
�
宋
代
の
夜
市

鹽

卓

悟

は
じ
め
に

一

｢漢
代
型
夜
市
﹂
と
﹁
�
代
型
夜
市
﹂

(一
)

｢漢
代
型
夜
市
﹂
の
成
立
と
そ
の
性
格

(二
)

｢�
代
型
夜
市
﹂
の
性
格

二

�
宋
代
の
夜
市
と
夜
禁

(一
)

｢�
代
型
夜
市
﹂
と
夜
禁

(二
)

｢宋
代
型
夜
市
﹂
と
夜
禁

三

�
宋
代
の
夜
市
に
お
け
る
食
�
�

お
わ
り
に

は

じ

め

に

嚴
格
な
坊
市
制
に
よ
っ
て
國
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
�
代
の
長
安
に
對
し
て
︑
宋
代
の
兩
都
開
封
と
臨
安
に
お
い
て
は
︑
商
業
・
經

濟
が
大
い
に
發


し
︑
庶
民
の
生
活
レ
ベ
ル
も
向
上
し
て
活
潑
な
都
市
�
�
が
開
花
し
た
︒
特
に
︑
孟
元
老
の
﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
や
吳
自
牧
の

﹃
夢
粱
錄
﹄
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
︑
庶
民
た
ち
に
よ
っ
て
賑
わ
い
を
み
せ
た
夜
市
�
�
が
隆
盛
し
た(1

)
︒
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
や
飮
食
業
が
あ
っ
た
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宋
代
の
夜
市
は
︑
庶
民
た
ち
が
豐
か
な
食
�
�
を
享
�
で
き
る
空
閒
で
も
あ
っ
た
た
め
︑
�
宋
の
食
�
�
に
關
す
る
多
く
の
手
掛
か
り
を
我
々

に
與
え
て
く
れ
る
格
好
の
材
料
と
い
え
る
︒

で
は
︑
か
か
る
宋
代
兩
都
に
お
け
る
夜
市
の
繁
榮
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
古
來
︑
都
市
は
權
力
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
︑
利
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が(2

)
︑
都
市
內
部
に
存
在
し
て
い
た
市
は
︑
中
國
古
代
に
お
い
て
國
家
權
力
に
よ
る
強
い
瓜
制
を
�
け
る

一
方
で
︑
權
力
者
で
さ
え
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
非
日
常
�
な
部
分
が
存
在
す
る
︑
權
力
に
と
っ
て
﹁
手
強
い
﹂
空
閒
で
も
あ
っ
た(3

)
︒
こ

の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
・
職
業
の
人
々
が
集
結
し
︑
政
府
に
對
す
る
批
�
が
行
わ
れ
︑
�
亂
の
溫
床
と
も
な
り
得
る
場
で
も
あ
っ
た
市
に

お
い
て
︑
民
衆
の
動
き
を
掌
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
夜
閒
の
�
易
を
許
可
す
る
こ
と
は
︑
權
力
者
に
と
っ
て
危
險
性
を
�
っ
た
行
爲
で
も
あ
っ

た
に
�
い
な
い
︒
從
っ
て
︑
中
國
歷
代
の
王
�
は
市
を
瓜
制
す
る
と
と
も
に
︑
夜
禁
の
制
度
に
よ
っ
て
︑
民
衆
の
夜
閒
の
生
活
を
管
理
し
た(4

)
︒

加
�
繁
氏
は
︑
�
代
後
�
 
に
︑
坊
制
の
弛
!
に
�
っ
て
"
第
に
夜
市
が
登
場
し
︑
宋
代
中
 
以
影
︑
場
#
�
・
時
閒
�
制
限
を
�
け
ず
に

夜
閒
營
業
が
實
施
さ
れ
︑
夜
市
が
隆
盛
を
$
え
た
と
指
摘
し
た(5

)
︒
そ
の
後
︑
日
野
開
三
郞
氏
︑
張
鄰
氏
︑
鹽
見
邦
彥
氏
な
ど
に
よ
り
︑
�
代
の

夜
市
に
關
す
る
議
論
が
深
め
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
硏
究
で
は
︑
い
ず
れ
も
夜
市
の
起
源
を
�
代
と
み
な
し
て
い
た(6

)
︒
そ
の
一
方
で
︑
す
で
に

漢
代
に
お
い
て
も
夜
市
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
佐
原
康
夫
氏
︑
言
金
星
氏
︑
倪
根
金
氏
︑
李
祖
德
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(7

)
︒

し
か
し
︑
魏
晉
南
北
�
時
代
の
夜
市
に
關
す
る
記
述
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
︑
從
來
の
硏
究
で
は
︑
漢
・
�
・
宋
代
夜
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の

關
聯
性
や
相
�
點
は
*
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
︑
權
力
者
に
よ
る
民
衆
管
理
政
策
の
一
+
で
あ
る
夜
禁
と
相
反
す
る
存
在
で
あ
り
︑
庶
民
�
�
の
象
,
と
も
い
え

る
夜
市
が
古
代
中
國
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
成
立
し
︑
い
か
な
る
發
展
を
-
げ
て
�
宋
代
︑
特
に
民
衆
の
自
由
か
つ
旺
盛
な
.
費
活
動
の
場
で

あ
っ
た
宋
代
都
市
の
夜
市
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
を
*
ら
か
に
す
べ
く
︑
第
一
違
で
は
︑
中
國
に
お
け
る
夜
市
の
起
源
お
よ
び
漢
代
と
�

代
都
市
に
お
け
る
夜
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
整
理
す
る
︒
第
二
違
で
は
︑
�
代
に
お
け
る
夜
市
の
發
生
時
 
と
そ
の
背
景
︑
お
よ
び
時
閒

�
・
場
#
�
に
制
限
が
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
宋
代
夜
市
の
繁
榮
を
︑
當
時
に
お
け
る
夜
禁
制
度
と
の
關
聯
か
ら
檢
討
す
る
︒
第
三
違
で
は
︑
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�
代
の
長
安
・
宋
代
の
開
封
・
臨
安
の
夜
市
に
お
け
る
食
�
�
に
關
す
る
考
察
を
行
う
︒

な
お
本
稿
で
は
︑
/
宜
上
︑
漢
代
の
夜
市
を
﹁
漢
代
型
夜
市
﹂︑
�
代
都
市
に
お
け
る
夜
市
を
﹁
�
代
型
夜
市
﹂︑
宋
代
都
市
に
お
け
る
夜
市

を
﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
と
假
稱
し
︑﹃
太
0
廣
記
﹄
を
﹃
廣
記
﹄︑﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
を
﹃
夢
華
錄
﹄
と
そ
れ
ぞ
れ
略
す
︒

一

｢漢
代
型
夜
市
﹂
と
﹁
�
代
型
夜
市
﹂

(一
)

｢漢
代
型
夜
市
﹂
の
成
立
と
そ
の
性
格

中
國
に
お
け
る
夜
市
の
起
源
は
い
つ
な
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
周
禮
﹄
地
官
︑
司
市
の
條
に
︑﹁
大
市
は
日

に
し
て
市
し
︑
百
族
を
2
と
爲
す
︒

�
市
は
�
時
に
し
て
市
し
︑
商
賈
を
2
と
爲
す
︒
夕
市
は
夕
時
に
し
て
市
し
︑
販
夫
販
3
を
2
と
爲
す
︒﹂
と
あ
り
︑
商
人
た
ち
相
手
の
市
を

�
に
開
き
︑
午
後
か
ら
は
一
般
民
衆
相
手
の
賣
買
を
行
い
︑
夕
方
に
は
夕
市
を
開
い
て
行
商
人
を
相
手
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑﹃
4

記
﹄
卷
七
五
︑
孟
嘗
君
列
傳
に
︑﹁
君
獨
り
夫か

の
市
に
趣
く
者
を
見
ざ
る
か
︒
*
旦
︑
6
を
側そ
ば

め
て
門
を
爭
ひ
て
入
り
︑
日
暮
れ
し
の
後
︑
市

�
を
過
ぐ
る
者
は
臂
を
掉
し
て
9
ず
︒
�
を
好
み
て
暮
を
惡
む
に
非
ず
︑
 
す
る
#
の
物
其
の
中
に
忘な

し
︒﹂
と
あ
り
︑
日
暮
れ
後
に
市
の
橫

を
<
る
も
の
た
ち
は
︑
す
で
に
多
く
の
品
物
が
賣
り
切
れ
て
い
る
た
め
に
︑
市
に
見
向
き
を
し
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
春

秋
・
戰
國
時
代
に
す
で
に
夜
市
が
成
立
し
て
い
た
と
捉
え
る
說
も
あ
る(8

)
︒
た
だ
し
︑﹃
周
禮
﹄
の
夕
市
は
︑
夕
方
に
開
か
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑

孟
嘗
君
列
傳
に
﹁
 
す
る
#
の
物
其
の
中
に
忘な

し
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
戰
國
時
代
の
夕
市
は
す
で
に
品
物
が
不
足
し
て
お
り
︑
客
足
も
>
の
く

夜
閒
ま
で
營
業
す
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
も
︑
お
そ
ら
く
日
沒
後
ま
も
な
く
?
了
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る(9

)
︒
從
っ
て
︑
夜
閒
に
開
市

さ
れ
て
深
夜
に
お
よ
ぶ
狹
義
�
な
夜
市
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

漢
代
に
な
る
と
︑﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
二
一
︑
孔
奮
傳
に
︑

(
円
武
)
八
年
︑
@
關
內
侯
を
賜
る
︒
時
に
天
下
擾
亂
す
る
も
︑
唯
だ
河
西
の
み
獨
り
安
ん
ず
︑
而
し
て
姑
臧
富
邑
爲
り
と
稱
せ
ら
れ
︑
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貨
を
羌
胡
に
<
じ
︑
市
は
日
に
四
合
す
︒
(�
・
李
賢
A
)
古
者
市
を
爲
す
に
︑
一
日
三
合
な
り
︑﹃
周
禮
﹄
に
曰
く
︑
大
市
日

側
か
た
む

き
て
市

す
︑
百
族
を
2
と
爲
し
︑
(�
市
は
)
�
時
に
市
し
︑
商
賈
を
2
と
爲
す
︒
(夕
市
は
)
夕
時
に
し
て
市
し
︐
販
夫
販
3
を
2
と
爲
す
︒
今

旣
に
人
貨
殷
繁
な
り
︐
故
に
一
日
四
合
な
り
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
商
業
の
發


に
よ
っ
て
多
く
の
物
F
が
集
結
し
た
姑
臧

(現
在
の
甘
肅
省
武
威
)
で
は
︑
從
來
の
�
市
︑
大
市
︑
夕
市
の
﹁
一

日
三
合
﹂
か
ら
︑﹁
一
日
四
合
﹂
へ
と
發
展
を
-
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
言
金
星
氏
や
倪
根
金
氏
は
︑
こ
の
﹁
四
合
﹂
を
︑
�
市
︑
大

市
︑
夕
市
に
怨
し
く
夜
市
が
登
場
し
た
も
の
と
指
摘
す
る
が(10

)
︑
張
繼
海
氏
は
︑﹁
一
日
四
合
﹂
は
︑
實
際
に
一
日
四
回
市
を
開
催
し
た
譯
で
は

な
く
︑
西
北
地
域
に
お
け
る
一
大
物
F
集
散
地
で
あ
っ
た
姑
臧
の
繁
榮
を
誇
張
し
た
表
現
で
あ
り
︑
漢
代
に
お
け
る
夜
市
は
︑
都
市
內
部
で
は

實
施
で
き
な
い
と
指
摘
し
た(11

)
︒

漢
代
に
は
︑
長
安
や
洛
陽
を
は
じ
め
と
し
て
︑
郡
縣
の
數
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
多
く
の
市
が
H
國
に
存
在
し
て
い
た(12

)
︒
言
氏
や
倪
氏
は
︑
物

F
の
集
散
地
と
し
て
富
裕
で
あ
っ
た
姑
臧
で
夜
市
が
開
催
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
が
︑
長
安
や
諸
都
市
に
お
け
る
夜
市
の
事
例
は
確
J
で
き

な
い
︒
ま
た
︑
漢
代
か
ら
�
代
ま
で
の
都
市
に
お
け
る
市
で
も
︑
�
代
の
東
・
西
市
も
含
め
て
︑
夜
市
に
關
す
る
記
錄
は
み
ら
れ
な
い
た
め
︑

姑
臧
の
﹁
一
日
四
合
﹂
と
は
︑
早
�
か
ら
夕
方
に
か
け
て
四
回
市
が
開
催
さ
れ
た
か
︑
あ
る
い
は
張
氏
の
指
摘
の
如
く
︑
姑
臧
の
繁
榮
を
誇
張

し
た
表
現
で
あ
り
︑
夜
市
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
・
徐
堅
﹃
初
學
記
﹄
卷
二
四

(#
引
︑
後
漢
・
桓
譚
﹃
怨
論
﹄)
に
は
︑﹁
扶
風
の
邠
亭
部
︑
本
は
太
王
の
處
る
#
と
言
う
︑
其
の
人
に
會
日

K
り
て
︑
以
て
相
い
與
に
夜
市
す
︑
如
し
 
を
爲
さ
ず
ん
ば
︑
則
ち
重
き
災
L
K
り
︒﹂
と
あ
る(

13
)

︒
こ
の
夜
市
の
形
態
は
︑
萬
一
時
閒
を
�
え

れ
ば
災
厄
を
招
く
と
い
う
M
信
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
扶
風
の
邠
亭
の
民
衆
閒
で
自
發
�
に
發
生
し
た
宗
敎
�
性
格
を
帶
び
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
民
衆
た
ち
は
定
 
�
に
﹁
會
日
﹂
の
夜
閒
に
市
を
開
催
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
物
F
の
�
易
・
賣
買
を
行
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
︑
宗
敎
�
背
景
に
基
づ
く
と
は
い
え
︑
夜
閒
に
多
く
の
民
衆
が
集
結
す
る
こ
と
か
ら
も
︑
佐
原
氏
が
指
摘
す
る
如
く
︑
亭
O

に
よ
る
監
視
と
警
備
の
對
象
と
な
る
こ
と
は
Q
け
ら
れ
な
か
っ
た
に
�
い
な
い(14

)
︒
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『
怨
論
﹄
に
記
さ
れ
た
邠
亭
の
夜
市
の
S
景
は
後
漢
代
初
 
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
國
家
が
か
か
る
夜
市
を
容
J
し
た
背
景
に
は
︑
邠
亭
と
い

う
傳
瓜
あ
る
土
地
の
風
土
の
中
で
︑
民
衆
の
M
信
・
信
仰
に
よ
っ
て
"
第
に
釀
成
さ
れ
て
き
た
夜
市
の
行
事
を
T
重
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
た
め
︑
U
漢
代
に
は
す
で
に
邠
亭
の
夜
市
は
成
立
し
て
お
り
︑
か
か
る
民
衆
の
宗
敎
V
識
に
基
づ
く
夜
市
の
形
態
こ
そ
が
︑
夜
市
の
起
源

で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
︒
ま
た
︑
4
料
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
も
の
の
︑
宗
敎
�
性
格
の
強
い
夜
市
が
他
の
地
域
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

倪
根
金
氏
は
︑
漢
代
に
夜
市
が
存
在
し
て
い
た
傍
證
と
し
て
︑
�
・
歐
陽
詢
﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
八
三
︑
寶
玉
部
上
︑
金

(#
引
︑
漢
・
楊
孚

﹃
衣
物
志
﹄)
の
︑﹁
狼

の
民
︑
漢
人
と
�
關
す
る
に
︑
常
に
夜
に
市
を
爲
し
︑
X
を
以
て
金
を
嗅
ぎ
︑
其
の
好
惡
を
知
る
︒﹂
と
い
う
記
事
を

擧
げ
て
い
る(15

)
︒
こ
の
�
易
は
︑
狼

の
民
と
漢
人
と
の
相
互
の
言
葉
が
<
じ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
夜
閒
に
實
施
し
て
︑﹁
X
を
以
て

金
を
嗅
ぎ
︑
其
の
好
惡
を
知
る
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
相
田
洋
氏
も
指
摘
す
る
如
く
︑
衣
民
族
閒
で
行
わ
れ
る
�
易
形
態
の
一
つ
で
︑
�
易
す

る
當
事
者
雙
方
が
︑
お
互
い
に
接
觸
を
Q
け
つ
つ
︑
�
互
に
品
物
を
置
い
て
取
引
を
す
る
夜
市
型
沈
默
�
易
で
あ
り
︑
そ
の
本
來
の
性
質
は
宗

敎
�
性
格
を
帶
び
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(16

)
︒

『
衣
物
志
﹄
の
記
事
は
︑
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
の
中
南
部
に
位
置
す
る
ク
ア
ン
・
ナ
ム=

ダ
ナ
ン
省
西
部
か
ら
ラ
オ
ス
東
南
一
帶
に
あ
っ
た
と

目
さ
れ
る
狼

國
の
民
と
漢
人
と
の
夜
市
型
沈
默
�
易
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
︑
當
時
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
夜
市
型
沈
默
�
易
の
存
在
を

示
し
て
い
る(17

)
︒
漢
代
の
中
國
︑
特
に
南
部
の
嶺
南
地
方
で
も
か
か
る
夜
市
型
�
易
が
實
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
︑
推
測
の
域
を

出
な
い
︒
そ
の
後
︑
魏
晉
南
北
�
時
代
に
お
い
て
も
中
國
で
の
夜
市
型
沈
默
�
易
の
記
錄
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
︑
假
に
實
施
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
︑
單
發
�
か
つ
小
規
模
な
も
の
で
あ
り
︑
後
代
へ
と
繼
承
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

南
方
で
の
夜
市
型
�
易
の
事
例
と
し
て
は
︑
�
代
に
入
る
と
︑
�
・
Í
熊
﹃
番
禺
雜
記
﹄
に
︑﹁
海
邊
に
時
に
鬼
市
K
り
︒
�
夜
に
し
て
合

し
︑
雞
鳴
す
れ
ば
散
ず
︒
人
之
に
從
り
て
多
く
衣
物
を
得
た
り
︒﹂
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る(18

)
︒
�
代
の
廣
州
は
︑
八
世
紀
の
段
階
で
二
十
萬

人
も
の
人
口
を
擁
し
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ
ン
ド
・
ペ
ル
シ
ア
・
ア
ラ
ブ
人
な
ど
多
く
の
商
人
た
ち
が
集
結
す
る
國
際
都
市
と
し
て
繁
榮
し
て
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お
り(

19
)

︑
そ
の
治
#
が
あ
っ
た
番
禺
に
も
多
く
の
商
人
た
ち
が
集
結
し
て
い
た(20

)
︒﹃
番
禺
雜
記
﹄
の
記
事
は
︑
か
か
る
當
時
の
番
禺
の
社
會
・
經

濟
�
狀
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
番
禺
に
お
け
る
�
易
の
取
引
形
態
や
�
易
商
品
な
ど
は
具
體
�
に
は
わ
か
ら
な
い

が
︑
衣
民
族
と
の
�
易
に
よ
っ
て
珍
し
い
品
物
を
入
手
す
る
と
い
う
沈
默
�
易
の
性
格
を
含
む
も
の
の(21

)
︑
�
・
張
籍
﹃
張
籍
詩
集
﹄
卷
三
︑

﹁
\
Í
尙
書
出
鎭
南
海
﹂
詩
の
廣
州
で
の
夜
市
型
�
易
に
關
す
る
記
事
に
︑﹁
蕃
語
が
飛
び
�
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
諸

外
國
の
商
人
た
ち
が
互
い
に
會
話
を
か
わ
し
つ
つ
活
潑
に
�
易
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る(22

)
︒
從
っ
て
︑
一
大
國
際
都
市
と
し
て
繁
榮
し
て

い
た
�
代
の
廣
州
で
行
わ
れ
て
い
た
夜
閒
�
易
は
︑
當
代
の
商
業
・
經
濟
・
�
<
の
發
展
を
そ
の
經
濟
�
背
景
と
し
て
成
立
し
︑
漢
代
の
狼

と
漢
人
と
の
閒
で
行
わ
れ
た
宗
敎
�
性
格
を
帶
び
た
夜
市
型
沈
默
�
易
と
は
衣
質
の
︑
商
業
・
經
濟
�
性
格
の
極
め
て
強
い
夜
市
型
�
易
で

あ
っ
た
︒

つ
ま
り
︑
國
家
の
強
い
管
理
下
で
時
閒
や
場
#
が
*
確
に
制
限
さ
れ
て
い
た
漢
代
都
市
の
市
に
お
け
る
夜
市
は
存
在
せ
ず
︑
從
っ
て
︑
西
北

地
域
の
物
F
の
集
散
地
で
あ
っ
た
姑
臧
に
お
け
る
﹁
一
日
四
合
﹂
の
市
は
夜
市
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
唯
一
確
J
で
き
る

﹁
漢
代
型
夜
市
﹂
で
あ
る
邠
亭
の
夜
市
の
記
事
か
ら
︑
第
一
に
︑
人
々
の
M
信
や
信
仰
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
︑
宗
敎
�
性
格
が
非
常
に
強
い
︑

第
二
に
︑
都
市
に
は
み
ら
れ
ず
︑
地
方
の
極
め
て
限
定
�
な
場
#
に
お
い
て
︑
特
例
と
し
て
存
在
し
て
い
た
︒
第
三
に
︑
物
F
の
賣
買
・
�
易

活
動
が
中
心
で
あ
る
︑
第
四
に
︑
亭
O
に
よ
る
監
視
や
警
備
の
對
象
と
し
て
國
家
に
よ
る
空
閒
�
・
時
閒
�
瓜
制
を
�
け
て
い
た
︑
な
ど
の

﹁
漢
代
型
夜
市
﹂
の
性
格
が
^
出
で
き
る(23

)
︒

國
家
に
よ
っ
て
民
衆
が
嚴
格
に
管
理
・
瓜
制
さ
れ
た
社
會
背
景
の
下
で
︑
か
か
る
夜
閒
に
お
け
る
民
衆
の
�
易
活
動
を
國
家
が
容
J
し
た
理

由
は
︑
民
衆
の
宗
敎
V
識
を
T
重
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
漢
代
の
狼

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
狼

と
漢
人
と
の
夜
市
型
沈
默

�
易
は
︑
漢
代
以
影
の
中
國
に
お
け
る
實
施
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
︑
�
代
の
廣
州
に
お
い
て
︑
極
め
て
商
業
�
性
格
の
強
い
夜
市
型
�

易
の
形
態
と
し
て
怨
た
に
登
場
し
て
く
る
︒
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(二
)

｢�
代
型
夜
市
﹂
の
性
格

｢�
代
型
夜
市
﹂
に
つ
い
て
︑
加
�
繁
氏
は
︑﹁
夜
市
は
市

(城
市
)
の
夜
閒
營
業
﹂
と
述
べ
た
上
で
︑
夜
閒
に
な
る
と
︑
東
・
西
市
の
坊
門

も
閉
`
さ
れ
る
以
上
︑
坊
制
が
嚴
密
に
施
行
さ
れ
て
い
る
閒
の
夜
市
は
考
え
ら
れ
ず
︑
坊
制
の
弛
!
に
よ
っ
て
夜
市
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
指
摘
し
た(24

)
︒
一
方
︑
日
野
開
三
郞
氏
は
︑﹁
夜
市
は
夜
閒
營
業
で
あ
っ
て
も
︑
夜
閒
營
業
卽
夜
市
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
︒
市
は
舖
の

集
っ
た
#
を
指
す
が
︑
一
個
の
舖
を
市
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
夜
市
は
夜
閒
營
業
の
舖
店
が
多
數
集
っ
て
い
る
#
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
︒
夜
市
の
現
實
は
多
く
盛
り
場
�
な
#
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
一
肆
一
店
の
孤
立
�
な
夜
閒
營
業
は
夜
市
と
は
い
え
な
い
︒
里
肆
里
店
が
�

b
し
た
�
の
中
晚
年
頃
に
は
殆
ど
の
坊
に
夜
閒
營
業
の
店
肆
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
夜
市
と
い
わ
れ
る
盛
り
場
�
な
夜
閒
營
業
は
自
ら
肆
店

の
集
中
し
て
い
る
坊
に
限
ら
れ
て
い
た
﹂
と
述
べ
︑
東
・
西
市
に
d
接
す
る
0
康
・
宣
陽
・
e
壽
・
光
德
坊
な
ど
の
諸
坊
內
部
に
お
け
る
夜
市

の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
日
野
氏
は
︑
�
代
の
夜
市
に
關
し
て
︑
一
︑
�
代
を
<
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
︑
二
︑
城
市
・
草
市
︑
卽

ち
城
邑
・
f
村
を
<
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
︑
三
︑
揚
州
等
の
先
g
地
か
ら
象
州
の
如
く
僻
>
の
地
に
至
る
ま
で
�
b
し
て
い
た
︑
四
︑
�
末
大

混
亂
の
時
代
で
も
廢
れ
て
い
な
い
︑
五
︑
快
樂
を
h
う
酒
樓
娼
肆
の
?
夜
營
業
か
ら
菱
蓮
蔬
i
類
の
賣
買
に
至
る
種
々
の
夜
市
が
あ
り
︑
廣
く

一
般
の
生
活
に
密
着
し
て
い
た
︑
と
指
摘
し
て
い
る(25

)
︒

日
野
氏
を
は
じ
め
と
す
る
從
來
の
硏
究
を
ふ
ま
え
た
上
で
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
の
性
格
を
再
確
J
し
て
お
き
た
い
︒
第
一
に
︑
酒
肆
や
餠
肆

な
ど
の
飮
食
店
は
︑﹃
廣
記
﹄
卷
四
五
二
︑
狐
六
︑
任
氏

(#
引
︑
�
・
沈
旣
濟
﹃
任
氏
傳
﹄)
に
あ
る
よ
う
に
︑
落
魄
し
た
韋
崟
の
よ
う
な
人
物

で
も
利
用
で
き
る
j
度
の
安
價
で
あ
る
と
と
も
に(26

)
︑
個
人
や
家
族
經
營
を
中
心
と
し
た
小
規
模
な
店
舖
で
あ
り(27

)
︑
夜
閒
に
空
腹
を
滿
た
す
た
め

に
利
用
す
る
と
い
う
人
々
の
生
活
と
も
密
着
し
た
性
格
を
持
つ
一
方
で
︑
�
・
李
白
の
﹁
玩
k
金
陵
城
西
孫
楚
酒
樓
︑


+
歌
吹
︑
日
晚
乘
醉

著
紫
綺
裘
烏
紗
巾
︑
與
酒
客
數
人
櫂
歌
秦
淮
︑
m
石
頭
訪
崔
四
侍
御
﹂
詩

(﹃
李
太
白
H
集
﹄
卷
十
九
)
や
﹃
廣
記
﹄
卷
二
七
三
︑
3
人
四
︑
杜

牧

(#
引
︑
�
・
高
彥
休
﹃
�
闕
4(28
)

﹄)
に
み
ら
れ
る
︑
貴
族
・
官
僚
層
に
よ
っ
て
豪
n
さ
れ
た
︑
妓
女
な
ど
が
侍
る
高
o
な
酒
樓
・
娼
肆
の
よ
う

― 38 ―

192



な
奢
侈
・
快
樂
�
性
格
を
も
p
せ
持
っ
て
い
る
點
︑
第
二
に
︑
上
揭
の
李
白
の
詩
や
王
円
の
詩
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
酒
樓
の
?
夜
營
業
や(29

)
︑

﹃
H
�
詩
﹄
の
夜
市
に
關
す
る
詩
の
よ
う
に
︑
長
安
の
み
な
ら
ず
︑
地
方
都
市
や
f
村
に
も
擴
大
し
た
時
閒
�
な
融
<
性
や
地
域
�
廣
が
り
を

持
っ
て
い
る
點(30

)
︑
第
三
に
︑
定
 
�
な
も
の
で
は
な
く
︑
李
白
や
杜
牧
な
ど
が
連
日
豪
n
し
た
如
く
︑
日
常
�
・
恒
常
�
・
永
續
�
に
行
わ
れ

て
い
た
點(31

)
︑
第
四
に
︑
宗
敎
�
性
格
よ
り
も
む
し
ろ
飮
食
業
を
中
心
と
し
た
極
め
て
商
業
・
經
濟
�
性
格
が
強
い
點(32

)
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

か
か
る
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
の
性
格
は
︑﹁
漢
代
型
夜
市
﹂
や
︑
上
述
の
︑
諸
外
國
か
ら
將
來
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
F
の
�
易
活
動
を
中
心

と
す
る
廣
州
で
の
夜
市
型
�
易
と
も
衣
質
な
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
當
初
︑
夜
閒
<
行
が
許
可
さ
れ
て
い
た
各
坊
內
に
お
い
て
夜
市
が
發


し

た
こ
と
か
ら
も
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
が
︑
國
家
の
管
理
下
に
あ
り
な
が
ら
も
︑
國
家
の
2
^
の
下
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
貴
族
層
や
民

衆
の
自
發
�
な
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

H
體
�
に
み
れ
ば
︑
坊
內
部
で
の
比
�
�
小
規
模
な
夜
市
が
2
で
あ
っ
た
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
の
基
本
�
性
格
は
︑
さ
ら
に
發
展
し
て
︑
城
內

外
を
問
わ
ず
に
大
規
模
に
展
開
さ
れ
︑
時
閒
�
・
空
閒
�
廣
が
り
を
み
せ
た
﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
へ
と
踏
襲
さ
れ
る
た
め
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
こ

そ
が
﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
の
先
驅
�
存
在
と
い
え
る
︒

二

�
宋
代
の
夜
市
と
夜
禁

(一
)

｢�
代
型
夜
市
﹂
と
夜
禁

『大
�
六
典
﹄
卷
二
十
︑
太
府
寺
︑
兩
京
諸
市
署
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
�
代
の
長
安
の
市
は
︑
正
午
に
鼓
三
百
を
擊
っ
て
始
ま
り
︑

日
沒
U
の
七
刻
に
鉦
三
百
を
擊
っ
て
市
を
散
會
さ
せ
た(33

)
︒
日
沒
と
同
時
に
諸
門
を
閉
じ
て
お
り
︑
東
市
お
よ
び
西
市
は
國
家
に
よ
る
嚴
格
な
管

理
下
に
お
か
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
日
沒
と
と
も
に
︑
順
天
門
で
�
初
四
百
回
︑
つ
い
で
六
百
回
の
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
各
坊
門
を
閉
め
て
︑

早
�
の
五
u
三
點

(も
し
く
は
五
u
二
點
)
に
順
天
門
で
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
人
々
の
<
行
を
許
可
し
た(34

)
︒
こ
の
閒
に
坊
を
出
て
大
街
を
<
行
す
れ

― 39 ―

193



ば
︑
公
用
や
醫
者
や
藥
を
求
め
た
り
す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
縣
や
坊
か
ら
�
牒

(<
行
證
)
を
發
給
し
て
も
ら
わ
な
い
限
り
︑
夜
閒
の
警
邏

を
行
う
金
吾
衞
に
よ
っ
て
捕
ま
り
︑
夜
禁
に
抵
觸
し
た
と
し
て
笞
二
十
の
𠛬
に
處
せ
ら
れ
た
︒
た
だ
し
︑
坊
外
に
出
る
の
は
夜
禁
に
抵
觸
す
る

が
︑
夜
閒
に
お
い
て
も
坊
內
で
の
<
行
は
許
可
さ
れ
て
い
た(35

)
︒

か
か
る
嚴
格
な
夜
禁
の
制
度
が
存
在
し
て
い
た
�
代
に
お
い
て
︑
や
が
て
︑﹁
漢
代
型
夜
市
﹂
と
は
ま
っ
た
く
衣
質
の
怨
し
い
夜
市
の
形
態

で
あ
る
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
が
成
立
す
る
が
︑
そ
の
發
生
時
 
に
關
し
て
は
︑
從
來
︑
大
別
す
る
と
三
つ
の
見
解
が
存
在
す
る
︒
第
一
は
︑
古
典

�
硏
究
と
も
い
え
る
加
�
繁
氏
の
說
で
あ
る
︒
加
�
氏
は
︑
�
代
に
お
い
て
市
の
制
度
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
商
店
は
原
則
と
し
て

市
に
設
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
東
・
西
市
の
坊
門
も
閉
`
さ
れ
る
以
上
︑
坊
制
が
嚴
密
に
施
行
さ
れ
て
い
る
閒
の
夜
市
は
考
え
ら
れ
ず
︑

﹃
�
會
v
﹄
卷
八
六
に
み
ら
れ
る
︑
開
成
五

(八
四
〇
)
年
十
二
k
の
︑﹁
京
の
夜
市
︑
宜
し
く
禁
斷
せ
し
む
べ
し
﹂
と
い
う
禁
令
は
︑
國
初
以

來
の
舊
規
の
申
*
で
あ
る
た
め
︑
�
の
國
初
よ
り
夜
市
は
あ
り
え
ず
︑
開
成
五
年
に
わ
ざ
わ
ざ
か
か
る
禁
令
を
出
し
た
り
︑
�
末
に
市
の
w
邊

の
坊
に
商
店
が
存
在
し
た
の
は
︑
坊
制
が
弛
!
し
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ
た(36

)
︒
從
っ
て
︑
具
體
�
な
時
 
こ
そ
*
示
し
て
い
な
い

も
の
の
︑
加
�
氏
は
︑
お
お
む
ね
八
世
紀
後
�
か
ら
九
世
紀
U
�
︑
い
わ
ゆ
る
中
�
 
を
夜
市
の
發
生
時
 
と
想
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
︒
こ
の
加
�
說
は
︑
坊
制
に
よ
っ
て
嚴
し
く
瓜
制
さ
れ
て
い
た
�
代
の
都
市
が
︑
"
第
に
商
業
が
發


し
た
開
放
�
な
宋
代
の
都
市
へ
と
變

容
し
て
い
く
樣
相
を
指
摘
し
た
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
︑
<
說
と
し
て
そ
の
後
も
踏
襲
さ
れ
た
︒

一
方
︑
日
野
開
三
郞
氏
は
︑
第
一
に
︑
開
成
五
年
U
後
に
同
じ
禁
止
の
敕
が
見
當
た
ら
な
い
こ
と
︑
第
二
に
︑
坊
市
門
の
夜
閒
封
`
は
︑
外

界
か
ら
の
�
斷
に
は
な
っ
た
が
︑
內
部
で
の
夜
閒
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
こ
と
か
ら
︑﹁
4
料
操
作
に
於
け
る
獨
斷
と
論
理

の
展
開
に
於
け
る
飛
x
が
み
ら
れ
る
﹂
と
し
て
︑
加
�
說
を
批
�
し
た
︒
日
野
氏
は
︑
夜
市
に
つ
い
て
詠
ん
だ
﹃
H
�
詩
﹄
の
事
例
な
ど
を
擧

げ
て
︑
�
代
に
お
い
て
揚
州
の
よ
う
な
先
g
地
か
ら
象
州
の
よ
う
な
僻
>
の
地
で
夜
市
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
︑﹃
長
安
志
﹄
や
﹃
廣
記
﹄

な
ど
に
︑
長
安
城
內
に
お
け
る
酒
樓
な
ど
の
夜
閒
營
業
の
樣
子
や
庶
民
�
な
屋
臺
や
行
商
が
餠
や
蔬
i
な
ど
を
販
賣
し
て
い
た
記
錄
が
あ
る
こ

と
を
*
ら
か
に
し
た
︒
ま
た
︑
�
代
を
<
じ
て
夜
市
は
城
邑
・
f
村
の
別
な
く
行
わ
れ
て
お
り
︑
長
安
に
お
い
て
も
他
の
城
邑
や
f
村
と
同
じ
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く
夜
市
は
公
然
と
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
︑
開
成
五
年
の
敕
は
�
宗
の
重
疾
に
よ
る
一
時
�
な
も
の
で
あ
り
︑
�
末
ま
で
基
本
�
に
夜
市
は
禁

止
さ
れ
ず
︑
�
代
初
 
よ
り
夜
市
は
行
わ
れ
て
き
た
も
の
と
指
摘
し
た(37

)
︒
そ
の
後
も
夜
市
が
活
潑
�
し
て
い
っ
た
現
象
に
鑑
み
れ
ば
︑
日
野
說

は
お
お
む
ね
首
肯
で
き
る
︒

こ
れ
ら
の
見
解
に
對
し
て
︑
鹽
見
邦
彥
氏
は
︑
�
代
詩
人
の
夜
市
を
詠
ん
だ
詩
を
列
擧
し
て
︑
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
整
理
し
た
上
で
︑
加
�

說
の
如
く
︑
漠
然
と
八
世
紀
後
�
か
ら
九
世
紀
U
�
の
中
�
 
に
夜
市
が
現
れ
た
の
で
は
な
く
︑
大
曆
年
閒
(
七
六
六
～
七
七
九
)
と
い
う
盛

�
末
 
・
中
�
初
 
ま
で
溯
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑
日
野
氏
の
提
示
し
た
4
料
に
も
疑
義
を
z
し
て
︑
日
野
說
を
否
定
し
た
︒
ま
た
︑

地
方
の
夜
市
を
多
く
詠
っ
た
�
代
の
詩
人
た
ち
が
長
安
の
夜
市
に
關
し
て
一
首
も
詠
っ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
て
︑
比
�
�
瓜
制
の
!
や
か

な
南
方
や
蜀
の
地
方
都
市
で
{
々
裏
に
行
わ
れ
て
い
た
夜
市
が
徐
々
に
中
央

(長
安
・
洛
陽
)
へ
と
波
b
し
て
い
っ
た
た
め
︑
や
が
て
開
成
五

年
の
敕
に
つ
な
が
っ
た
と
指
摘
し
た
︒
鹽
見
說
は
︑
夜
市
の
發
生
時
 
が
加
�
說
よ
り
も
若
干
溯
り
︑
地
方
か
ら
中
央
へ
の
夜
市
の
波
b
を
指

摘
す
る
點
に
斬
怨
さ
が
あ
る
も
の
の
︑
�
代
中
 
以
U
に
夜
市
が
未
成
立
で
あ
っ
た
と
考
え
る
點
で
は
加
�
說
と
一
致
し
て
い
る(38

)
︒

上
述
の
如
く
︑
�
代
の
夜
市
の
發
生
時
 
に
關
し
て
は
︑
中
�
と
い
う
�
代
後
�
 
と
い
う
見
方
が
<
說
と
し
て
あ
る
一
方
で
︑
�
初
か
ら

と
い
う
日
野
氏
に
よ
る
衣
論
も
あ
り
︑
さ
ら
に
議
論
の
餘
地
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
�
代
に
お
け
る
夜
市
の
發
生
時
 
を
檢
討
す
る
上
で
︑

ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
︑
夜
市
が
發
生
し
た
背
景
で
あ
る
︒
�
代
に
お
い
て
︑
商
業
・
經
濟
・
�
<
・
都
市
が
發


し
て
い
た
社

會
�
・
經
濟
�
背
景
が
夜
市
發
生
の
重
v
な
v
因
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の
の
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
發
生
の
U
提
と
し
て
︑
夜
禁
制
度
の

下
で
︑
多
く
の
店
舖
の
夜
閒
營
業
を
必
v
と
す
る
ほ
ど
の
多
數
の
人
閒
が
夜
閒
に
<
行
し
︑
そ
れ
を
國
家
が
容
J
し
た
理
由
を
考
え
る
必
v
が

あ
る
︒

�
�
が
夜
禁
を
例
外
�
に
解
禁
し
た
の
は
︑
南
宋
・
洪
邁
の
﹃
容
齋
三
筆
﹄
卷
一
・
上
元
張
燈
に
︑﹁
�
韋
述
の
兩
京
怨
記
に
曰
く
︑﹃
正
k

十
五
日
の
夜
︑
金
吾
に
敕
し
て
︑
U
後
各
一
日
の
禁
を
弛
め
︑
以
て
燈
を
看
せ
し
む
﹄
と
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
元
|
}
の
燃
燈
 
閒
中
の
十

四
・
十
五
・
十
六
日
の
三
夜
で
あ
る
︒
こ
の
時
は
︑
�
�
は
警
邏
を
擔
當
す
る
金
吾
衞
に
︑
夜
禁
の
解
禁
を
命
じ
た(39

)
︒﹃
舊
�
書
﹄
卷
五
一
︑
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韋
庶
人
傳
で
は
︑﹁
(景
龍
)
四
年
正
k
の
~
夜
︑
�
は
后
と
市
里
に
�
行
し
て
︑
以
て
燒
燈
を
觀
る
︒
印
た
宮
女
數
千
の
夜
n
縱
觀
を
放
す
︒

因
り
て
外
人
と
陰
か
に
<
じ
︑
�
逸
し
て
�
ら
ず
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
景
龍
四

(七
一
〇
)
年
に
中
宗
と
皇
后
の
韋
后
が
と
も
に
�
行
し
て

元
|
}
の
燃
燈
行
事
の
見
物
に
出
か
け
た
こ
と
を
傳
え
て
お
り
︑
そ
の
後
︑
睿
宗
や
玄
宗
も
元
|
}
の
燃
燈
を
民
衆
と
と
も
に
大
い
に
樂
し
ん

だ(
40
)

︒こ
の
よ
う
な
�
代
に
お
け
る
元
|
}
の
燃
燈
行
事
は
︑
皇
�
や
皇
后
︑
宮
女
︑
官
僚
た
ち
か
ら
民
衆
に
至
る
ま
で
︑
ま
さ
に
君
民
一
體
と

な
っ
て
滿
�
し
た
一
大
行
事
で
あ
っ
た
︒
元
|
}
で
は
︑
多
く
の
人
々
が
︑
夜
禁
の
制
度
を
氣
に
す
る
こ
と
も
な
く
街
市
を
<
行
し
︑
時
に
は

?
夜
こ
れ
を
樂
し
ん
だ(41

)
︒
從
っ
て
︑
夜
閒
に
こ
の
よ
う
な
多
く
の
人
々
の
賑
わ
い
が
あ
っ
た
以
上
︑
そ
こ
に
ま
っ
た
く
飮
食
販
賣
を
始
め
と
す

る
店
舖
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
多
く
の
<
行
・
見
物
人
た
ち
の
需
v
に
應
じ
て
︑
店
舖
の
夜
閒
營
業
の
實
施
︑
も
し
く
は
臨
時
に
行

商
人
に
よ
る
屋
臺
の
店
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
元
|
}
に
お
け
る
夜
禁
制
度
の
不
�
用
と
夜
閒
に
多
く
の
人
々
が

集
結
す
る
現
象
が
︑
�
代
に
お
け
る
商
業
・
經
濟
・
都
市
の
發


と
相
俟
っ
て
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
を
成
立
さ
せ
た
大
き
な
v
因
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る(42

)
︒

そ
も
そ
も
元
|
}
の
燃
燈
行
事
が
盛
ん
に
な
る
の
は
︑
南
�
梁
・
鯵
�
�
の
﹁
列
燈
賦
﹂
や
南
�
陳
・
後
2
の
﹁
光
璧
殿
詠
遙
山
燈
﹂
詩
に

元
|
}
の
燃
燈
行
事
が
あ
る
よ
う
に
︑
南
北
�
時
代
の
こ
と
と
み
て
差
し
荏
え
な
い
だ
ろ
う(43

)
︒
た
だ
こ
れ
ら
の
詩
�
で
は
︑
人
々
が
夜
に
樂
し

ん
だ
と
す
る
記
述
は
な
く
︑
元
|
}
を
謳
歌
す
る
人
々
の
�
が
み
ら
れ
る
の
は
︑﹃
隋
書
﹄
卷
六
二
︑
柳
彧
傳
で
あ
る
︒

彧
︑
w
代
以
來
を
見
る
に
︑
都
邑
の
百
姓
正
k
十
五
日
に
至
る
每
に
︑
角
抵
の
戲
を
作
し
︑
遞

た
が
い

に
相
い
誇
り
て
競
い
︑
財
力
を
糜
費

つ

く

す

に

至
る
︑
上
奏
し
て
之
を
禁
絕
せ
し
め
ん
こ
と
を
�
い
て
曰
く
︑
⁝
⁝
﹁
竊
に
京
邑
を
見
る
に
︑
爰
に
外
州
に
b
べ
ば
︑
每
に
正
k
~
夜
を

以
て
︑
街
に
閏
ち
陌
を
塞
ぎ
︑
聚
り
戲
れ
て
�
n
す
︒
鳴
鼓
は
天
に

聒
か
ま
び
す

し
く
︑
燎
炬
は
地
を
照
ら
す
︑
人
は
獸
面
を
戴
き
︑
男
は
女
�

を
爲
し
︑
倡
優
雜
技
︑
詭
狀
衣
形
な
り
︒
⁝
⁝
高
Û
は
路
を
跨
ぎ
︑
廣
幕
は
雲
を
陵し

の

ぎ
︑
袨
�
靚
粧
し
︑
車
馬
填
噎
す
︒
肴
醑
肆
陳
し
︑

絲
竹
繁
會
し
︑
貲
を
竭
し
て
破
產
し
︑
此
の
一
時
を
競
う
︒
⁝
⁝
�
う
ら
く
は
天
下
に
頒
行
し
︑
竝
び
に
卽
ち
禁
斷
せ
ん
こ
と
を
︒
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⁝
⁝
﹂
詔
し
て
其
の
奏
を
可ゆ
る

す
︒

こ
こ
で
の
元
|
}
の
S
景
は
︑
民
衆
が
夜
閒
に
燃
燈
行
事
を
大
い
に
樂
し
ん
だ
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
︑﹁
w
代
以
來
﹂
と
は
︑
も
と
も
と

柳
彧
が
北
周
に
仕
え
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
少
な
く
と
も
北
周
か
ら
隋
へ
と
踏
襲
さ
れ
た
風
俗
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
柳
彧
は
こ
う
し
た
w
年
の

元
|
}
の
觀
燈
行
事
に
お
け
る
民
衆
の
振
る
ま
い
が
度
を
超
し
て
い
る
と
苦
言
を
z
し
た
上
で
︑
こ
れ
よ
り
世
の
亂
れ
が
生
じ
る
こ
と
を
危
惧

し
て
い
る
︒﹁
肴
醑
肆
陳
し
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
燃
燈
行
事
の
折
に
︑
民
衆
た
ち
が
自
分
た
ち
で
酒
食
を
用
V
し
た
り
︑
あ
る
い
は
こ
の
と

き
に
臨
時
に
見
物
客
に
酒
食
を
販
賣
す
る
小
賣
も
し
く
は
夜
閒
營
業
の
店
も
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

柳
彧
の
提
言
に
よ
っ
て
元
|
}
の
燃
燈
行
事
は
一
時
禁
止
さ
れ
た
も
の
の
︑
隋
の
煬
�
の
大
業
六

(六
一
〇
)
年
に
は
︑
洛
陽
に
お
け
る
盛

大
な
燃
燈
行
事
の
事
例
が
み
ら
れ
る(44

)
︒
隋
末
の
戰
亂
に
よ
っ
て
大
き
な
傷
跡
が
殘
っ
た
�
初
 (45

)
に
つ
い
て
は
衰
�
し
た
可
能
性
も
あ
る
も
の
の
︑

絕
滅
は
せ
ず
︑
一
部
の
地
域
で
は
聯
緜
と
繼
續
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
中
村
裕
一
氏
は
︑
�
代
に
お
け
る
元
|
}
に
關
す
る
�

初
の
記
事
と
し
て
︑
高
宗
�
中
 
の
總
違
二

(六
六
九
)
年
頃
の
も
の
で
あ
る
︑
成
都
の
燃
燈
行
事
を
詠
ん
だ
盧
照
鄰
﹁
十
五
夜
觀
燈
﹂
詩

(宋
・
宋
綬
﹃
歲
時
雜
詠
﹄
卷
七
︑
上
元
︑
#
收
)
を
擧
げ
て
い
る(46

)
︒
同
記
事
か
ら
︑
高
宗
�
に
は
成
都
で
の
觀
燈
行
事
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
か
か
る
行
事
は
︑
國
力
の
安
定
や
民
衆
生
活
の
向
上
と
も
大
き
く
關
聯
す
る
こ
と
か
ら
も
︑
�
の
國
力
が
安
定
し
て
き
た
太
宗
�
の

後
�
 
に
は
︑
觀
燈
行
事
が
少
し
ず
つ
復
活
さ
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
た
だ
し
︑
觀
燈
行
事
が
"
第
に
�
b
・
盛
大
�
し
た
の
は

高
宗
�
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
が
成
都
の
觀
燈
行
事
に
關
す
る
盧
照
鄰
の
詩
へ
と
つ
な
が
り
︑
さ
ら
に
發
展
を
-
げ
て
︑
景
龍
四
年
の
元
|
}

に
お
け
る
中
宗
の
�
行
へ
と
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

一
方
︑
隋
末
に
は
す
で
に
長
安
城
內
の
馬
行
の
東
階
下
に
酒
樓
が
あ
っ
た(47

)
︒
元
|
}
が
盛
ん
で
あ
り
︑
豪
奢
を
好
ん
だ
煬
�
の
治
世
だ
け
に
︑

こ
の
酒
樓
が
夜
閒
營
業
を
實
施
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
日
野
氏
は
︑
�
初
よ
り
夜
市
が
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
し
つ
つ
も
︑﹁
�
代

型
夜
市
﹂
の
起
源
に
つ
い
て
は
觸
れ
て
い
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
︑
隋
代
初
 
に
は
︑
元
|
}
に
お
け
る
臨
時
の
夜
閒
營
業
も
し
く
は
夜
閒
販

賣
の
形
態
が
存
在
し
︑
煬
�
 
に
は
酒
肆
の
夜
閒
營
業
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒
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�
代
に
入
る
と
︑
高
宗
�
に
河
閒
王
李
孝
恭
の
"
子
で
あ
っ
た
右
金
吾
將
軍
�
檢
校
雍
州
長
4
李
晦
の
私
邸
の
w
d
に
酒
肆
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
︑
お
よ
び
�
代
︑
五
品
以
上
の
高
官
が
︑
東
西
兩
市
へ
の
入
場
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
た
め
に
︑
彼
ら
が
直
接
足
を
�
ぶ
高
o
專
門
店
・

高
o
料
亭
は
市
外
に
立
地
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
妹
尾


彥
氏
は
指
摘
し
て
い
る(48

)
︒

李
晦
邸
の
w
d
に
あ
っ
た
酒
肆
の
立
地
場
#
か
ら
考
え
れ
ば
︑
9
客
層
は
高
o
官
僚
た
ち
上
層
階
層
の
人
閒
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
た
9
客
の
獲
得
を
目
指
し
て
市
外
の
坊
內
や
城
內
の
街
�
沿
い
に
g
出
し
て
き
た
酒
肆
は
︑
宴
會
が
盛
り
上
が
る
中
で
︑
時
閒
e
長
を

求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
高
o
官
僚
た
ち
9
客
層
の
v
求
に
應
じ
て
︑
"
第
に
營
業
時
閒
を
e
長
し
て
︑
高
宗
�
中
 
に
は
す
で
に
夜
閒
營
業
を

實
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
上
述
の
觀
燈
行
事
同
樣
︑
國
家
が
安
定
し
て
き
た
太
宗
�
後
�
 
に
も
す
で
に
夜
閒
營
業
を

實
施
す
る
酒
肆
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
推
測
の
域
を
で
な
い
︒
そ
の
後
︑
高
宗
か
ら
睿
宗
に
至
る
ま
で
の
七
世
紀
後
�
か
ら
八

世
紀
初
 
ま
で
の
閒
に
夜
閒
營
業
を
實
施
す
る
酒
肆
も
"
第
に
增
加
し
た
︒
城
邑
民
の
人
口
が
膨
大
し
︑
商
工
庶
民
階
o
の
擡
頭
な
ど
に
よ
っ

て
�
 
な
經
濟
成
長
を
み
せ
た
玄
宗
�
に
な
る
と
︑
北
宋
・
宋
敏
求
﹃
長
安
志
﹄
卷
八
︑
崇
仁
坊
に
︑﹁
晝
夜
喧
呼
し
︑
燈
火
絕
え
ず
︒
京
中

の
諸
坊
︑
之こ

れ

と
比
ぶ
る
莫
し(49

)
︒﹂
と
い
う
狀
況
に
な
り
︑
諸
坊
市
內
で
は
︑
深
夜
營
業
は
も
と
よ
り
︑
?
夜
營
業
も
法
禁
を
�
け
る
こ
と
な
く
︑

諸
處
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る(50

)
︒
玄
宗
�
以
影
︑
飮
食
業
の
分
�
・
發
展
が
g
む
と
と
も
に(51

)
︑
八
世
紀
後
�
以
影
︑﹃
H
�
詩
﹄
に

多
く
の
夜
市
を
詠
ん
だ
詩
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
各
地
で
も
夜
市
が
陸
續
と
發
生
し
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
八
世
紀
後
�
に
は
︑
加
�
說
の
如
く
︑

坊
制
の
弛
!
に
�
っ
て
︑
坊
內
で
の
小
規
模
な
夜
市
か
ら
︑
城
內
の
他
坊
や
街
�
へ
と
夜
市
の
規
模
が
"
第
に
擴
大
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

從
っ
て
︑
加
�
氏
や
鹽
見
氏
な
ど
が
指
摘
す
る
八
世
紀
後
�
と
い
う
時
 
は
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
の
發
生
時
 
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
高
宗

�
に
す
で
に
坊
內
に
發
生
し
た
小
規
模
な
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
が
︑
開
元
年
閒
の
發
展
を
經
て
︑
坊
制
の
弛
!
に
�
っ
て
︑
坊
內
か
ら
坊
外
へ
と

そ
の
規
模
を
"
第
に
擴
大
し
て
い
く
と
い
う
︑
い
わ
ば
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
か
ら
﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
へ
と
發
展
を
-
げ
る
過
渡
 
で
あ
っ
た
と
み

な
す
べ
き
で
あ
る
︒
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(二
)

｢宋
代
型
夜
市
﹂
と
夜
禁

�
代
後
�
 
に
"
第
に
坊
牆
制
が
弛
!
し
始
め
︑
五
代
 
に
は
す
で
に
£
壞
し
て
い
た
た
め
︑
北
宋
代
の
開
封
に
は
︑
國
初
よ
り
坊
制
は
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る(52

)
︒
で
は
︑
坊
外
へ
の
夜
閒
活
動
が
禁
止
さ
れ
た
�
代
の
長
安
に
對
し
て
︑
坊
制
が
存
在
し
な
い
開
封
に
お
け

る
夜
禁
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
久
保
田
和
男
氏
は
︑
宋
代
の
開
封
都
市
空
閒
は
開
放
�
¤
¥
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
三
u
以
影
か
ら
五
u
の
夜

禁
が
嚴
し
く
實
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(53

)
︒

太
祖
�
の
乾
德
三

(九
六
五
)
年
に
は
︑
三
鼓
以
影
の
民
衆
の
<
行
を
禁
止
し
て
い
る(54

)
︒
ま
た
︑
北
宋
・
魏
泰
﹃
東
軒
筆
錄
﹄
卷
九
に
は
︑

神
宗
�
の
元
豐
二

(一
〇
七
九
)
年
の
太
學
の
獄
に
連
坐
し
た
許
將
が
︑
夜
閒
の
二
u
以
後
に
︑
御
4
臺
か
ら
釋
放
さ
れ
て
︑
夜
禁
の
開
始
時

刻
の
三
u
に
閒
に
合
わ
せ
よ
う
と
︑
馭
者
が
あ
わ
て
て
馬
車
を
疾
走
さ
せ
た
結
果
︑
馬
車
か
ら
振
り
落
と
さ
れ
て
大
怪
我
を
§
う
事
件
が
記
さ

れ
て
お
り
︑
當
時
に
お
け
る
夜
禁
の
嚴
格
さ
を
示
し
て
い
る
︒

一
方
︑﹃
夢
華
錄
﹄
卷
二
︑
朱
雀
門
外
街
巷
に
は
︑﹁
其
れ
御
街
の
東
朱
雀
門
の
外
は
︑
西
の
か
た
怨
門
の
瓦
子
に
<
ず
︑
以
南
は
殺
猪
巷
な

り
︑
亦
た
妓
館
な
り
︒
以
南
東
西
の
兩
敎
坊
︑
餘
は
皆
居
民
或
い
は
茶
坊
な
り
︒
街
心
の
市
井
は
︑
夜
に
至
れ
ば
尤
も
盛
ん
な
り
︒﹂
と
朱
雀

門
外
の
繁
華
を
傳
え
て
お
り
︑
同
書
卷
三
︑
馬
行
街
北
諸
醫
鋪
に
も
︑﹁
夜
市
は
州
橋
に
比
べ
て
印さ

ら

に
盛
ん
な
る
こ
と
百
倍
な
り
︑
車
馬
闐
擁

に
し
て
︑
足
を

む
べ
か
ら
ず
︑
都
人
之
を
﹃
裏
頭
﹄
と
謂
う
︒﹂
と
あ
り
︑
繁
華
街
で
あ
っ
た
州
橋
よ
り
も
馬
行
街
の
夜
市
の
方
が
盛
ん
で

あ
っ
た
︒
同
書
卷
二
︑
潘
樓
東
街
巷
で
は
︑﹁
印
に
東
に
投
ず
れ
ば
則
ち
舊
曹
門
街
な
り
︑
北
山
子
茶
坊
は
︑
內
に
仙
洞
・
仙
橋
K
り
︑
仕
女

m
m
に
し
て
夜
n
し
て
茶
を

彼
か
し
こ

に
�の

む
︒
⁝
⁝
土
市
子
自
り
南
の
か
た
去
け
ば
鐵
I
樓
酒
店
・
皇
円
院
街
・
得
®
橋
・
Í
家
油
餠
店
な
り
︑

動や
や

も
す
れ
ば
二
十
餘
爐
な
り
︑
直
ち
に
南
の
か
た
太
M
街
の
高
陽
正
店
に
抵
る
︑
夜
市
尤
も
盛
ん
な
り
︒﹂
と
あ
り
︑
舊
曹
門
街
の
良
家
の
子

女
た
ち
が
夜
に
�
茶
す
る
北
山
子
茶
坊
や
︑
太
M
街
の
高
陽
正
店
な
ど
の
夜
閒
營
業
を
傳
え
て
い
る
︒

ま
た
︑
同
書
卷
二
︑
州
橋
夜
市
に
は
︑﹁
冬
k
に
は
盤
兔
旋
炙
︑
猪
皮
肉
︑
野
鴨
肉
︑
滴
酥
水
晶
鱠
︑
煎
夾
子
︑
猪
臟
の
類
あ
り
︑
直
ち
に
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龍
津
橋
の
須
腦
子
肉
に
至
り
て
止
ま
る
︒
之
を
雜
嚼
と
謂
い
︑
直
ち
に
三
u
に
至
る
︒﹂
と
あ
り
︑
同
書
卷
三
︑
馬
行
街
鋪
席
に
も
︑

馬
行
の
北
の
か
た
去
け
ば
舊
封
丘
門
外
の
祅
M
²
街
と
州
北
瓦
子
な
り
︑
怨
封
丘
門
大
街
の
兩
邊
の
民
戶
鋪
席
の
外
︑
餘
は
諸
班
直
軍
營

相
い
對
い
て
︑
門
に
至
る
ま
で
´
十
里
餘
な
り
︑
其
の
餘
の
坊
巷
院
落
は
︑
縱
橫
に
萬
も
て
數
え
︑
紀
極
を
知
る
莫
し
︒
⁝
⁝
夜
市
は
直

ち
に
三
u
に
至
ら
ば
盡お

わ

る
︒
才わ
ず

か
に
五
u
に
し
て
印ふ
た

復た
び

開
張
す
︒
v
鬧
去
處
の
如
き
は
︑
<
曉
絕
え
ず
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
朱
雀
門
外
︑
州
橋
︑
馬
行
街
と
い
っ
た
繁
華
街
の
ほ
か
︑
開
封
城
內
の
各
地
で
夜
禁
開
始
時
閒
で
あ
る
三
u
ま
で
夜
市
が
開

か
れ
て
い
た(55

)
︒
ま
た
︑
馬
行
街
界
隈
の
夜
市
で
は
︑
三
u
で
店
じ
ま
い
を
す
る
も
の
の
︑
五
u
か
ら
再
び
開
店
す
る
店
が
あ
っ
た(56

)
︒

し
か
し
︑﹃
夢
華
錄
﹄
卷
三
︑
馬
行
街
鋪
席
に
︑﹁
v
鬧
去
處
の
如
き
は
︑
<
曉
絕
え
ず
︒﹂
と
あ
り(57

)
︑
同
書
卷
二
︑
酒
樓
に
も
︑

凡
そ
京
師
の
酒
店
は
︑
門
首
に
皆
¹
樓
を
歡
門
に
º
る
︑
唯
だ
任
店
の
み
其
の
門
を
入
れ
ば
︑
一
直
な
る
2
»
´
百
餘
步
な
り
︑
南
北
の

天
井
兩
»
は
皆
な
小
閤
子
あ
り
︑
晚
に
向
か
い
て
燈
燭
熒
煌
に
し
て
︑
上
下
相
い
照
ら
す
︑
濃
粧
な
る
妓
女
數
百
︑
2
»
槏
面
の
上
に
聚

ま
り
︑
以
て
酒
客
を
待
ち
て
呼
喚
す
︑
之
を
~
む
こ
と
宛
も
神
仙
の
若
し
︒
⁝
⁝
大
抵
の
諸
酒
肆
瓦
市
は
︑
風
雨
¾
暑
を
以
て
せ
ず
︑
白

晝
<
夜
︑
騈
闐
た
る
こ
と
此
の
如
し
︒

と
あ
り
︑
繁
華
街
の
酒
樓
・
酒
肆
や
瓦
市
で
は
?
夜
營
業
が
行
わ
れ
て
︑
夜
<
し
賑
わ
っ
て
い
た
︒

で
は
何
故
︑
三
u
か
ら
五
u
ま
で
の
夜
禁
が
實
施
さ
れ
て
い
た
開
封
に
お
い
て
?
夜
營
業
が
實
施
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
上
述
の
﹃
東

軒
筆
錄
﹄
の
記
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
少
な
く
と
も
神
宗
�
ま
で
は
︑
嚴
格
な
夜
禁
が
實
施
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
久
保
田
氏
は
?

夜
營
業
發
生
の
v
因
を
北
宋
末
 
徽
宗
�
に
お
け
る
治
安
制
度
の
弛
!
に
求
め
て
い
る(58

)
︒
お
そ
ら
く
?
夜
營
業
の
實
施
は
︑
徽
宗
�
に
始
ま
る

も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
久
保
田
氏
の
指
摘
の
如
く
︑
徽
宗
�
に
お
い
て
開
封
の
治
安
制
度
が
£
壞
し
て
︑
治
安
が
非
常
に
惡
�
し
て
い
た
と
す

れ
ば
︑
夜
市
の
夜
閒
營
業
は
Á
に
犯
罪
を
多
發
さ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
夜
閒
の
活
動
が
活
潑
�
す
れ
ば
︑
當
然
犯
罪
も
生
じ
る
は
ず
で

は
あ
る
が
︑
犯
罪
多
發
の
狀
況
で
あ
れ
ば
︑
夜
閒
に
良
家
の
子
女
た
ち
が
北
山
子
茶
坊
で
茶
を
飮
ん
だ
り
︑
?
夜
營
業
を
す
る
酒
樓
が
多
く
の

人
々
で
賑
わ
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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『夢
華
錄
﹄
卷
三
︑
馬
行
街
鋪
席
に
は
︑﹁
三
u
に
至
り
て
方は
じ

め
て
瓶
を
提
ひ
つ
さ

げ
て
茶
を
賣
る
者
K
り
︒
蓋
し
都
人
の
公
私
の
營
幹
す
る
も
の
︑

夜
深
く
し
て
方は

じ

め
て
歸
る
な
り
︒﹂
と
あ
る
︒
假
に
當
時
の
治
安
が
非
常
に
惡
�
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
夜
禁
開
始
時
刻
の
三
u
に
お
茶
賣

り
が
登
場
す
る
の
は
危
險
な
行
爲
で
あ
る
︒
深
夜
に
彼
ら
が
登
場
し
た
の
は
︑
公
私
の
仕
事
が
忙
し
く
︑
歸
宅
時
閒
が
遲
い
開
封
の
人
々
が
三

u
に
な
っ
て
も
多
く
行
き
�
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

ま
た
︑
南
宋
代
の
臨
安
の
記
事
で
は
あ
る
が
︑﹃
夢
粱
錄
﹄
卷
十
三
︑
夜
市
に
も
︑﹁
冬
k
の
大
い
に
雨
ふ
り
Æ
ふ
る
と
雖
も
︑
亦
た
夜
市
の

盤
賣
K
り
︒
三
u
に
至
り
て
後
︑
方は

じ

め
て
瓶
を

提
ひ
つ
さ

げ
て
茶
を
賣
る
者
K
り
︒
冬
閒
は
︑
擔
架
子
は
茶
・
姶

饊
子
・
慈
茶
を
賣
り
始
め
て
過
る
な

り
︒
蓋
し
都
人
の
公
私
の
營
幹
す
る
も
の
︑
深
夜
に
し
て
方は

じ

め
て
歸
る
の
故
な
り
︒﹂
と
あ
り
︑
同
書
卷
十
三
︑
天
曉
諸
人
出
市
に
も
︑﹁
�
も

是
れ
大
街
の
一
兩
處
の
麵
食
店
b
び
市
西
坊
の
西
の
食
麵
店
は
︑
<
|
買
賣
し
︑
�
曉
な
る
も
絕
え
ず
︒
金
吾
禁
ぜ
ざ
る
に
緣
る
︒
公
私
の
營

幹
す
る
も
の
︑
夜
此
に
食
う
が
故
な
り
︒﹂
と
あ
る
︒

臨
安
も
開
封
よ
り
も
活
動
時
閒
が
長
く
︑
三
u
あ
る
い
は
四
u
に
閉
店
し
五
u
に
開
店
し
て
商
業
活
動
を
始
め
る
形
態
が
2
で
あ
る
が(59

)
︑
壩

北
・
修
義
坊
に
あ
る
肉
市
の
屠
殺
・
食
肉
業
者
た
ち
は
︑
三
u
に
開
店
し
て
︑
*
け
方
ま
で
城
內
外
の
麵
食
店
︑
分
茶
店
︑
酒
店
︑

鮓
店
︑

肉
の
盤
街

(街
頭
賣
り
)
な
ど
に
種
々
の
肉
を
賣
り
捌
い
て
い
た(60

)
︒
夜
中
と
は
い
え
︑
か
か
る
屠
殺
・
食
肉
業
者
や
︑
買
い
附
け
に
く
る
各
種

飮
食
業
者
た
ち
で
大
い
に
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
︑
彼
ら
の
夜
食
用
の
飮
食
店
も
そ
の
周
邊
で
營
業
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
記
事
は
︑
臨
安
の
御
街
に
あ
る
一
︑
二
箇
#
の
麵
食
店
と
市
西
坊
の
西
の
食
麵
店
に
お
け
る
?
夜
營
業
や
︑
夜
中
か
ら
*
け
方
ま

で
に
活
潑
に
商
業
活
動
を
行
う
屠
殺
・
食
肉
業
の
樣
相
を
物
語
る
と
と
も
に
︑﹁
蓋
し
都
人
の
公
私
の
營
幹
す
る
も
の
︑
夜
深
く
し
て
方は

じ

め
て

歸
る
な
り
︒﹂
や
﹁
公
私
の
營
幹
す
る
も
の
︑
夜
此
に
食
う
が
故
な
り
︒﹂
と
い
っ
た
記
述
の
如
く
︑
開
封
や
臨
安
の
兩
都
市
民
た
ち
の
日
常
生

活
が
忙
し
く
︑
每
日
深
夜
に
b
ぶ
ま
で
活
動
す
る
と
い
う
彼
ら
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
あ
わ
せ
て
︑
こ
の
よ
う
な
?
夜
營
業
の
店
が
登
場
し
て
き

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
庶
民
だ
け
で
は
な
く
︑
官
員
も
夜
食
を
と
っ
て
い
た
が
故
に
︑﹁
金
吾
禁
ぜ
ざ
る
に
緣
る
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
金
吾
も

禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
�
い
な
い
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
開
封
に
お
け
る
?
夜
營
業
は
︑
治
安
制
度
の
£
壞
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
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は
な
く
︑
開
封
や
臨
安
の
都
市
民
の
�
早
く
か
ら
夜
遲
く
ま
で
働
く
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
に
あ
わ
せ
て
︑
商
人
が
?
夜
營
業
を
開
始
し
︑
官

が
そ
れ
を
h
J
な
い
し
默
J
す
る
と
い
う
液
れ
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
か
か
る
都
市
民
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
︑
他
の
年
中
行
事
に
お
い

て
も
如
實
に
表
れ
て
お
り
︑
元
|
}(61

)
の
み
な
ら
ず
︑
中
秋
}(62

)
︑
除
夕(63

)
の
日
に
も
民
衆
が
?
夜
そ
れ
ら
を
樂
し
み
︑
賑
わ
い
を
み
せ
た
︒

た
だ
し
︑
禁
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
北
宋
末
 
の
開
封
や
南
宋
代
の
臨
安
に
お
い
て
も
︑
原
則
上
夜
禁
の
制
度
が
殘
存
し
て
い
た

こ
と
の
證
と
も
い
え
る
︒
人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
變
�
に
あ
わ
せ
て
︑
"
第
に
官
も
夜
禁
を
嚴
格
に
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
︑
徽
宗

�
に
は
︑
犯
罪
行
爲
や
M
惑
行
爲
を
除
け
ば
︑
三
u
か
ら
五
u
ま
で
の
民
衆
の
活
動
を
官
も
默
J
せ
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
に
な
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
V
味
か
ら
考
え
て
も
︑
宋
代
の
夜
市
は
︑
民
衆
の
自
發
�
な
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
產
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

三

�
宋
代
の
夜
市
に
お
け
る
食
�
�

�
宋
代
の
食
�
�
に
關
し
て
は
︑
w
年
︑
硏
究
の
蓄
積
が
�
 
に
g
ん
で
い
る
も
の
の(64

)
︑
こ
と
夜
市
の
食
�
�
に
限
定
し
て
い
え
ば
︑
宋
代

の
開
封
・
臨
安
に
關
す
る
硏
究
が
豐
富
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑
長
安
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
の
食
�
�
に
關
す
る
詳
細
は
*
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
こ
れ
は
︑
衣
食
É
な
ど
の
生
活
關
聯
の
記
錄
を
多
分
に
含
ん
だ
�
代
の
都
市
4
料
の
缺
如
に
起
因
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
︒
本
違
で
は
︑
�
宋
代
に
お
け
る
夜
市
の
食
�
�
に
關
し
て
考
察
を
加
え
る
︒

�
代
の
長
安
に
お
け
る
飮
食
業
が
發
展
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
諸
先
學
に
よ
っ
て
*
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
︑
妹
尾


彥
氏
の
硏
究
に
據

れ
ば
︑
現
在
︑
隋
�
長
安
城
に
確
J
で
き
る
各
種
店
舖
一
六
〇
餘
り
の
う
ち
︑
飮
食
業
關
聯
店
舖
は
七
〇
餘
り
で
H
體
の
´
四
割
を
占
め
て
い

る
︒
中
で
も
︑
�
代
に
發


し
た
酒
樓
・
酒
店
・
酒
肆
・
旗
亭
と
い
っ
た
酒
の
釀
¥
・
販
賣
店
舖
關
聯
記
事
は
二
二
件
で
あ
り(65

)
︑
粟
米
・
稻
米

と
い
っ
た
米
關
聯
お
よ
び
餠
・
饆
饠
肆
あ
る
い
は
麥
行
と
い
っ
た
麥
粉
關
聯
の
2
食
販
賣
店
關
聯
記
事
が
一
八
件
︑
妓
館
關
聯
記
事
が
六
件
︑

茶
肆
・
茶
店
に
關
す
る
記
事
が
三
件
と
な
る(66

)
︒

妓
館
で
は
酒
を
9
客
に
供
し
た
こ
と
か
ら
︑
酒
に
關
聯
す
る
記
事
は
二
八
件
と
︑
飮
食
業
關
聯
記
事
の
う
ち
四
割
を
占
め
る(67

)
︒
こ
の
こ
と
は
︑
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�
代
に
お
い
て
︑
�
・
杜
佑
﹃
<
典
﹄
卷
七
に
︑
玄
宗
の
開
元
十
三

(七
二
五
)
年
の
こ
と
と
し
て
︑﹁
東
の
か
た
宋
・
汴
に
至
り
︑
西
の
か

た
岐
州
に
至
る
ま
で
︑
路
を
夾
み
て
店
肆
を
列
ね
客
を
待
つ
︑
酒
饌
豐
溢
な
り
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
酒
樓
や
酒
肆
が
長
安
の
み
な
ら
ず
他
の

諸
都
市
・
農
村
を
問
わ
ず
に
H
國
�
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
や
︑
夜
宴
を
は
じ
め
と
す
る
宴
會
が
發


し
て
い
た
社
會
背
景
を
反
映
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る(68

)
︒

�
代
の
酒
肆
に
お
い
て
は
︑
鯉
の
鱠
や
羊
肉(69

)
︑
饆
饠(70

)
の
ほ
か
︑
鱸
魚
を
肴
と
し
つ
つ
酒
を
飮
み
︑
醉
い
覺
ま
し
と
し
て
漿

(甘
蔗
の
Ë
り
汁
)

を
飮
ん
で
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る(71

)
︒
ま
た
︑
邸
店
や
食
店
に
お
い
て
も
︑
宿
泊
客
以
外
に
も
酒
食
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も(72

)
︑
邸
店
も
夜

閒
營
業
を
實
施
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

�
代
の
長
安
で
は
︑
胡
食
や
小
麥
粉
製
品
が
液
行
し
︑
胡
餠
肆
︑
饆
饠
肆
︑
蒸
餠
肆
︑
糕
餠
肆
と
い
っ
た
餠
類
を
賣
る
肆
が
多
か
っ
た(73

)
︒
こ

れ
ら
の
食
店
の
夜
閒
營
業
に
關
す
る
記
錄
は
︑
酒
樓
・
酒
肆
に
關
す
る
記
錄
と
�
べ
る
と
乏
し
い
も
の
の
︑
胡
餠
・
蒸
餠
・
湯
餠
・
索
餠
な
ど

を
安
價
で
販
賣
す
る
店
が
︑
繁
華
街
の
み
な
ら
ず
︑
坊
門
w
く
な
ど
の
坊
內
の
隨
#
で
夜
閒
營
業
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る(74

)
︒
こ
れ
ら
の
店
は
︑

坊
內
の
隨
#
で
夜
閒
營
業
を
行
い
︑
夜
閒
に
<
行
す
る
人
々
の
空
腹
を
閏
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
Á
に
言
え
ば
︑
か
か
る
飮
食
店
が
夜
閒
營
業

を
す
る
必
v
が
あ
っ
た
の
は
︑
夜
閒
に
お
い
て
も
人
<
り
が
絕
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
坊
內
に
お
け
る
夜
市
の
一
部
と
し
て
機

能
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

一
方
︑
開
元
年
閒
以
影
に
︑
當
初
は
上
層
階
o
︑
や
が
て
農
民
層
に
ま
で
�
b
し
た
飮
茶
の
風
潮(

75
)

に
�
っ
て
︑
�
・
封
演
﹃
封
氏
聞
見
記
﹄

卷
六
︑
飮
茶
に
﹁
開
元
中
︑
泰
山
靈
巖
寺
に
影
Ì
師
K
り
︑
大
い
に
禪
敎
を
興
す
︒
⁝
⁝
皆
な
其
の
茶
を
飮
む
を
許
す
︒
⁝
⁝
鄒
・
齊
・
滄
・

棣
自
り
漸
く
京
師
に
至
り
︑
城
市
多
く
店
舖
を
開
き
茶
を
煎
じ
て
之
を
賣
る
︑
�
俗
を
問
わ
ず
︑
錢
を
投
げ
て
取
り
て
飮
む
︒﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
長
安
や
鄒
・
齊
・
滄
・
棣
州
な
ど
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
︑
開
元
年
閒
以
影
︑
茶
店
・
茶
肆
が
"
第
に
增
加
し
た
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
ら
の

夜
閒
營
業
に
關
す
る
記
錄
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い(76

)
︒
多
く
の
士
人
層
が
茶
を
愛
好
し
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
︑
茶
店
・
茶
肆
に
對
す
る
4
料
の

書
き
手
で
あ
る
士
人
層
の
關
心
が
低
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
︒
む
し
ろ
︑
餠
肆
や
茶
肆
の
夜
閒
營
業
に
關
す
る
記
錄
の
少
な
さ
は
︑﹁
�
代
型
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夜
市
﹂
に
お
け
る
酒
樓
・
酒
肆
の
存
在
の
大
き
さ
と
︑
餠
肆
や
茶
肆
な
ど
の
存
在
感
の
低
さ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

上
述
の
如
く
︑
市
外
へ
と
g
出
し
た
酒
樓
・
酒
肆
は
︑
"
第
に
貴
族
・
官
人
・
大
商
人
な
ど
の
上
液
階
層
の
9
客
層
の
v
求
に
應
じ
て
營
業

時
閒
を
e
長
し
て
︑
夜
閒
營
業
を
實
施
し
た
︒
開
元
年
閒
以
影
︑
發


を
-
げ
た
多
く
の
酒
樓
・
酒
肆
は
︑
夜
閒
營
業
︑
さ
ら
に
は
?
夜
營
業

も
活
潑
に
行
う
と
と
も
に
︑
�
・
韋
應
物
﹃
韋
江
州
集
﹄
卷
九
︑﹁
酒
肆
行
﹂
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
豪
壯
な
酒
樓
を
筆
頭
に
繁
榮
し
︑
夜
市
の

中
心
�
役
割
を
擔
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
庶
民
が
<
う
家
族
經
營
な
ど
の
小
規
模
店
舖
が
2
で
あ
っ
た
安
價
な
酒
肆
や
︑
餠
店
な
ど
の
食
店
は
︑

高
宗
�
(あ
る
い
は
太
宗
�
後
�
 
)
に
貴
族
・
官
人
な
ど
を
9
客
と
す
る
高
o
な
酒
樓
が
夜
閒
營
業
を
開
始
す
る
と
︑
"
第
に
そ
の
周
圍
お
よ

び
坊
門
の
傍
ら
と
い
っ
た
場
#
な
ど
に
散
在
す
る
よ
う
に
な
り
︑
開
元
年
閒
以
影
︑
茶
肆
と
と
も
に
ま
た
增
加
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

た
だ
し
︑
あ
く
ま
で
も
餠
肆
や
茶
肆
は
規
模
も
小
さ
く
︑
酒
樓
・
酒
肆
あ
る
い
は
妓
館
を
中
心
と
す
る
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
に
お
け
る
補
完
�
な

役
割
を
擔
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

f
村
內
の
定
 
市
を
中
心
に
發


し
た
地
方
の
草
市
に
お
け
る
夜
市
で
は
︑
菱
・
蓮
・
橘
な
ど
の
蔬
果
や
魚
介
類
な
ど
が
取
引
さ
れ
て
い
た(77

)
︒

こ
れ
ら
の
蔬
果
や
魚
介
類
は
︑
w
d
の
州
・
縣
城
な
ど
に
搬
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
長
安
の
夜
市
に
お
い
て
賣
買
さ
れ
た
記
錄
は
見

出
せ
な
い
た
め
︑
酒
樓
・
酒
肆
・
旗
亭
や
倡
樓
・
妓
館
が
繁
華
で
あ
る
一
方
で
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
に
お
け
る
︑
か
か
る
飮
食
物
の
�
易
形
態

は
少
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

從
っ
て
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
は
︑
享
樂
・
娛
樂
�
な
酒
樓
・
酒
肆
・
旗
亭
あ
る
い
は
倡
樓
・
妓
館
を
中
心
に
發


し
た
も
の
で
あ
り
︑
士
大

夫
た
ち
が
酒
樓
で
飮
食
し
︑
夜
宴
を
頻
繁
に
開
催
し
︑
そ
れ
ら
を
詩
に
詠
ん
で
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
も
︑
か
か
る
娛
樂
・
奢
侈
�
生
活

を
享
�
し
た
の
は
︑
官
僚
・
大
商
人
な
ど
の
上
層
階
層
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
︑
庶
民
は
娛
樂
や
奢
侈
�
生
活
を
堪
能
す

る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
︑
仕
事
や
外
出
な
ど
夜
閒
の
活
動
を
餘
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
場
合
︑
あ
る
い
は
息
拔
き
と
し
て
︑
小
規
模
な
酒
肆
や

餠
店
な
ど
の
安
價
な
店
で
飮
食
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
4
料
に
乏
し
く
︑
具
體
�
な
樣
相
が
把
握
し
に
く
い
長
安
の
夜
市
に
對
し
て
︑
宋
代
開
封
・
臨
安
の
夜
市
に
お
け
る
食
�
�
關
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聯
の
記
事
は
豐
富
で
あ
る
︒
宋
代
兩
都
の
夜
市
は
奢
侈
・
娛
樂
�
性
格
が
強
く
︑
飮
食
業
の
ほ
か
に
衣
類
・
書
畫
・
藥
そ
の
他
諸
々
の
日
用
品

を
販
賣
す
る
ほ
か
︑
妓
館
な
ど
も
み
ら
れ
る(78

)
︒
し
か
し
︑
そ
の
中
で
も
っ
と
も
盛
ん
な
の
が
飮
食
業
で
あ
る(79

)
︒

斷
片
�
な
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
に
關
す
る
記
事
か
ら
み
る
と
︑
餠
類
に
關
す
る
記
錄
が
�
も
多
い
こ
と
か
ら
︑
2
食
と
し
て
は
︑
餠
類
が
2
液

を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
北
宋
の
開
封
で
は
︑
�
代
に
み
ら
れ
た
饆
饠
店
が
な
く
な
っ
た
も
の
の
︑
胡
餠
店
・
湯
餠
店
や
馬
行
街
の

夜
市
で
蒸
餠
・
糖
餠
・
猪
胰
胡
餠
・
和
i
餠
な
ど
が
賣
ら
れ
て
い
る
ほ
か(80

)
︑
州
橋
夜
市
・
會
仙
酒
樓
と
い
っ
た
酒
樓
や
そ
の
他
の
酒
肆
で
︑
Ï

子
・
軟
羊
諸
色
Ï
子
・
諸
色
Ï
子
な
ど
が
販
賣
さ
れ
て
い
る(81

)
︒
Ï
子
は
宋
・
陶
穀
﹃
淸
衣
錄
﹄
以
U
の
記
錄
に
は
み
ら
れ
ず
︑
�
代
に
は
ま
だ

登
場
し
て
お
ら
ず
︑
宋
代
以
影
に
液
行
し
た
︒
臨
安
で
は
︑
細
餡
大
Ï
子
︑
水
晶
Ï
兒
︑
笋
肉
Ï
兒
︑
蝦
魚
Ï
兒
︑
江
魚
Ï
兒
︑
蟹
肉
Ï
兒
︑

鵞
鴨
Ï
兒
︑
七
寶
Ï
兒
な
ど
と
︑
さ
ら
に
そ
の
種
類
も
豐
富
に
な
っ
た(82

)
︒
た
だ
し
�
代
の
夜
市
に
多
い
胡
人
經
營
の
餠
店
は
︑
北
宋
の
開
封
で

は
見
當
た
ら
な
い
︒

『夢
華
錄
﹄
卷
二
︑
州
橋
夜
市
に
據
れ
ば
︑
開
封
の
州
橋
夜
市
で
は
︑
姶

熝
肉
・
乾
脯
・
姶

獾
兒
・
野
狐
肉
・
鵝
鴨
雞
兔
肚
肺
・
脯
雞
・
雞
皮
・

腰
腎
・
雞
碎
・
旋
煎
羊
な
ど
や
︑
さ
ら
に
冬
に
は
盤
兔
・
旋
炙
猪
皮
肉
・
野
鴨
肉
と
い
っ
た
肉
類
︑
凍
魚
頭
・
鱔
魚
と
い
っ
た
魚
介
類
︑
薑
辣

蘿
蔔
・
廣
芥
瓜
兒
・
鹹
i
・
萵
苣
筍
・
芥
辣
瓜
兒
な
ど
の
野
i
類
︑
細
粉
素
簽
・
沙
糖
冰
Æ
・
冷
元
子
・
水
晶
皁
兒
と
い
っ
た
果
子
類
︑
香
棖

元
な
ど
の
果
實
類
︑
生
淹
水
木
瓜
・
藥
木
瓜
・
甘
草
冰
Æ
涼
水
な
ど
の
ジ
ュ
ー
ス
類
と
い
っ
た
質
量
と
も
に
豐
富
な
飮
食
物
が
販
賣
さ
れ
て
い

た
︒
ま
た
︑﹃
夢
華
錄
﹄
卷
三
︑
馬
行
街
鋪
席
で
は
︑
馬
行
街
で
の
夜
市
に
は
︑
姶

獾
兒
・
野
狐
肉
・
灌
腸
・
煎
肝
臟
と
い
っ
た
肉
類
の
ほ
か
︑

上
述
の
燋
酸
豏
・
猪
胰
胡
餠
・
和
i
餠
と
い
っ
た
餠
類
︑
蛤
蜊
・
螃
蟹
な
ど
の
魚
介
類
︑
石
榴
・
姶

查
子
と
い
っ
た
果
實
類
︑
澤
州
餳
・
餈
糕
・

團
子
な
ど
の
菓
子
類
の
ほ
か
︑
三
u
に
な
る
と
瓶
を
ぶ
ら
さ
げ
た
茶
賣
り
が
登
場
し
た
︒﹃
夢
粱
錄
﹄
卷
十
三
︑
夜
市
の
條
で
は
︑
こ
れ
ら
の

2
食
・
肉
類
・
魚
介
類
・
果
實
類
・
菓
子
類
な
ど
︑﹃
夢
華
錄
﹄
よ
り
も
さ
ら
に
質
量
と
も
に
豐
富
な
料
理
品
目
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
と
も

に
︑
開
封
同
樣
に
三
u
を
す
ぎ
る
と
︑
瓶
を
下
げ
た
茶
賣
り
が
登
場
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
多
く
の
飮
食
物
が
出
そ
ろ
う
﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
の
中
で
着
目
す
べ
き
は
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
の
中
心
�
役
割
を
擔
っ
た
酒
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樓
・
酒
肆
で
あ
る
︒
自
家
釀
¥
が
多
か
っ
た
�
代
長
安
の
酒
樓
や
酒
肆
に
對
し
て
︑
開
封
の
酒
樓
や
酒
肆
は
︑
釀
¥
販
賣
權
を
持
つ
豐
樂
樓

(白
礬
樓
)
を
は
じ
め
と
す
る
正
店
と
︑
釀
¥
販
賣
權
を
持
た
な
い
脚
店
と
に
分
か
れ
︑
正
店
が
經
營
す
る
酒
店
が
七
十
二
店
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

正
店
を
釀
¥
元
と
し
た
脚
店
の
數
は
知
れ
ず
︑
宋
代
に
お
け
る
酒
樓
・
酒
肆
の
發
展
を
垣
閒
見
る
こ
と
が
で
き
る(83

)
︒
南
宋
代
に
は
︑
茶
飯
店
・

Ï
子
酒
店
・
肥
羊
酒
店
・
直
賣
店
・
散
酒
店
・
碗
頭
店
・
菴
酒
店
な
ど
︑
よ
り
多
樣
�
し
た(84

)
︒
宋
代
兩
都
の
夜
市
に
お
け
る
中
心
�
役
割
を
か

か
る
酒
樓
や
酒
肆
が
擔
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

し
か
し
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
に
お
い
て
は
酒
樓
・
酒
肆
が
突
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
︑﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
に
お
い
て
は
︑
茶
店
・

茶
肆
や
食
店
な
ど
も
夜
市
に
お
け
る
中
心
�
な
役
割
を
擔
う
よ
う
に
な
る
︒
上
述
の
﹃
夢
華
錄
﹄
卷
二
︑
朱
雀
門
外
街
巷
に
は
︑
朱
雀
門
外
の

殺
猪
巷
に
あ
る
妓
館
の
南
に
は
茶
坊
が
円
ち
竝
び
︑
夜
が
も
っ
と
も
盛
ん
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
同
書
卷
二
︑
潘
樓
東
街
巷
で
は
︑
舊
曹

門
街
北
側
に
あ
る
北
山
子
茶
坊
に
良
家
の
子
女
た
ち
が
夜
に
�
行
し
て
�
茶
を
樂
し
ん
だ
樣
子
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
書
卷
三
︑
馬
行

街
鋪
席
で
は
︑
馬
行
街
に
お
い
て
も
茶
坊
が
立
ち
竝
ん
で
三
u
ま
で
營
業
し
て
い
た
こ
と
や
︑
上
述
の
如
く
︑
瓶
を
提
げ
た
茶
賣
り
が
三
u
に

登
場
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
宋
代
開
封
に
お
け
る
飮
茶
の
液
行
お
よ
び
茶
肆
の
發
展
を
看
取
で
き
る
︒
南
宋
代
に
な
る
と
︑

こ
れ
ら
の
茶
肆
は
さ
ら
に
茶
樓
・
人
S
茶
坊
・
市
頭
・
花
茶
坊
な
ど
の
い
く
つ
か
の
形
態
へ
と
分
�
・
發
展
を
-
げ
た(85

)
︒

食
店
に
つ
い
て
も
︑
胡
餠
肆
・
饆
饠
肆
・
糕
肆
・
蒸
餠
肆
と
い
っ
た
小
麥
粉
製
品
の
專
門
�
を
除
け
ば
︑
總
合
食
店
と
︑
旅
店
や
邸
店
な
ど

の
�
營
と
い
う
形
態
し
か
な
か
っ
た
�
代
に
對
し
て
︑
北
宋
代
で
は
︑
總
合
食
店
と
も
い
う
べ
き
分
茶
店
の
ほ
か
︑
精
g
料
理
を
供
す
る
素
分

茶
︑
江
南
料
理
を
供
す
る
南
食
店
や
川
飯
店
︑
碗
物
專
門
店
と
も
い
う
べ
き
瓢
羹
店
な
ど
に
分
�
し
た
︒
2
液
で
あ
る
小
麥
粉
料
理
の
專
門
店

が
Ø
生
し
て
い
っ
た
�
代
の
長
安
と
は
樣
相
が
衣
な
り
︑
料
理
品
目
の
種
類
に
よ
っ
て
店
の
形
態
が
決
め
ら
れ
て
い
る
︒
南
宋
代
に
な
る
と
︑

そ
の
分
�
は
さ
ら
に
g
み
︑
北
宋
の
分
茶
店
に
相
當
す
る
麵
食
店
の
ほ
か
︑
羊
飯
店
・
南
食
麵
店
・
川
飯
分
茶
・
i
麵
店
・

店
・
西
食
麵

店
・
衢
州
飯
店
と
い
っ
た
店
が
登
場
し
︑
分
�
が
一
層
g
ん
だ(86

)
︒﹃
都
城
紀
®
﹄
食
店
に
︑﹁
其
の
餘
の
店
舖
の
夜
市
は
細こ
ま

か
に
數
う
べ
か
ら

ず
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
多
く
の
種
類
の
食
店
が
臨
安
に
存
在
し
た
の
は
︑
北
宋
か
ら
南
宋
へ
の
食
�
�
の
發
展
だ
け
で
は
な
く
︑
華
北
の
食
�
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�
と
江
南
の
食
�
�
が
融
合
し
て
︑
料
理
に
よ
り
多
樣
性
が
g
ん
だ
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(87

)
︒

お

わ

り

に

中
國
に
お
け
る
夜
市
の
起
源
は
﹃
周
禮
﹄
に
お
け
る
夕
市
で
は
な
く
︑
邠
亭
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
漢
代
で
あ
っ
た
︒
ま
た
漢
代
に
お
け

る
狼

と
漢
人
と
の
中
國
で
の
夜
市
型
沈
默
�
易
の
事
例
は
︑
4
料
上
確
J
で
き
な
い
︒
�
代
に
至
っ
て
︑
經
濟
�
に
大
き
な
發
展
を
-
げ
た

廣
州
に
お
い
て
︑
商
業
・
經
濟
�
性
格
の
強
い
夜
市
型
�
易
の
形
態
が
登
場
し
た
︒

一
方
︑
第
一
に
︑
人
々
の
M
信
や
信
仰
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
︑
宗
敎
�
性
格
が
強
い
︑
第
二
に
︑
都
市
に
は
み
ら
れ
ず
︑
地
方
の
極
め
て

限
定
�
な
場
#
に
お
い
て
︑
特
例
と
し
て
存
在
し
て
い
た
︑
第
三
に
︑
物
F
の
賣
買
・
�
易
活
動
が
中
心
で
あ
る
︑
第
四
に
︑
亭
O
に
よ
る
監

視
や
警
備
の
對
象
と
し
て
國
家
に
よ
る
空
閒
�
・
時
閒
�
瓜
制
を
�
け
て
い
た
と
い
っ
た
性
格
を
K
す
る
﹁
漢
代
型
夜
市
﹂
も
︑
魏
晉
南
北
�

以
影
の
都
市
に
お
い
て
4
料
上
確
J
で
き
な
い
︒

か
か
る
﹁
漢
代
型
夜
市
﹂
に
對
し
て
︑
第
一
に
︑
安
價
で
小
規
模
で
あ
り
︑
人
々
の
生
活
と
も
密
着
し
た
酒
肆
や
餠
肆
な
ど
の
飮
食
店
が
存

在
す
る
一
方
で
︑
貴
族
・
官
僚
層
に
よ
っ
て
豪
n
さ
れ
た
大
型
の
酒
樓
・
娼
肆
の
よ
う
な
奢
侈
・
快
樂
�
性
格
を
も
p
せ
持
っ
て
い
る
︑
第
二

に
︑
時
閒
�
な
融
<
性
や
地
域
�
廣
が
り
を
持
っ
て
い
る
︑
第
三
に
︑
日
常
�
・
恒
常
�
・
永
續
�
に
行
わ
れ
て
い
た
︑
四
︑
宗
敎
�
性
格
よ

り
む
し
ろ
飮
食
業
を
中
心
と
し
た
極
め
て
商
業
・
經
濟
�
性
格
が
強
い
︑
と
い
っ
た
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
の
基
本
�
性
格
は
︑﹁
宋
代
型
夜
市
﹂

へ
と
繼
承
さ
れ
る
た
め
︑﹁
�
代
型
夜
市
﹂
は
﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
の
先
驅
�
存
在
と
も
い
え
る
︒

す
で
に
隋
代
に
お
い
て
︑
夜
禁
が
解
除
さ
れ
た
華
や
か
な
元
|
}
の
燃
燈
行
事
を
庶
民
が
謳
歌
し
て
お
り
︑
煬
�
 
に
は
酒
肆
の
夜
閒
營
業

が
實
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒
た
だ
︑
隋
末
の
混
亂
 
に
︑
一
旦
︑
元
|
}
の
燃
燈
行
事
も
下
火
に
な
り
︑
や
が
て
�
の
國
力
が
回
復

す
る
高
宗
�
(あ
る
い
は
太
宗
�
後
�
 
)
に
は
︑
元
|
}
の
賑
わ
い
も
復
活
す
る
と
と
も
に
︑
酒
肆
の
夜
閒
營
業
も
"
第
に
開
始
さ
れ
︑
開
元

年
閒
に
發
展
し
︑
地
方
都
市
で
も
"
第
に
發
生
し
︑
八
世
紀
後
�
以
影
の
坊
制
の
弛
!
に
�
っ
て
︑
"
第
に
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
は
擴
大
�
し
︑
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﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
へ
と
發
展
を
-
げ
る
過
渡
 
を
$
え
た
︒

北
宋
代
に
な
る
と
︑
三
u
か
ら
五
u
ま
で
の
夜
禁
は
存
在
し
た
も
の
の
︑
夜
市
は
活
潑
に
行
わ
れ
︑
徽
宗
�
に
は
︑
開
封
の
都
市
民
の
生
活

ス
タ
イ
ル
に
あ
わ
せ
て
︑
?
夜
營
業
も
實
施
さ
れ
た
︒
か
か
る
民
衆
の
自
發
�
な
力
に
よ
っ
て
活
潑
�
し
た
宋
代
の
夜
市
の
動
き
は
金
吾
も
抑

制
で
き
ず
︑
"
第
に
そ
れ
ら
を
默
J
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
狀
況
は
南
宋
代
の
臨
安
に
も
繼
承
さ
れ
た
︒

ま
た
︑
食
�
�
面
か
ら
み
れ
ば
︑
坊
內
と
い
う
限
定
さ
れ
た
空
閒
內
に
お
け
る
﹁
�
代
型
夜
市
﹂
が
︑
官
僚
・
士
人
・
大
商
人
な
ど
の
上
層

階
層
の
享
樂
の
場
で
あ
っ
た
酒
樓
・
酒
肆
を
中
心
と
し
た
夜
市
で
あ
り
︑
茶
肆
や
食
店
は
補
完
�
な
役
割
に
し
か
す
ぎ
ず
︑
飮
食
物
の
賣
買
が

質
量
と
も
に
少
な
か
っ
た
の
に
對
し
て
︑
城
內
に
お
け
る
廣
範
圍
な
空
閒
で
實
施
さ
れ
た
﹁
宋
代
型
夜
市
﹂
で
は
︑
酒
樓
・
酒
肆
の
み
な
ら
ず

茶
肆
・
食
店
も
質
量
と
も
に
發
展
し
︑
宋
代
飮
食
業
隆
盛
の
一
端
を
擔
っ
た
︒
ま
た
︑
小
麥
粉
製
品
な
ど
の
2
食
を
は
じ
め
と
し
て
︑
肉
類
・

魚
介
類
・
野
i
類
・
果
實
類
・
菓
子
類
・
酒
・
茶
・
ジ
ュ
ー
ス
類
な
ど
の
飮
料
に
至
る
ま
で
︑
多
種
多
樣
な
食
材
の
賣
買
が
活
潑
に
行
わ
れ
た

豐
か
な
食
�
�
を
宋
代
の
都
市
民
た
ち
は
享
�
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

た
だ
し
︑
夜
市
を
は
じ
め
と
す
る
宋
代
開
封
お
よ
び
臨
安
の
繁
榮
の
裏
側
で
︑
都
市
內
部
の
階
層
差
が
歷
然
と
存
在
し
︑
ま
た
龐
德
怨
氏
が

指
摘
し
た
如
く
︑
地
方
の
農
村
部
か
ら
の
收
奪
に
基
づ
い
て
兩
都
の
繁
榮
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
v
素
が
多
分
に
あ
る
こ
と
も
事
實
で
あ

る(
88
)

︒
本
稿
で
は
︑
宋
代
開
封
・
臨
安
に
お
け
る
夜
市
の
繁
榮
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
V
識
に
基
づ
い
て
考
察
對
象
を

都
市
に
限
定
し
た
た
め
︑
�
宋
代
の
農
村
部
に
お
け
る
夜
市
や
︑
宋
代
兩
都
を
は
じ
め
と
す
る
各
都
市
で
夜
市
�
�
を
享
�
し
た
人
々
と
貧
困

や
Ú
Û
に
苦
し
ん
で
い
た
人
々
と
の
經
濟
格
差
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
︒

�(1
)

劉
伯
午
﹁
我
國
中
︑
晚
�
b
兩
宋
時
代
�
夜
市
﹂
(﹃
現
代
財

經

︱
︱
天
津
財
經
學
院
學
報
﹄
一
九
八
五−

六
︑
一
九
八
五
年
)︑
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康
弘
﹁
宋
都
夜
市
述
略
﹂
(﹃
中
州
學
刊
﹄
一
九
九
二−

二
︑
一
九
九

二
年
)︑
楊
�
秀
﹁
北
宋
東
京
市
民
�
夜
生
活
﹂
(﹃
中
國
古
都
硏
究
﹄

一
二
︑
一
九
九
八
年
)︑
郭
麗
冰
﹁
從
︽
東
京
夢
華
錄
︾
看
北
宋
東

京
�
夜
市
﹂
(﹃
廣
東
農
工
商
職
業
技
Ü
學
院
學
報
﹄
二
〇
〇
七−

四
︑

二
〇
〇
七
年
)︑
袁
銘
﹁
北
宋
京
都
�
�
�
夜
市
﹂
(﹃
西
南
民
族
大

學
學
報
・
人
�
社
科
版
﹄
二
〇
〇
九−

一
〇
︑
二
〇
〇
九
年
)︑
張

金
花
﹁
試
論
宋
代
夜
市
�
�
﹂
(﹃
河
北
科
技
師
範
學
院
學
報
・
社
會

科
學
版
﹄
二
〇
一
一−

一
︑
二
〇
一
一
年
)︑
李
國
�
﹁
宋
�
�
夜

市

︱
︱
1
才
開
始
了
H
日
制
�
中
國
︱
︱
﹂
(﹃
同
舟
共
g
﹄
二
〇

一
一−

一
︑
二
〇
一
一
年
)︑
李
成
江
﹁︽
東
京
夢
華
錄
︾
與
東
京
�

夜
市
﹂
(﹃
�
學
敎
育
﹄

(中
)
二
〇
一
一−

三
︑
二
〇
一
一
年
)
な

ど
が
あ
る
︒

(2
)

權
力
と
都
市
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
�
田
弘
夫
﹃
都
市
と
權

力

︱
︱
Ú
Û
と
Ý
食
の
歷
4
社
會
學
︱
︱
﹄
(創
�
社
︑
一
九
九

一
年
)
參
照
︒

(3
)

桐
本
東
太
﹁
中
國
古
代
に
お
け
る
市
の
位
相
﹂
(﹃
中
國
古
代
の
民

俗
と
�
�
﹄︑
刀
水
書
Þ
︑
二
〇
〇
四
年
)︒

(4
)

中
國
の
夜
禁
に
つ
い
て
は
︑
桑
原
隲
藏
﹁
�
*
律
の
比
�
﹂
(﹃
桑

原
隲
藏
H
集
﹄
第
三
卷
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
年
)
お
よ
び
中
村

裕
一
﹃
中
國
古
代
の
年
中
行
事
﹄
第
三
册
・
秋

(汲
古
書
院
︑
二
〇

一
〇
年
)
五
三
・
夜
禁
・
五
四
・
犯
夜
參
照
︒

(5
)

加
�
繁
﹁
宋
代
に
於
け
る
都
市
の
發


に
就
い
て
﹂
(﹃
桑
原
ß
士

�
曆
記
念
東
洋
4
論
集
﹄
弘
�
堂
︑
一
九
三
一
年
︑
の
ち
﹃
荏
D
經

濟
4
考
證
﹄
上
︑
東
洋
�
庫
︑
一
九
五
二
年
︑
#
收
)︒

(6
)

日
野
開
三
郞
﹃
�
代
邸
店
の
硏
究
﹄
(自
家
版
︑
一
九
六
八
年
︑

の
ち
﹃
日
野
開
三
郞
東
洋
4
學
論
集
﹄
第
十
七
卷
︑
三
一
書
Þ
︑
一

九
九
二
年
︑
#
收
)
Ⅶ
の
︹
參
考
︺
夜
市
︑
張
鄰
﹁
�
代
�
夜
市
﹂

(﹃
中
華
�
4
論
叢
﹄
一
九
八
三−

一
︑
一
九
八
三
年
)︑
鹽
見
邦
彥

﹁
�
代
の
﹃
夜
市
﹄﹂
(﹃
鳥
取
大
學
敎
育
學
部
硏
究
報
吿

(人
�
・
社

會
科
學
)﹄
三
九−

一
︑
一
九
八
八
年
)
︒
ま
た
︑
傅
筑
夫
﹃
中
國
封

円
社
會
經
濟
4
﹄
第
一
卷

(人
民
出
版
社
︑
一
九
八
一
年
)
や
龍
登

高
﹃
中
國
傳
瓜
市
場
發
展
4
﹄
(人
民
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
)
も

中
國
の
夜
市
の
起
源
を
�
代
と
し
て
い
る
︒
U
揭
A
(1
)
張
論
�
で

は
︑
漢
代
に
そ
の
á
芽
が
あ
り
︑
�
代
中
晚
 
に
興
起
し
た
と
指
摘

し
て
い
る
︒

(7
)

佐
原
康
夫
﹁
漢
代
の
市
に
つ
い
て
﹂
(﹃
4
林
﹄
六
八−

五
︑
一
九

八
五
年
︑
の
ち
﹃
漢
代
都
市
機
¤
の
硏
究
﹄︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇

二
年
︑
#
收
)
︑
言
金
星
﹁
漢
代
夜
市
考
﹂
(﹃
江
西
社
會
科
學
﹄
一

九
八
七−

五
︑
一
九
八
七
年
)
︑
倪
根
金
﹁
漢
代
夜
市
考
補
﹂
(﹃
學

Ü
硏
究
﹄
二
〇
〇
〇−

九
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑
李
祖
德
著
︑
林
英
樹

譯
﹁
漢
代
の
市
﹂
(五
井
直
弘
â
﹃
中
國
の
古
代
都
市
﹄
汲
古
書
院
︑

一
九
九
五
年
︑
#
收
)
︒

(8
)

淸
・
ã
蘭
常
安
﹃
宦
n
筆
記
﹄
卷
十
八
︑
江
南
三
︑
夜
市
で
は
︑

﹃
周
禮
﹄
の
記
事
を
夜
市
の
起
源
と
み
な
し
て
お
り
︑
堀
敏
一
﹁
中

國
古
代
の
﹃
市
﹄
﹂
(﹃
中
國
古
代
の
法
と
社
會

栗
原
益
男
先
生
古

稀
記
念
論
集
﹄
︑
汲
古
書
院
︑
一
九
八
八
年
︑
の
ち
︑
堀
敏
一
﹃
中

國
古
代
の
家
と
集
落
﹄︑
汲
古
書
院
︑
一
九
九
六
年
︑
#
收
)
で
は
︑

﹃
周
禮
﹄
と
﹃
4
記
﹄
孟
嘗
君
列
傳
の
記
事
を
擧
げ
て
︑﹁
�
か
ら
晚

ま
で
市
が
民
衆
を
相
手
に
開
か
れ
て
い
た
事
實
を
示
す
よ
う
に
思
わ

れ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
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(9
)

U
揭
A
(7
)佐
原
論
�
︑
Ⅲ
市
制
の
歷
4
�
展
開
で
は
︑
戰
國
時

代
後
 
に
︑
各
國
で
市
制
の
整
備
と
官
僚
�
組
織
�
が
g
ん
だ
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
江
村
治
樹
﹃
戰
國
秦
漢
時
代
の
都
市
と
國

家

︱
︱
考
古
學
と
�
獻
4
學
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
︱
︱
﹄
(白
�

社
︑
二
〇
〇
五
年
)
一
六
九
頁
で
は
﹁
戰
國
時
代
の
﹃
市
﹄
が
國
家

に
よ
っ
て
︑
が
ん
じ
が
ら
め
に
規
制
さ
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
︒﹃
市
﹄
に
は
國
家
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
側
面
と
は
別

の
側
面
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒﹂
と
指
摘
す
る
如
く
︑
春
秋
・
戰

國
時
代
の
市
の
國
家
瓜
制
に
關
す
る
見
解
は
分
か
れ
て
い
る
︒

(10
)

U
揭
A
(7
)言
・
倪
論
�
︒

(11
)

張
繼
海
﹃
漢
代
城
市
社
會
﹄
(社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
〇

六
年
)
第
四
違
第
一
}
︒
ま
た
U
漢
・
劉
安
﹃
淮
南
子
﹄
十
七
︑
說

林
訓
に
も
﹁
�
之
市
則
走
︑
夕
過
市
則
步
︒
#
求
者
æ
也
︒﹂
と
夕

方
の
市
に
す
で
に
商
品
が
な
か
っ
た
樣
子
を
傳
え
て
い
る
︒

(12
)

後
漢
・
王
符
﹃
潛
夫
論
﹄
ç
侈
è
に
︑﹁
天
下
百
郡
千
縣
︑
市
邑

萬
數
﹂
と
あ
る
︒

(13
)

『初
學
記
﹄
で
は
︑﹁
扶
風
邠
亭
部
︑
言
本
太
王
#
處
︑
其
人
K
會
︑

曰
以
相
與
夜
市
︑
如
不
爲
 
︑
則
K
重
災
L
︒﹂
と
あ
る
が
︑﹃
太
0

御
覽
﹄
卷
八
二
七
︑
F
產
部
七
︑
市

(#
引
︑﹃
怨
論
﹄)
に
は
︑

﹁
扶
風
漆
縣
之
邠
亭
部
︑
言
本
大
王
#
据
︑
其
民
會
日
︑
相
與
爲
夜

市
︑
如
不
爲
︑
則
K
羞
︒﹂
と
あ
り
︑
ま
た
︑﹃
續
漢
書
﹄
郡
國
志
一
︑

扶
風
郿
縣
條
李
賢
A
も
﹁
其
民
K
會
日
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
會

日
﹂
と
し
た
︒

(14
)

U
揭
A
(7
)佐
原
論
�
︒

(15
)

U
揭
A
(7
)
倪
論
�
︒
な
お
︑﹃
太
0
御
覽
﹄
卷
八
一
一
︑
珍
寶

部
一
〇
︑
金
下
︑
同
書
卷
七
九
〇
︑
四
夷
部
十
一
︑
南
蠻
六

(い
ず

れ
も
#
引
︑﹃
衣
物
志
﹄)︑
北
魏
・
酈
�
元
﹃
水
經
A
﹄
卷
三
六
︑

溫
水
に
も
同
樣
の
記
事
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒

(16
)

相
田
洋
﹁
鬼
市
と
ê
視
﹂
(﹃
福
岡
敎
育
大
學
紀
v
﹄
三
七−

二
︑

一
九
八
八
年
︑
の
ち
︑
﹃
衣
人
と
市

︱
︱
境
界
の
中
國
古
代
4
﹄︑

硏
�
出
版
︑
一
九
九
七
年
︑
#
收
)
は
︑
沈
默
�
易
に
關
す
る
從
來

の
硏
究
4
を
整
理
し
た
上
で
︑
沈
默
�
易
の
初
 
形
態
は
ê
視
信
仰

に
基
づ
く
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
が
︑
筆
者
も
同
感
で
あ
る
︒
沈
默

�
易
の
諸
形
態
に
つ
い
て
は
︑
西
村
眞
"
﹃
日
本
古
代
經
濟
・
�
奄

è
・
第
一
册
・
總
論
・
沈
默
�
易
﹄
(東
京
堂
︑
一
九
三
四
年
)
第

二
違
第
四
}
參
照
︒

(17
)

狼

國
の
位
置
は
U
揭
A
(16
)
相
田
論
�
に
依
據
し
た
︒
な
お
︑

相
田
氏
は
︑
こ
の
狼

國
に
お
け
る
夜
閒
�
易
を
夜
市
型
沈
默
�
易

と
し
て
捉
え
て
い
る
︒

(18
)

『說
郛
﹄
卷
四
・
﹃
佩
�
韻
府
﹄
卷
三
四
上
︑
鬼
市
條
#
收
︒

(19
)

中
村
久
四
郞
﹁
�
時
代
の
廣
東
﹂
(
第
一
回
)
～
(
第
三
回
)(﹃
4
學
雜

誌
﹄
第
二
八
â
第
三
號
︑
一
九
一
七
年
)︑
E
dw
ard
H
.
Schafer,

T
h
e
V
erm
ilion
B
ird
:
T
a̓n
g
Im
ages
of
th
e
S
ou
th
,U
niver-

sity
of
C
alifornia
P
ress.B
erkeley
and
L
os
A
ngeles.C
alifor-

nia,1967.p.28.
參
照
︒

(20
)

『廣
記
﹄
卷
一
一
七
︑
報
應
十
六
︑
蕭
倣

(#
引
︑
﹃
�
闕
4
﹄)

に
︑
﹁
�
丞
相
蘭
陵
公
蕭
倣
︑
⁝
⁝
嘗
瓜
戎
于
番
禺
︑
K
*
泉
投
香

之
譽
︒
以
是
夷
估
輻
湊
︑
至
長
安
︑
寶
貨
藥
肆
︑
咸
豐
衍
於
南
方
之

物
︑
由
此
人
S
歸
美
︒
﹂
と
あ
り
︑
諸
外
國
の
商
人
た
ち
が
番
禺
に

集
結
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
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(21
)

諸
說
あ
る
沈
默
�
易
の
內
容
の
共
<
點
は
︑
0
沼
淑
郞
﹁
無
言

物
々
�
奄
の
經
濟
�
觀
察
﹂
(正
)(﹃
早
稻
田
商
學
﹄
五−

一
︑
一
九

二
九
年
)
七
七
頁
參
照
︒

(22
)

｢>
鎭
承
怨
命
︑
王
j
不
假
催
︒
班
行
爭
路
\
︑
恩
賜
p
時
來
︒
牙

旆
從
城
展
︑
兵
符
到
府
開
︒
蠻
聲
喧
夜
市
︑
海
色
+
潮
臺
︒
⁝
⁝
﹂
︒

(23
)

U
揭
A
(7
)
言
論
�
で
は
︑﹁
漢
代
型
夜
市
﹂
の
性
格
と
し
て
︑

第
一
に
︑
都
市
で
は
な
く
︑
地
方
で
行
わ
れ
る
地
方
性
︑
第
二
に
︑

恒
常
�
な
�
易
活
動
で
は
な
く
︑
一
定
の
時
閒
に
行
わ
れ
る
時
閒
性
︑

第
三
に
︑
宗
敎
性
を
帶
び
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
︑
ま
た
U
揭
A

(7
)倪
論
�
で
は
︑
夜
市
の
形
成
の
多
樣
性
や
︑
�
宋
*
淸
の
夜
市

と
比
�
し
て
の
發
展
段
階
の
低
さ
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(24
)

U
揭
A
(5
)加
�
論
�
︒

(25
)

U
揭
A
(6
)日
野
著
書
五
八
二
～
五
八
四
頁
︒

(26
)

｢�
天
寶
九
年
夏
六
k
︑
崟
與
Í
子
偕
行
於
長
安
陌
中
︑
將
會
飮

於
怨
昌
里
︒
⁝
⁝
將
曉
︑
任
氏
曰
︑﹃
可
去
矣
︒
⁝
⁝
晨
興
將
出
︑

不
可
淹
︒﹄
乃
´
後
 
而
去
︒
旣
行
︑
b
里
門
︑
門
扃
未
發
︒
門
旁

K
胡
人
鬻
餠
之
舍
︑
方
張
燈
熾
爐
︒
Í
子
憩
其
簾
下
︑
坐
以
候
鼓
︑

因
與
2
人
言
︒﹂
と
あ
る
︒
酒
肆
に
關
し
て
は
︑
夜
閒
と
い
う
記
述

は
み
ら
れ
な
い
が
︑﹃
長
安
志
﹄
卷
八
︑
崇
仁
坊
の
記
錄
や
︑
ま
た

時
 
は
九
世
紀
初
ま
で
下
る
時
 
で
は
あ
る
も
の
の
︑﹃
廣
記
﹄
卷

八
三
︑
衣
人
三
︑
貞
元
末
布
衣
に
︑﹁
貞
元
末
︑
K
布
衣
︑
於
長
安

中
n
酒
肆
︑
吟
詠
以
求
酒
飮
︒
至
夜
︑
多
酣
醉
而
歸
︑
旅
舍
人
或
以

爲
狂
﹂
と
あ
り
︑
庶
民
が
酒
肆
で
夜
ま
で
飮
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
︑

﹁
�
代
型
夜
市
﹂
に
お
い
て
︑
庶
民
が
飮
酒
す
る
酒
肆
も
夜
閒
營
業

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
方
︑
夜
*
け
U
に
城
門
の
か
た
わ
ら

で
營
業
し
て
い
た
餠
肆
も
安
價
で
各
種
の
餠
類
を
供
し
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒

(27
)

洛
陽
郊
外
の
事
例
で
あ
る
が
︑
宋
・
錢
易
﹃
南
部
怨
書
﹄
庚
集
に
︑

﹁
Þ
光
庭
︑
嘗
\
親
故
葬
︑
出
定
鼎
門
︑
際
晚
饑
︑
會
鬻
蒸
餠
者
︑

與
同
行
數
人
食
之
︒
素
不
持
錢
︑
無
以
酬
付
︒
鬻
者
�
之
︑
Þ
命
就

取
直
︑
鬻
者
不
從
︒
﹂
と
あ
り
︑
U
揭
A
(
26
)
の
餠
肆
の
事
例
か
ら

も
窺
え
る
︒
ま
た
︑
夜
閒
營
業
の
事
例
で
は
な
い
も
の
の
︑﹃
廣
記
﹄

卷
三
八
四
︑
再
生
十
︑
阿
六
や
︑
同
︑
卷
四
〇
二
︑
寶
三
︑
鬻
餠
胡

に
も
︑
個
人
經
營
の
餠
肆
業
者
が
み
ら
れ
る
︒

(28
)

｢�
中
書
舍
人
杜
牧
少
K
逸
才
︒
⁝
⁝
會
丞
相
牛
僧
孺
出
鎭
揚
州
︒

辟
}
度
掌
書
記
︒
牧
供
職
之
外
︑
唯
以
宴
n
爲
事
︒
揚
州
®
地
也
︑

每
重
城
向
夕
︑
倡
樓
之
上
︑
常
K
絳
紗
燈
萬
數
︑
輝
羅
燿
烈
空
中
︒

九
里
三
十
步
街
中
︑
珠
ª
塡
咽
︑
邈
若
仙
境
︒
牧
常
出
沒
馳
/
其
閒
︑

無
虛
夕
︒
﹂
︒

(29
)

�
・
王
円
﹁
寄
汴
州
令
狐
相
公
﹂
(﹃
H
�
詩
﹄
卷
三
〇
〇
)
に
は
︑

﹁
水
門
向
晚
茶
商
鬧
︑
橋
市
<
|
酒
客
行
﹂
と
あ
り
︑
汴
州
の
酒
樓

が
?
夜
營
業
し
て
夜
市
が
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(30
)

�
・
岑
參
﹁
巴
南
舟
中
夜
市
﹂
(﹃
H
�
詩
﹄
卷
二
〇
〇
)︑
�
・

盧
綸
﹁
\
吉
中
孚
校
書
歸
楚
州
舊
山
﹂
(﹃
H
�
詩
﹄
卷
二
七
六
)︑

�
・
李
紳
﹁
宿
揚
州
﹂
(﹃
H
�
詩
﹄
卷
四
八
一
)︑
�
・
羅
隱
﹁
金

陵
夜
泊
﹂
(﹃
H
�
詩
﹄
卷
六
五
六
)︑
�
・
溫
庭
筠
﹁
\
淮
陰
孫
令

之
官
﹂
(﹃
H
�
詩
﹄
卷
五
八
二
)
な
ど
�
代
の
夜
市
に
言
b
し
た
詩

は
多
い
︒

(31
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
〇
下
︑
李
白
傳
に
﹁
(李
)
白
旣
嗜
酒
︑
日
與

飮
徒
醉
于
酒
肆
︒﹂
と
あ
る
こ
と
や
U
揭
A
(
28
)參
照
︒
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(32
)

妹
尾


彥
﹁
�
代
長
安
の
盛
り
場

(上
)﹂
(﹃
4
液
﹄
二
七
︑
一

九
八
六
年
)
お
よ
び
同
﹁
�
代
長
安
の
店
舖
立
地
と
街
西
の
致
富

譚
﹂
(﹃
布
目
潮
渢
ß
士
古
稀
記
念
論
集

東
ア
ジ
ア
の
法
と
社
會
﹄︑

汲
古
書
院
︑
一
九
九
〇
年
︑
#
收
)
は
︑
城
內
の
各
店
舖
の
う
ち
︑

飮
食
業
關
係
の
店
舖
が
H
體
の
´
四
割
を
占
め
︑
も
っ
と
も
多
い
と

指
摘
し
て
い
る
︒

(33
)

『�
會
v
﹄
卷
八
六
︑
市
に
も
同
樣
の
記
事
が
み
ら
れ
る
︒

(34
)

�
宋
代
の
時
刻
は
︑
季
}
に
よ
り
變
動
す
る
不
定
時
で
あ
る
た
め
︑

本
稿
で
は
正
確
な
現
在
の
時
刻
を
p
記
し
な
い
︒
�
宋
代
の
時
刻
は
︑

0
岡
武
夫
﹃
�
代
の
曆
﹄
(京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
#
索
引
â
集

委
員
會
︑
一
九
五
四
年
)︑
齊
�
國
治
﹃
日
本
・
中
國
・
�
鮮

古

代
の
時
刻
制
度

︱
︱
古
天
�
學
に
よ
る
檢
證
︱
︱
﹄
(雄
山
閣
出

版
︑
一
九
九
五
年
)︑
中
村
裕
一
﹃
中
國
古
代
の
年
中
行
事
﹄
第
三

册
・
秋

(汲
古
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
)
五
〇
・
五
一
︑
久
保
田
和
男

﹁
治
安
制
度
と
都
市
空
閒
の
¤
¥
﹂
(﹃
4
學
雜
誌
﹄
一
〇
四−

七
︑

一
九
九
五
年
︹
以
下
︑
久
保
田
一
九
九
五
年
論
�
と
略
す
︺)・
同

﹁
宋
代
の
時
法
と
開
封
の
�
﹂
(﹃
4
滴
﹄
一
七
︑
一
九
九
五
年
︑
兩

論
�
と
も
の
ち
﹃
宋
代
開
封
の
硏
究
﹄︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︑

#
收
)
參
照
︒

(35
)

『�
律
駅
議
﹄
卷
二
六
︑
雜
律
︑
犯
夜
︒

(36
)

U
揭
A
(5
)
加
�
論
�
︑
同
﹁
�
宋
時
代
の
市
﹂
(﹃
經
濟
學
硏

究
：
福
田
德
三
ß
士
h
憶
論
�
集
﹄︑
森
山
書
店
︑
一
九
三
三
年
︑

の
ち
﹃
荏
D
經
濟
4
考
證
﹄
上
︑
東
洋
�
庫
︑
一
九
五
二
年
︑
#

收
)︒

(37
)

U
揭
A
(6
)
日
野
著
書
︑
夜
市
︒
た
だ
し
︑
日
野
氏
は
﹁
天
子

(
�
宗
)
の
病
氣
に
對
し
て
輦
下
の
民
と
し
て
の
謹
愼
を
命
じ
た
も

の
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
﹃
舊
�
書
﹄
卷
十
七
下
︑
�
宗
本
紀
下
・

﹃
怨
�
書
﹄
卷
八
︑
�
宗
本
紀
・
﹃
F
治
<
鑑
﹄
卷
二
四
六
︑
�
紀
六

二
に
は
い
ず
れ
も
︑
�
宗
の
£
御
は
開
成
五

(八
四
〇
)
年
正
k
の

こ
と
と
あ
り
︑﹃
册
府
元
Á
﹄
卷
五
〇
四
に
﹁
武
宗
以
開
成
五
年
正

k
卽
位
︑
十
二
k
敕
︑
京
夜
市
宜
令
禁
斷
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
開
成

五
年
正
k
に
�
宗
が
£
御
し
て
武
宗
が
卽
位
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑

�
宗
の
喪
に
�
す
る
と
と
も
に
︑
武
宗
の
怨
政
に
お
け
る
綱
紀
肅
正

の
一
+
と
し
て
禁
令
が
發
布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

(38
)

U
揭
A
(6
)
鹽
見
論
�
︒

(39
)

宋
・
曾
杼
﹃
靈
衣
小
錄
﹄
に
も
︑﹁
正
k
十
五
日
夜
︑
許
三
夜
行
︑

金
吾

(不
)
5
禁
察
︒
其
寺
觀
b
U
後
街
巷
︑
會
v
盛
¥
燈
籠
︒
燒

燈
光
*
*
若
晝
︑
⁝
⁝
﹂
と
あ
り
︑﹃
�
會
v
﹄
卷
四
九
︑
燃
燈
︑

先
天
二

(
七
一
三
)
年
の
條
に
︑﹁
先
天
二
年
二
k

(正
k
の
6
り
)
︑

胡
僧
婆
陁
︑
�
夜
開
城
門
︑
燃
燈
百
千
炬
︑
三
日
三
夜
︒
皇
�
御
e

喜
門
︑
觀
燈
縱
樂
︑
凡
三
日
夜
︒
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
元
|
}
に

城
門
が
開
か
れ
て
夜
禁
が
解
禁
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(40
)

睿
宗
の
燃
燈
鑑
賞
の
事
例
と
し
て
は
︑
�
・
張
鷟
﹃
�
野
僉
載
﹄

卷
三
に
︑﹁
睿
宗
先
天
二
年
正
k
十
五
・
十
六
夜
︑
於
京
師
安
福
門

外
︑
作
燈
輪
高
二
十
丈
︒
⁝
⁝
燃
五
萬
盞
燈
︑
簇
之
如
花
樹
︒
⁝
⁝

妙
鯵
長
安
・
萬
年
少
女
3
千
餘
人
︑
衣
�
・
花
釵
・
媚
子
亦
稱
是
︑

於
燈
輪
下
踏
歌
三
日
夜
︑
歡
樂
之
極
︑
未
始
K
之
︒﹂
と
あ
り
︑
玄

宗
は
︑﹃
*
皇
雜
錄
﹄
卷
下
に
︑
﹁
每
正
k
~
夜
︑
印
御
勤
政
樓
︑
觀

作
樂
︒
貴
臣
戚
里
︑
官
設
看
樓
︒
﹂
と
あ
る
︒

(41
)

�
・
崔
知
賢
﹁
上
元
夜
效
小
庾
體
﹂
詩

(﹃
H
�
詩
﹄
卷
七
二
)
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﹁
今
夜
;
城
闉
︑
結
�
戲
芳
春
︒
⁝
⁝
燈
U
饒
看
人
︒
歡
樂
無
窮
已
︑

歌
舞


*
晨
︒﹂
と
あ
る
︒

(42
)

日
野
開
三
郞
﹃
續
�
代
邸
店
の
硏
究
﹄
(自
家
版
︑
一
九
七
〇
年
︑

の
ち
︑﹃
日
野
開
三
郞
東
洋
4
學
論
集
﹄
第
十
八
卷
︑
三
一
書
Þ
︑

一
九
九
二
年
︑
#
收
)
五
二
二
～
五
三
二
頁
で
︑
�
代
の
大
都
市
で

の
夜
市
が
商
業
繁
榮
に
よ
る
營
業
時
閒
の
夜
閒
e
長
と
い
う
性
質
を

帶
び
て
い
る
の
に
對
し
て
︑
草
市
に
お
け
る
夜
市
は
︑
魚
介
類
や
蔬

果
な
ど
の
早
�
賣
買
品
を
捌
く
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
が
多
い
と
指

摘
し
て
い
る
︒

(43
)

D
波
利
貞
﹁
元
|
觀
燈
﹂
(上
)(下
)(﹃
歷
4
と
地
理
﹄
一−

三
・

一−

五
︑
一
九
一
七
年
)︒

(44
)

『F
治
<
鑑
﹄
卷
一
八
一
︑
大
業
六
年
正
k
丁
丑
條
︒

(45
)

�
・
吳
兢
﹃
貞
觀
政
v
﹄
卷
二
︑
ã
諫
第
五
︑
貞
觀
四

(六
三

〇
)
年
の
給
事
中
張
玄
素
の
上
書
に
︑﹁
方
今
承
百
王
之
末
︑
屬
凋

<
之
餘
︑
必
欲
}
之
以
禮
制
︑
陛
下
宜
以
身
爲
先
︒
⁝
⁝
百
姓
承
亂

離
之
後
︑
財
力
凋
盡
︑
天
恩
含
育
︑
粗
見
存
立
︑
饑
¾
=
切
︑
生
計

未
安
︑
三
五
年
閒
︑
未
能
復
舊
︒﹂
と
あ
り
︑
ま
た
同
書
同
卷
︑
直

諫
︑
貞
觀
六

(六
三
二
)
年
の
魏
,
の
言
に
﹁
隋
氏
之
亂
︑
非
止
十

年
︒
陛
下
爲
之
良
醫
︑
除
其
疾
苦
︑
⁝
⁝
今
自
伊
︑
洛
之
東
︑
曁
乎

海
︑
岱
︑
萑
厭
巨
澤
︑
茫
茫
千
里
︑
人
烟
斷
絕
︑
雞
犬
不
聞
︒﹂
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
︑
�
初
 
に
お
け
る
隋
末
戰
亂
の
傷
跡
が
窺
え
る
︒

(46
)

中
村
裕
一
﹃
中
國
古
代
の
年
中
行
事
﹄
第
一
册
・
春

(汲
古
書
院
︑

二
〇
〇
九
年
)
二
三
四
頁
︒

(47
)

『廣
記
﹄
卷
一
九
三
︑
豪
俠
一
︑
虬
髯
客

(#
引
︑
�
・
杜
光
庭

﹃
虬
髯
傳
﹄)
に
﹁
旣
出
︑
而
虬
髯
曰
︑﹃
吾
見
之
︑
十
八
九
定
矣

⁝
⁝
某
日
午
時
訪
我
於
馬
行
東
酒
樓
下
︑
下
K
此
驢
b
一
痩
騾
﹂
と

あ
る
︒

(48
)

U
揭
A
(32
)
妹
尾
一
九
八
六
年
論
�
︑
二
六
頁
お
よ
び
同
一
九
九

〇
年
論
�
︑
二
〇
九
頁
︒

(49
)

｢北
街
當
皇
城
之
景
風
門
︑
與
尙
書
@
院
�
相
w
︑
印
與
東
市
相

連
接
︒
京
城
無
第
宅
者
︑
多
停
憩
此
︒
因
是
一
街
輻
湊
︑
-
傾
兩
市
︒

晝
夜
喧
呼
︑
燈
火
不
絕
︒
京
中
諸
坊
︑
莫
之
與
比
︒﹂︒
な
お
︑
天
寶

十
二

(
七
五
三
)
年
に
李
白
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る

(大
野
實
之
助

﹃
李
太
白
詩
歌
H
解
﹄
︑
早
稻
田
大
學
出
版
部
︑
一
九
八
〇
年
︑
二
二

頁
)
�
・
李
白
の
﹁
玩
k
金
陵
城
西
孫
楚
酒
樓
︑


+
歌
吹
︑
日
晚

乘
醉
著
紫
綺
裘
烏
紗
巾
︑
與
酒
客
數
人
櫂
歌
秦
淮
︑
m
石
頭
訪
崔
四

侍
御
﹂
詩

(﹃
李
太
白
H
集
﹄
卷
十
九
)
に
は
︑
金
陵
の
酒
肆
の
?

夜
營
業
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

(50
)

U
揭
A
(
6
)日
野
著
書
五
八
四
頁
︒

(51
)

U
揭
A
(32
)
妹
尾
一
九
九
〇
年
論
�
︑
一
九
四
頁
で
︑
妹
尾
氏
は
︑

玄
宗
 
以
影
︑
長
安
城
市
に
飮
食
業
店
舖
が
�
b
し
︑
飮
食
業
の
分

�
・
發
展
が
g
ん
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒

(52
)

北
宋
代
に
お
け
る
坊
制
の
£
壞
時
 
は
︑
從
來
︑
北
宋
中
 

(仁

宗
�
な
か
ば
)
と
捉
え
る
U
揭
A
(
5
)加
�
論
�
や
木
田
知
生
﹁
宋

代
の
都
市
硏
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題

︱
︱
國
都
開
封
を
中
心
と
し
て

︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
4
硏
究
﹄
三
七−

二
︑
一
九
七
八
年
)
の
說
と
︑
宋

初
に
は
す
で
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
梅
原
郁
﹁
宋
代
の
開
封
と

都
市
制
度
﹂
(﹃
鷹
陵
4
學
﹄
第
三
・
四
合
p
號
︑
一
九
七
七
年
)
お

よ
び
U
揭
A
(34
)
久
保
田
一
九
九
五
年
論
�
の
說
が
あ
る
が
︑
日
野

開
三
郞
﹁
�
宋
時
代
に
お
け
る
商
人
組
合
﹃
行
﹄
に
つ
い
て
の
再
檢
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討
﹂
(﹃
產
業
經
濟
4
硏
究
﹄
二−

一
・
二
・
三
・
四
︑
三−

一
・

二
・
三
︑
一
九
八
〇
～
一
九
八
一
年
︑
の
ち
﹃
日
野
開
三
郞
東
洋
4

論
集
﹄
第
七
卷
︑
三
一
書
Þ
︑
一
九
八
三
年
︑
#
收
)
で
は
︑
五
代

 
に
は
す
で
に
坊
制
が
£
壞
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
お
り
︑
久
保
田

氏
も
日
野
說
に
贊
同
し
て
い
る
︒
筆
者
は
日
野
・
久
保
田
兩
氏
の
說

に
從
う
︒

(53
)

U
揭
A
(34
)久
保
田
一
九
九
五
年
論
�
︒

(54
)

南
宋
・
李
燾
﹃
續
F
治
<
鑑
長
â
﹄
卷
六
︑
乾
德
三
年
四
k
壬
子
︑

﹃
宋
會
v
輯
稿
﹄
食
貨
六
七−

一
︒

(55
)

南
宋
・
王
*
淸
﹃
揮
麈
錄
﹄
後
錄
卷
六
に
︑﹁
姚
舜
*
庭
輝
知
杭

州
︑
K
老
姥
自
言
故
娼
也
︑
b
事
東
坡
先
生
︒
⁝
⁝
至
一
二
鼓
︑
夜

市
=
未
散
︒﹂
と
あ
り
︑
北
宋
代
の
杭
州
に
お
い
て
も
︑
二
u
以
影

も
夜
市
が
開
催
さ
れ
て
い
た
︒

(56
)

『夢
華
錄
﹄
卷
二
︑
東
角
樓
街
巷
に
も
︑﹁
以
東
街
北
曰
潘
樓
酒
店
︑

其
下
每
日
自
五
u
市
合
︑
買
賣
衣
物
書
畫
珍
玩
犀
玉
︒
至
0
*
︑
羊

頭
・
肚
肺
⁝
⁝
螃
蟹
・
蛤
蜊
之
類
訖
︒﹂
と
あ
り
︑
同
書
卷
二
︑
潘

樓
東
街
巷
に
は
︑﹁
潘
樓
東
去
十
字
街
︑
謂
之
土
市
子
︑
印
謂
之
竹

竿
市
︒
⁝
⁝
茶
坊
每
五
u
點
燈
︑
ß
易
買
賣
衣
�
圖
畫
花
+
領
抹
之

類
︑
至
曉
卽
散
︑
謂
之
﹃
鬼
市
子
﹄﹂
と
あ
り
︑
潘
樓
酒
店
の
下
や

潘
樓
東
街
巷
に
お
い
て
も
︑
五
u
よ
り
市
や
茶
坊
が
開
い
て
い
た
︒

(57
)

馬
行
街
の
繁
華
さ
に
つ
い
て
は
︑
南
宋
・
周
密
﹃
齊
東
野
語
﹄
卷

十
︑
多
蚊
に
も
︑﹁
蓋
蚊
乃
水
虫
#
�
︑
澤
國
故
應
爾
︒
聞
京
師
獨

馬
行
街
無
蚊
蚋
︑
人
以
爲
井
市
燈
火
之
盛
故
也
︒﹂
と
あ
る
︒

(58
)

U
揭
A
(34
)久
保
田
一
九
九
五
年
論
�
︒
w
年
︑
徽
宗
�
の
從
來

の
否
定
�
な
イ
メ
ー
ジ
を
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
代
表
�
な
硏
究
と

し
て
︑
伊
原
弘
â
﹃﹁
淸
*
上
河
圖
﹂
と
徽
宗
の
時
代

│
│
そ
し

て
輝
き
の
殘
照
﹄
(勉
D
出
版
︑
二
〇
一
二
年
)
が
あ
る
︒

(59
)

﹃
夢
粱
錄
﹄
卷
十
三
︑
夜
市
に
は
︑﹁
杭
城
大
街
︑
買
賣
晝
夜
不

絕
︑
夜
�
三
四
鼓
︑
n
人
始
稀
︑
五
鼓
鐘
鳴
︑
賣
早
市
者
印
開
店
矣
︒

⁝
⁝
亦
K
夜
市
撲
賣
果
子
糖
等
物
︑
⁝
⁝
如
頂
盤
擔
架
賣
市
食
︑
至

三
u
不
絕
︒
﹂
と
あ
り
︑﹃
都
城
紀
®
﹄
市
井
に
は
︑﹁
其
餘
坊
巷
市

井
︑
買
賣
關
撲
︑
酒
樓
歌
館
︑
直
至
四
鼓
後
方
靜
︑
而
五
鼓
�
馬
將

動
︑
其
K
趁
賣
早
市
者
︑
復
起
開
帳
︒﹂
と
あ
る
︒

(60
)

『
夢
粱
錄
﹄
卷
十
六
︑
肉
鋪
に
︑
﹁
壩
北
修
義
坊
︑
名
曰
﹃
肉
市
﹄︑

巷
內
兩
街
︑
皆
是
屠
宰
之
家
︑
每
日
不
下
宰
數
百
口
︑
皆
成
邊
b
頭

蹄
等
肉
︑
俱
係
城
內
外
諸
麵
店
︑
分
茶
店
︑
酒
店
︑

鮓
店
b
盤
街

賣

肉
等
人
︑
自
三
u
開
行
上
市
︑
至
曉
方
罷
市
︒﹂
と
あ
る
︒

(61
)

『夢
華
錄
﹄
卷
六
︑
十
六
日
に
﹁
十
六
日
車
駕
不
出
︑
⁝
⁝
至
三

鼓
︑
樓
上
以
小
紅
紗
燈
毱
︑
緣
索
而
至
�
空
︑
都
人
皆
知
車
駕
�
內

矣
︒
⁝
⁝
�
v
鬧
九
子
母
殿
b
東
西
塔
院
︑
⁝
⁝
競
陳
燈
燭
︑
光
¹

爭
華
︑
直
至


旦
︒﹂
と
あ
り
︑﹃
夢
粱
錄
﹄
卷
一
︑
元
|
に
﹁
正
k

十
五
日
元
夕
}
︑
乃
上
元
天
官
賜
福
之
辰
︒
⁝
⁝
上
御
宣
德
樓
觀
燈
︑

K
牌
曰
﹃
宣
和
與
民
同
樂
﹄
︒
⁝
⁝
淸
G
嘹
亮
︑
�
可
人
聽
︑
攔
街

嬉
耍
︑
悦
夕
不
眠
︒
⁝
⁝
至
十
六
夜
收
燈
︑
舞
H
方
散
︒﹂
と
あ
る
︒

(62
)

『夢
華
錄
﹄
卷
八
︑
中
秋
に
は
︑﹁
中
秋
夜
︑
貴
家
結
I
臺
榭
︑
民

閒
爭
占
酒
樓
翫
k
︒
⁝
⁝
夜
深
遙
聞
笙
竽
之
聲
︑
宛
若
雲
外
︒
⁝
⁝

夜
市
騈
闐
︑
至
於
<
曉
︒
﹂
と
あ
り
︑
﹃
夢
粱
錄
﹄
卷
四
︑
中
秋
に
は
︑

﹁
八
k
十
五
日
中
秋
}
︑
此
日
三
秋
恰
�
︑
故
謂
之
﹃
中
秋
﹄︒
⁝
⁝

印
謂
之
﹃
k
夕
﹄︒
⁝
⁝
雖
陋
巷
貧
窶
之
人
︑
解
衣
市
酒
︑
勉
強
$

歡
︑
不
肯
虛
度
︒
此
夜
天
街
賣
買
︑
直
至
五
鼓
︑
玩
k
n
人
︑
婆
娑
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於
市
︑
至
曉
不
絕
︒
蓋
金
吾
不
禁
故
也
︒﹂
と
あ
る
︒
�
代
に
は
中

秋
}
は
ま
だ
存
在
し
な
い
が
︑﹁
花
�
k
夕
﹂
が
あ
り
︑
中
村
喬
氏

は
︑﹁
花
�
k
夕
﹂
の
U
驅
�
な
も
の
が
中
�
 
に
は
成
立
し
て
い

た
と
述
べ
る
が

(﹃
續
中
國
の
年
中
行
事
﹄︑
0
凡
社
︑
一
九
九
〇

年
)︑
中
村
裕
一
氏
は
九
世
紀
初
頭
と
指
摘
し
て
い
る

(U
揭
A

(34
)中
村
著
書
︑
八
k
︑
二
七

一
五
日
︑
觀
k
)︒

(63
)

『夢
華
錄
﹄
卷
十
︑
除
夕
に
﹁
是
夜
︑
禁
中
爆
竹
山
呼
︑
聲
聞
于

外
︒
士
庶
之
家
︑
圍
爐
團
坐
︑


旦
不
寐
︑
謂
之
﹃
守
歲
﹄︒﹂
と
あ

り
︑﹃
夢
粱
錄
﹄
卷
六
︑
除
夜
に
﹁
是
夜
︑
禁
中
爆
竹
嵩
呼
︑
聞
於

街
巷
︒
⁝
⁝
圍
爐
團
坐
︑
*
酒
唱
歌
︑
鼓
□
□
□
□
□
□
謂
之
﹃
守

歲
﹄︒﹂
と
あ
る
︒

(64
)

�
宋
代
の
食
�
�
に
關
し
て
は
︑
篠
田
瓜
﹃
中
國
食
物
4
﹄
(柴

田
書
店
︑
一
九
七
四
年
)︑
同
﹃
中
國
食
物
4
の
硏
究
﹄
(八
謁
書
Þ
︑

一
九
八
八
年
)︑
陳
洩
*
﹃
�
宋
飮
食
�
�
發
展
4
﹄
(臺
灣
學
生
書

局
︑
一
九
九
五
年
)︑
黎
虎
2
â
﹃
漢
�
飮
食
�
�
4
﹄
(北
京
師
範

大
學
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
)︑
徐
海
榮
2
â
﹃
中
國
飮
食
4
﹄

(三
)(四
)(華
夏
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
)︑
王
利
華
﹃
中
古
華
北
飮

食
�
�
�
變
�
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑
中
村

喬
﹃
宋
代
の
料
理
と
食
品
﹄
(中
國
藝
�
硏
究
會
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑

王
賽
時
﹃
�
代
飮
食
﹄
(齊
魯
書
社
︑
二
〇
〇
三
年
)︑
西
澤
治
彥

﹃
中
國
食
事
�
�
の
硏
究

︱
︱
食
を
め
ぐ
る
家
族
と
社
會
の
歷
4

人
類
學
︱
︱
﹄
(風
K
社
︑
二
〇
〇
九
年
)︑
劉
樸
兵
﹃
�
宋
飮
食

�
�
比
�
硏
究
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)︑
中
林

廣
一
﹃
中
國
日
常
食
4
の
硏
究
﹄
(汲
古
書
院
︑
二
〇
一
二
年
)
な

ど
の
硏
究
が
あ
る
︒

(65
)

�
代
の
酒
店
・
酒
肆
は
︑
U
揭
A
(
6
)日
野
著
書
︑
(5
)酒
店
と

酒
肆
・
酒
家
・
酒
戶
・
旗
亭
參
照
︒

(66
)

U
揭
A
(32
)
妹
尾
一
九
九
〇
年
論
�
︑
一
九
四
頁
お
よ
び
表
一
參

照
︒

(67
)

�
宋
代
に
お
け
る
酒
樓
・
酒
肆
・
妓
館
の
妓
女
や
女
給
は
︑
D
波

利
貞
﹁
�
宋
時
代
の
旗
亭
酒
樓
﹂
(
上
)(中
)(下
)(﹃
歷
4
と
地
理
﹄

十
八−

四
・
五
・
六
・
一
九
二
六
年
)
︑
王
書
奴
﹃
中
國
娼
妓
4
﹄

(生
活
書
店
︑
一
九
三
四
年
)
第
五
違
第
二
～
四
・
七
～
十
違
︑
岸

邊
成
雄
﹁
宋
代
の
妓
館
﹂
(﹃
東
京
大
學
敎
養
部
紀
v
﹄
十
一
︑
一
九

五
七
年
)︑
高
世
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tightened the discipline of the organization, and decided to bear responsibility if a

member fled and to compensate loses that might be incurred, they finally acquired

the “privilege of reputable merchants,” which could protect them from sudden

arrest. Third, even though Jones came into conflict with the Consular Body and the

Registrar, he was highly evaluated by the Chamber of Commerce for making rul-

ings in accordance with their views.

As a consequence, the Mixed Court did not conflict with Chinese tradition, and

rather their interdependency was one of the biggest factors in sustaining the sys-

tem.

THE NIGHT MARKET DURING THE TANG AND SONG ERAS

SHIO Takugo

While Changʼan during the Tang era was strictly controlled by the state under

the Fangshi 坊市 system, at Kaifeng and Linʼan, the capitals of the Song dynasty,

commerce and economy developed significantly, with the living standard of the

common people being greatly improved. In addition, an active urban culture, in

particular, the night market flourished, symbolized by the food culture that devel-

oped during the Song era. Previous studies have explained that the night market

arose in the late Tang era, evolved gradually along with the relaxation of the

Fangshi system, and then night businesses operated from the middle Song era with

the absence of restrictions on the time and place, leading to the flourishing of the

night market. However, the presence of the night market in the Han era has also

been confirmed. In the first section of this paper, the author makes clear that the

night market in China originated during the Han era, and points out the differing

characters of “Han-era type” and the “Tang-era type” night markets. In the sec-

ond section, he considers, on the basis of clues provided by the Lantern Festival

(元��), the date of the inception of the night market at Changʼan in the Tang era,

which was controlled by the prohibition of night businesses (夜禁). There is a

possibility that saloons (酒肆) were open late at night during the reign of Yangdi

of the Sui dynasty, and that the night market had gradually been established by the

time of the reign of Gaozong (or the later portion of the reign of Taizong). In

addition, at Kaifeng during the Northern Song dynasty, the prohibition of night

businesses from the third to the fifth watch was strictly enforced until the reign of
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Shenzong. However, during the reign of Huizong, some stores stayed open all

through the night as a consequence of the weakening of the prohibition on night

businesses in concert with a change in lifestyles, and such a situation was inherited

in Linʼan during the Southern Song dynasty. In the third section, the author exam-

ines the status of the food culture in the night markets of the Tang and Song eras.

A “Tang-era type” was a saloon-oriented (酒樓・酒肆) night market that was en-

joyed by the upper class, such as bureaucrats, scholar-officials and wealthy mer-

chants. At that time, tearooms (茶肆) and restaurants (食店) complemented the

night market, but the foods and drinks that were sold were of poor quality and

meager quantity. On the other hand, at the “the Song-era type” night market not

only saloons but also tearooms and restaurants evolved in terms of both in quantity

and quality ; this contributed to the flourishing of the restaurant business during the

Song era. At this market, a wide variety of foods, such as wheat products, meats,

seafoods, vegetables, fruits, alcoholic drinks, tea and juices, were actively traded. In

this fashion, city dwellers during the Song era enjoyed a rich food culture.

ENVOYS FOR STATE LETTERS EXCHANGED BETWEEN

THE KHITAN AND THE SONG DYNASTIES

AND ASSOCIATED RITES

FURUMATSU Takashi

Following the conclusion of the Chanyuan 澶淵 treaty in 1004, the Khitan and

the Song dynasties maintained peaceful coexistence for 120 years. In this article,

I examine the envoys for state letters (guoxin shi 國信使) who, following the

Chanyuan treaty, were sent annually between the two countries to offer congratu-

lations at the New Year, on imperial birthdays, etc. I also show that by delivering

state letters and conveying verbal messages of the emperors these envoys served

as intermediaries between the emperors of both countries and played an important

role in maintaining and renewing amicable relations between the two dynasties.

I first clarify details concerning the journeys made by the envoys. An embassy

was composed of more than one hundred people, and once they crossed the border

between the two countries and made their way to the place of residence of the

emperor of the host country, the latter lavished hospitality on them at considerable

expense. At the emperorʼs place of residence, the envoy and his party attended
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