
よ
う
に
、
内
地
に
居
住

す
る
も
の
が
貴
族
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
び
つ
き
が
希
薄
に
な

る
こ
と
は
な
い
の
か
。
後
漢
末
に
透
境
の
売
族
が
差
別
さ
れ
、
あ
る
い
は
北
貌

で
透
境
防
衛
の
た
め
の
六
銀
が
見
捨
て
ら
れ
、
反
乱
を
お
こ
し
た
よ
う
な
問
題

は
唐
で
は
克
服
さ
れ
て
い
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
前
代
に
比
べ
て
唐
の
境
域
内

に
入
っ
た
異
民
族
へ
の
針
態
は
ど
こ
に
特
色
が
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら

に
答
え
る
た
め
に
は
こ
こ
に
あ
げ
た
史
料
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
し
、
そ

も
そ
も
史
料
の
紹
介
が
中
心
で
あ
っ
て
そ
こ
ま
で
の
意
園
は
著
者
に
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
い
つ
か
答
え
て
も
ら
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

第
田
部
に
お
い
て
は
、
朝
貢
使
に
針
す
る
諸
規
定
に
詳
細
な
検
討
・
注
四
揮
を

加
え
た
論
考
が
な
ら
ぶ
。

第
一
品
早
か
ら
第
三
章
に
お
い
て
は
、
朝
貢
使
が
唐
の
透
境
州
肝
怖
に
た
ど
り
着

い
て
か
ら
、
都
長
安
に
い
た
っ
て
安
置
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
が
考
察
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
章
「
透
境
州
燃
に
お
け
る
朝
貢
使
節
の
待
遇
」
で
は
、
朝
貢
使
の
受

け
入
れ
窓
口
と
な
る
透
境
官
署
で
の
牒
(
港
牒
)
の
作
成
、
献
上
品
の
取
り
扱

い
、
入
京
者
の
人
数
、
慰
労
使
の
透
州
へ
の
波
遣
に
関
す
る
規
定
が
諸
史
料
よ

り
拾
い
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
補
足
す
る
史
料
と
し
て
日
本
の
遣
唐
使
の
錫
朝
報

告
中
に
見
え
る
透
州
で
の
扱
い
を
見
て
い
る
。

績
く
第
二
一章
「
交
雑
の
禁
止
」
で
は
、
副
題
に
「
朝
貢
使
節
の
入
京
途
上
規

定
」
と
あ
る
よ
う
に
、
入
京
使
が
透
州
か
ら
長
安
に
い
た
る
ま
で
の
規
定
が
採

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
初
め
に
『
新
唐
書
』
百
官
志
、
抽
服
部
主
客
郎
中
僚
の
記

事
を
紹
介
し
て
、
騨
俸
の
利
用
・
通
関
・
往
復
の
放
費
及
び
食
糧
の
支
給
に
関

す
る
規
定
に
兵
種
的
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
次
に
『
唐
律
疏
議
』
中
の
主
客

式
逸
文
に
注
目
し
て
、
そ
の
中
で
朝
貢
使
が
入
京
途
次
に
禁
止
さ
れ
た
行
信
用
と

し
て
翠
げ
ら
れ
た
「
交
雑
」
と
は
、
私
的
交
易
だ
け
で
な
く
男
女
交
渉
の
一
意
も

含
み
、
機
密
漏
洩
の
防
止
が
「
交
雑
」
の
禁
止
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

第
三
章
「
鴻
蹴
寺
と
迎
賓
館
」
で
は
、
長
安
に
お
い
て
朝
貢
使
を
迎
え
入
れ

る
施
設
と
し
て
の
鴻
艦
客
館
を
採
り
上
げ
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

儀
式
、
す
な
わ
ち
皇
帯
の
使
者
が
外
園
使
に
劃
し
て
謁
見
日
を
俸
達
す
る
儀
躍

を
『
大
唐
開
元
膿
』
か
ら
復
元
し
、
そ
の
式
4

次
第
に
際
し
て
の
皇
帯
一
の
使
者
と

朝
貢
使
の
位
置
関
係
か
ら
、
客
館
の
構
造
に
も
設
き
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
朝

貢
使
の
慮
刑
判
を
捨
賞
す
る
部
署
と
し
て
鴻
腿
寺
の
典
客
署
を
あ
げ
、
『
大
唐
六

典
』
典
客
令
僚
を
手
が
か
り
に
そ
の
態
射
に
関
す
る
規
定
の
い
く
つ
か
を
採
り

上
げ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
多
く
が
主
客
式
を
含

む
式
に
よ
る
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
唐
朝

152-
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の
法
侵
系
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
外
園
使
あ
る

い
は
外
園
そ
の
も
の
に
針
す
る
唐
の
ど
の
よ
う
な
意
識
の
表
れ
な
の
だ
ろ
う

か
。
著
者
の
お
考
え
が
あ
れ
ば
数
え
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思
う
。

第
四
章
「
蕃
墜
に
つ
い
て
」
で
は
、
唐
朝
は
諸
外
園
の
君
長
に
「
蕃
窒
」
と

呼
ば
れ
る
ラ
ン
ク
附
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
関
す
る
『
新

唐
笠
宮
』
百
官
志
の
鴻
腫
寺
及
び
躍
部
主
客
郎
中
・
『
六
典
』
鴻
艦
卿
僚
に
見
え

る
三
種
類
の
規
定
を
検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
参
の
場
に
お
け
る
外
園
使

節
の
席
次
規
定
・
使
節
に
制
到
す
る
食
糧
供
給
の
ラ
ン
ク
附
け
・
蕃
室
と
品
階
の

基
本
的
な
針
態
関
係
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

著
者
は
、
蕃
室
が
機
能
し
始
め
た
の
は
貞
翻
四
年
の
突
蕨
第
一
帯
園
鼠
壇
直

後
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
に
大
量
に
生
じ
た
内
附
者
の
授
官
に
際
し
て
こ
の

規
定
が
運
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
外
園
か
ら
の
使
者
と

内
附
者
を
全
て
同
列
に
論
じ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
の
翠
げ
た
三
種
類

の
史
料
を
見
る
限
り
、
い
ず
れ
も
鴻
膿
寺
及
び
躍
部
主
客
郎
中
と
い
う
朝
貢
使

へ
の
感
謝
を
職
掌
と
す
る
役
職
の
項
目
に
記
さ
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
朝
貢
使

に
封
臆
し
た
規
定
に
見
え
る
。
外
園
か
ら
の
使
者
と
は
擬
制
的
に
唐
の
官
職
を

授
か
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
唐
の
枠
外
の
存
在
で
あ
り
、
「
蕃
」
撃
一
と
は
そ
の

よ
う
な
者
に
針
す
る
規
定
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
に
劃
し
て
内
附
者
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
唐
の
枠
内
に
入
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
E
部
に
登
場

し
た
よ
う
な
、
長
安
な
ど
に
居
住
し
て
貴
族
化
し
て
い
く
よ
う
な
者
に
劉
し
て

「
蕃
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
彼
ら
を
唐
の
内
的
秩
序
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
シ

ス
テ
ム
は
存
在
し
な
い
の
か
。
唐
の
園
家
と
し
て
の
性
格
を
探
る
上
で
非
常
に

興
味
深
い
テ
!
?
で
あ
る
だ
け
に
、
い
ま
少
し
検
討
の
徐
地
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

最
後
の
二
章
に
わ
た
っ
て
、
朝
貢
使
に
劃
し
て
宮
中
で
執
り
行
わ
れ
る
儀
式

の
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
第
五
章
「
外
園
使
節
の
皇
-
帝
謁
見
儀
式
復
元
」

で
は
、
『
大
唐
開
元
濃
』
賓
躍
に
あ
る
「
蕃
主
奉
見
」
及
び
「
皇
帝
受
蕃
使
表

及
幣
」
僚
に
詳
細
な
注
嗣
揮
を
施
し
、
外
園
の
図
首
あ
る
い
は
使
者
が
皇
帝
に
謁

見
す
る
際
の
式
場
の
設
定
か
ら
、
嘗
日
の
使
者
と
皇
帝
の
行
動
及
び
位
置
関
係

な
ど
の
式
次
第
ま
で
を
考
察
・
復
元
し
た
。
さ
ら
に
第
六
一章
「
外
園
使
節
の
宴

曾
儀
躍
」
で
は
、
謁
見
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
唐
側
か
ら
の
宴
曾
に
つ
い

て
、
や
は
り
『
大
唐
開
元
雄
』
賓
理
の
「
皇
帝
宴
蕃
園
主
」
及
び
「
皇
帝
宴
蕃

園
使
」
の
検
討
か
ら
そ
の
式
次
第
を
復
元
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
E
部
を
遜
讃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
園
使
節
が
唐
を

訪
れ
た
際
に
漫
州
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
か
ら
長
安
へ
至
っ
て
鴻
艦
寺
に
迎
え
ら

れ
、
さ
ら
に
宮
中
で
皇
一
一帝
に
謁
見
す
る
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
が
精
細
に
再

現
さ
れ
、
そ
れ
に
関
す
る
規
定
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
欲
を

言
え
ば
、
著
者
が
第
一
章
の
は
じ
め
に
「
そ
こ
に
は
、
山
富
然
な
が
ら
唐
王
朝
な

り
の
受
け
入
れ
の
作
法
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す

れ
ば
、
唐
の
外
交
理
念
や
園
際
秩
序
が
見
て
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
な
唐
の
外
交
理
念
と
は
具
鐙
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
園
際
秩
序
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
著
者
な
り
の
ま
と

め
が
欲
し
か
っ
た
。

最
後
に
付
一章

「
唐
代
外
園
貿
易
・
在
留
外
因
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
は
こ
れ

ま
で
の
絶
ま
と
め
と
も
言
う
べ
き
章
で
あ
り
、
第

I
部
か
ら
第
血
部
ま
で
論
じ

て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
唐
代
の
朝
貢
貿
易
や
互
市
の
貧
態
及
び
在
留
外
園

人
の
様
々
な
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
の
だ
が
、
結
び
の
部
分
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
唐
が
貞
観
四
年
の
突
蕨
第
一

帯
園
滅
亡
を
き
っ
か
け
に
降
附
し
た
突
蕨
遺
民
を
唐
の
北
迭
に
配
置
し
、
こ
れ

no 
に
d

唱
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を
外
敵
侵
入
の
防
波
堤
に
し
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
こ
の
措
置
は
後
漢
光
武

一
帝
の
建
武
年
閲
に
、
呼
韓
邪
皐
子
入
降
に
端
を
援
す
る
旬
奴
人
の
大
量
南
下
に

針
し
て
後
漢
が
行
っ
た
措
置
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
し
て
い
る
。
著
者
自

身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
後
漢
も
唐
も
、
異
民
族
そ
れ
自
鐙
に
よ
る
い
わ
ば

防
波
堤
を
、
中
園
北
方
逸
境
に
ベ
ル
ト
朕
に
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

」
と。

そ
れ
で
は
、
後
漢
と
唐
と
の
相
蓬
黙
は
何
か
。
著
者
は
こ
れ
を
中
央
政
府
の

置
か
れ
た
位
置
の
相
違
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
を
洛
陽

に
置
く
後
漢
は
、
オ
ル
ド
ス
や
西
北
迭
に
ま
で
目
が
周
き
に
く
く
、
迭
境
経
営

が
困
難
に
陥
っ
た
結
果
が
五
胡
十
六
園
時
代
を
招
く
。
こ
れ
は
同
じ
く
洛
陽
に

都
を
置
い
た
北
貌
も
同
様
で
あ
り
、
や
が
て
透
境
地
帯
か
ら
次
の
時
代
を
動
か

す
北
周
・
階
・
唐
の
勢
力
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
に
到
し
て
唐
は
長
安
に
中

央
政
府
が
置
か
れ
、
そ
の
遜
境
経
営
が
功
を
奏
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
前
中
十
期
の

盛
世
を
現
出
し
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
よ
り
突
き
詰
め
た
考

察
が
欲
し
か
っ
た
。
後
漢
と
唐
の
相
違
が
|
|
相
違
が
あ
る
と
し
て
|
|
単
に

都
の
位
置
の
濯
い
だ
け
で
説
明
し
き
れ
る
も
の
な
の
か
。
園
家
の
構
造
上
の
繁

化
が
そ
こ
に
は
な
い
の
か
。
し
か
も
著
者
自
身
も
鮒
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長
安

に
都
が
あ
っ
て
も
唐
の
透
境
経
営
が
功
を
奏
し
た
の
は
前
宇
期
ま
で
で
あ
っ

て
、
武
后
期
以
降
、
都
護
府
に
よ
る
鵜
燦
鰻
制
は
破
綻
を
来
し
て
お
り
、
そ
れ

が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
、
な
お
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
ま
で
繰
り
返
し
同
じ
こ
と
に
不
満
を
漏
ら
し
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る

し
、
そ
れ
は
著
者
か
ら
す
れ
ば
無
い
物
ね
だ
り
で
あ
る
と
お
叱
り
を
受
け
る
の

で
は
な
い
か
と
危
倶
を
抱
い
て
い
る
。
評
者
が
意
識
し
た
の
は
本
書
と
同
じ
年

に
増
補
版
が
刊
行
さ
れ
た
谷
川
道
雄
氏
の
『
惰
唐
帯
園
形
成
史
論
』
で
あ
る
。

谷
川
氏
は
、
漢
脅
図
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
差
別
さ
れ
た
北
方
諸
民
族
と
漢
民

族
と
の
開
の
矛
盾
が
一
帝
園
崩
壊
の
要
因
の

一
つ
で
あ
り
、
「
胡
漢
」
雨
世
界
の

統
合
が
そ
の
後
の
園
家
の
課
題
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
具
鐙
的
に
五
胡

の
諸
園
・
北
朝
に
お
け
る
胡
漢
の
二
重
僅
制
か
ら
一
元
的
鐙
制
へ
の
模
索
を
あ

と
づ
け
て
い
る
。
谷
川
氏
の
原
書
は
三
十
年
近
く
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
若
干
の
増
補
を
得
て
再
び
刊
行
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
問
題
設
定
は
今
な
お

有
数
な
も
の
に
思
え
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
著
者
の
唐
と
北
方
諸
族
と
の
関
係
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
あ
く
ま
で
針
外
関
係
史
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
唐
の
園
家
構

造
の
中
身
に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
著
者
の
議
論
は
谷
川

氏
の
そ
れ
と
交
わ
る
所
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
は
じ
め
に
ま
と
め

た
よ
う
に
、
著
者
自
身
も
導
言
に
お
い
て
惰
唐
代
と
は
「
新
た
に
北
方
か
ら
諸

民
族
が
流
れ
込
み
、
そ
れ
が
原
動
力
と
な
っ
て
新
時
代
を
作
り
出
し
た
も
の
」

と
し
て
、
唐
代
史
研
究
、
と
り
わ
け
唐
朝
成
立
史
研
究
に
針
す
る
基
本
的
な
頑

座
は
、
「
惰
唐
と
い
う
時
代
の
も
つ

『
園
際
性
』
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
唐
と
い
う
王
朝
の
も
つ
『
園
際
一
一
帝
園
』
的
な
性
格
に
こ
そ
据
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
新
時
代
と
は
ど
の
よ
う
な

黙
で
新
し
い
の
か
、
「
園
際
一
帯
一
園
」
間
性
格
と
は
具
陸
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容

を
も
つ
の
か
、
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
は
谷
川
氏
の
言
う

「
胡
漢
の
矛
盾
」
は
唐
に
い
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
形
で
解
消
さ
れ
よ
う
と
し
た

の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
園
家
の
「
園
際
的
」

性
格
と
は
、
皐
に
そ
の
領
内
に
外
園
人
が
多
数
往
来
・
居
住
し
、
官
僚
や
武
将

と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
を
言
う
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
許
す
園

家
の
構
造
あ
る
い
は
意
識
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
本
書
に
卸
し
て

言
え
ば
|
ー
ま
た
も
や
繰
り
返
し
に
な
る
が
|
|
第

I
部
に
見
た
よ
う
な
唐
に

内
附
し
て
き
た
異
民
族
に
劃
す
る
政
策
を
、
透
境
地
帯
の
罵
際
州
民
だ
け
で
な

く
、
第

E
部
に
登
場
し
た
墓
主
の
よ
う
な
首
都
周
迭
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
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た
者
も
含
め
て
ト
ー
タ
ル
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ

れ
ら
に
劃
し
て
は
第
I
部
の
法
制
的
な
面
、
第
日
部
の
賓
際
の
行
動
面
、
さ
ら

に
は
第
四
部
の
意
識
の
面
な
ど
、
様
々
な
面
か
ら
の
考
察
が
考
え
得
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
あ
る
い
は
著
者
の
意
園
せ
ざ
る
所
か
と
は
思
い
つ
つ
も
、
唐
朝

の
形
成
に
関
わ
る
大
き
な
議
論
を
あ
ま
り
見
か
け
な
く
な
っ
た
近
年
に
お
い

て
、
本
書
は
そ
の
意
欲
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
今
後
の
研
究
の

展
開
に
期
待
し
た
い
。

最
後
に
、
大
き
な
議
論
の
方
ば
か
り
を
強
調
し
て
、
個
々
の
細
か
い
議
論
に

お
い
て
は
、
多
岐
に
わ
た
る
著
者
の
考
察
の
全
て
に
は
鏑
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
評
者
の
浅
薄
な
知
識
の
た
め
の
誤
解
、
あ
る
い
は
蛍
然
輿
え
ら

れ
る
べ
き
部
分
へ
の
正
嘗
な
評
債
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
黙
が
多
々
あ
ろ
う
か
と

思
う
。
著
者
の
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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註(

1

)

例
え
ば
内
田
吟
風
氏
は
「
五
胡
飢
及
び
北
致
時
代
の
旬
奴
」
(
『
北
ア

ジ
ア
史
研
究
何
奴
篇
』
同
朋
合
一
九
七
五
年
)
で
旬
奴
の
濁
孤
部

を
と
り
あ
げ
て
、
北
致
時
代
に
鮮
卑
拓
政
部
と
密
接
な
関
係
を
結
び
、

さ
ら
に
中
園
貴
族
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
他
に
旬

奴
部
族
君
長
の
貴
族
化
し
た
一
例
と
し
て
賓
氏
も
翠
げ
て
い
る
。

(
2
〉
内
田
氏
も
、
北
朝
で
も
胡
俗
を
め
る
程
度
維
持
し
た
旬
奴
族
の
存
在

を
認
め
る
も
の
の
、
そ
の
論
究
は
陪
唐
代
に
ま
で
は
及
ん
で
お
ら
ず
、

た
だ
そ
れ
ら
が
「
よ
う
や
く
惰
唐
に
い
た
っ
て
中
園
社
舎
内
に
融
合
し

て
行
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
の
み
で
、
具
鐘
的

な
記
述
は
な
い
(
「
北
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
・
旬
奴
等
諸
北
族
系
貴

族
の
地
位
」
内
田
吟
風
前
掲
書
〉
。

(

3

)

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
園
家
』
(
岩
波
書
庖
一
九
七
一
年
〉
。

(

4

)

谷
川
道
雄
『
惰
唐
喬
一
園
形
成
史
論
』
(
筑
摩
書
房
一
九
七
一
年

増
補
一
九
九
八
年
)
。

一
九
九
八
年
二
月
東
京
汲
古
書
院

A
5
判
五
六
五
+
二
六
頁
一
四

O
O
O園
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