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鳥
毛
立
女
屏
風
下
貼
文
書
の
研
究

l
l
燥
貝
新
羅
物
解
の
基
礎
的
考
察
－
l
l

東

野

治

之

鳥毛立女屏風下貼文書の研究（東野）

【
要
約
】
　
正
倉
院
蔵
の
鳥
毛
立
女
屏
風
に
は
、
下
貼
に
天
平
勝
宝
四
年
の
反
故
文
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
買
物
申
請
帳
・
買
新
羅
物
量

な
ど
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
正
倉
院
文
書
と
同
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
す
べ
て
同
じ
屏
風
の
下
貼
を
な
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
買
物
関
係
文
書

は
、
勝
宝
四
年
の
新
羅
使
節
が
も
た
ら
し
た
交
易
品
を
買
う
に
あ
た
っ
て
貴
顕
か
ら
大
蔵
省
又
は
内
蔵
寮
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
廃
棄
後
、
内
蔵
寮
か

ら
、
同
じ
中
務
省
被
管
の
内
匠
寮
又
は
画
工
司
に
払
下
げ
ら
れ
、
屏
風
の
下
鮎
に
転
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
下
貼
に
は
、
申
務
省
図
書
寮
か
ら

払
下
げ
ら
れ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
文
書
断
片
も
あ
る
。
文
書
か
ら
知
ら
れ
る
交
易
晶
の
内
容
は
、
大
別
し
て
唐
及
び
唐
を
中
継
地
と
す
る
南
海
方
面
の
物

産
と
、
新
羅
の
特
産
品
と
に
な
り
、
八
世
紀
代
か
ら
薪
三
人
が
東
シ
ナ
海
方
面
で
貿
易
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
新
羅
の
特
産
品
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
新
羅
と
の
交
渉
が
外
来
文
化
摂
取
の
上
に
果
し
た
役
割
は
、
改
め
て
注
増
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
七
巻
六
号
　
【
九
七
四
年
一
一
月

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
正
倉
院
の
鳥
毛
立
女
屏
風
は
、
奈
良
朝
の
数
少
な
い
本
格
的
な
絵
画
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
様
式
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

技
法
・
材
質
・
モ
チ
ー
フ
等
に
亘
る
詳
細
な
研
究
・
調
査
が
な
さ
れ
、
貼
付
さ
れ
た
鳥
毛
か
ら
我
国
で
の
制
作
品
で
あ
る
こ
と
、
樹
下
に
入
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
配
す
る
こ
の
よ
う
な
図
様
は
中
国
・
西
域
を
経
て
ペ
ル
シ
ャ
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ン
ド
に
ま
で
湖
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
と
こ
ろ
で
こ
の
屏
風
の
価
値
を
高
い
も
の
と
し
て
い
る
一
つ
の
理
由
は
、
本
屏
風
第
五
扇
下
貼
の
反
故
文
書
に
み
え
る
日
付
か
ら
、
そ
の
製
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作
年
代
の
上
限
を
ほ
ぼ
天
平
勝
宝
四
年
頃
に
お
さ
え
う
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
反
故
文
書
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ぼ
雷
及
さ
れ
る

に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
内
容
や
性
格
に
は
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
文
書
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
屏
風
の
製
作
事
情

を
明
確
に
す
る
手
掛
り
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
写
経
所
や
造
東
大
寺
司
の
文
書
を
中
心
と
す
る
正
倉
院
文
書
と
は
系
統
を
異
に
し
た
、
奈
良

時
代
文
書
の
具
体
例
を
加
え
る
こ
と
に
も
な
り
、
一
度
は
試
み
ら
れ
て
よ
い
仕
事
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
現
在
正
倉
院
や
尊
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

閣
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
る
一
連
の
新
羅
物
購
入
に
関
す
る
文
書
な
ど
は
、
こ
の
屏
風
の
反
故
文
書
と
一
類
で
、
下
貼
か
ら
で
た
と
み
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
れ
ら
を
綜
合
し
、
新
た
に
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
①
島
田
修
二
郎
「
鳥
毛
立
女
屏
風
」
（
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
の
絵
画
』
所
　
　
④
延
喜
内
匠
寮
式
の
用
語
で
は
、
「
中
張
」
と
い
う
べ
き
よ
う
で
あ
る
が
、
今
は

　
　
収
）
他
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慣
用
に
従
う
（
二
…
注
⑭
参
照
）
。

　
②
「
昭
和
2
8
～
3
0
年
正
倉
院
御
物
材
質
調
査
」
（
霞
陵
部
紀
要
第
八
暑
、
一
九
五
六
）
。
　
　
⑤
『
大
日
本
古
文
書
』
⇔
五
七
八
～
五
八
一
頁
、
岡
㊧
上
磯
～
五
二
貰
。
な
お
以

　
③
秋
山
光
漁
「
鳥
毛
立
慰
謝
の
姉
妹
た
ち
」
（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
～
〇
四
、
一
九
五
九
）
。
　
　
下
の
記
述
で
は
『
大
日
本
古
文
魯
』
を
大
目
古
と
略
称
す
る
。

2 （776）

二
　
下
貼
文
書
と
買
新
羅
物
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
鳥
毛
立
女
屏
風
の
下
貼
文
書
に
つ
い
て
は
、
古
く
昭
和
四
年
刊
行
の
『
正
倉
院
御
物
図
録
』
⇔
に
主
な
断
片
の
内
容
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

別
に
零
細
な
断
片
を
も
含
め
た
正
倉
院
事
務
所
撮
影
の
写
真
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
内
容
・
形
態
の
お
よ
そ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
口
絵
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

び
挿
図
）
。
後
に
文
書
1
2
1
7
～
2
0
2
7
と
し
て
掲
げ
た
の
が
そ
の
釈
文
で
あ
る
。

　
零
細
な
断
片
は
暫
く
措
き
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
て
内
容
に
も
ま
と
ま
り
の
あ
る
勝
宝
四
年
六
月
廿
六
日
付
文
書
（
第
五
扇
下
貼
）
に
つ
い

て
み
る
と
、
酋
部
は
欠
け
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

　
0
　
天
平
勝
宝
四
年
六
月
の
日
付
が
あ
る
。

　
⇔
黄
金
の
購
入
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
価
を
糸
・
綿
で
注
し
て
い
る
。

　
⇔
　
「
念
物
」
と
い
う
特
殊
な
語
が
み
え
る
。



　
⑳
　
貴
顕
の
家
令
が
署
名
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
と
類
似
の
特
徴
を
有
す
る
一
群
の
文
書
が
、
正
倉
院
・
尊
経
閣
文
庫
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。
『
大
日
本
古
文
書
』
（
編
年
）
に
「
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

物
申
請
帳
」
「
買
新
羅
物
解
」
な
ど
と
名
付
け
て
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
大
日
本
古
文
書
』
に
未
収
の
断
片
や
重
出
し
て
い

る
文
書
も
あ
る
の
で
、
写
真
を
参
照
し
て
整
理
の
上
、
本
稿
の
末
尾
に
収
録
し
て
お
い
た
（
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
文
書
に
言
及
す
る
場
合
、
そ
の
通
し

番
号
を
あ
げ
る
）
。

　
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
天
平
勝
宝
四
年
六
月
中
旬
～
下
旬
の
日
付
を
有
し
、
そ
の
内
容
は
、
香
料
・
薬
物
・
顔
料
・
染
料
・
金
属
．
器
物
．
調

度
な
ど
の
品
目
を
列
挙
し
て
、
そ
の
価
直
を
絶
・
絹
・
糸
・
綿
で
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
の
一
つ
一
つ
が
、
上
記
の
特
徴
の
す
べ
て
を
備

鳥毛立女屏風下貼文書の研究（東野）

　
・
・
位

す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
下
貼
文
書
と
同
種
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
多
言
を
要
さ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
9
に
は
、
　
「
似
前
、
可
買
新
羅
物
井
儲
価

如
前
、
謹
解
」
の
語
が
あ
り
、
新
羅
か
ら
の
舶
載
品
を

買
う
に
先
だ
っ
て
、
そ
の
品
目
と
価
直
を
報
告
し
た
文

書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
他
の
文
書
も
明
記

は
な
い
が
、
9
と
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
記
載
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

品
物
は
新
羅
よ
り
の
舶
載
品
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
文
書
に
共
通
し
て
現
れ
る
品
物
が
少
な
く
な
い

こ
と
や
、
我
国
に
産
し
な
い
品
物
の
み
え
る
こ
と
か
ら

も
推
定
で
き
る
が
（
第
四
節
に
詳
述
）
、
ま
た
5
7
1
2
1
4
1
5

3　（777）



に
み
え
る
「
念
物
」
と
い
う
語
も
そ
の
一
億
と
な
る
。
こ
の
語
は
、
正
倉
院
蔵
の
花
営
・
色
競
の
隅
に
貼
ら
れ
た
麻
布
小
片
の
墨
書
に
も

　
「
行
巻
韓
舎
価
花
髭
一

　
　
念
物
得
追
雪
」

　
「
紫
草
娘
宅
紫
称
毛
一

　
　
念
物
糸
乃
綿
乃
得

　
　
追
雪
　
今
綿
十
五
斤
小

　
　
長
七
尺
　
広
三
尺
四
寸
」

　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
み
え
る
。
こ
の
墨
書
の
文
は
本
格
の
漢
文
で
は
な
く
、
　
「
韓
舎
」
な
ど
の
語
か
ら
み
て
新
羅
の
文
字
と
癒
せ
ら
れ
て
い
る
。
念
物
の
語
義
は

　
　
　
　
　
⑨

未
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
特
殊
な
語
の
み
え
る
上
記
の
文
書
は
、
確
か
に
新
羅
の
繍
物
に
関
係
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
同
種
の
文
書
は
、
屏
風
下
貼
文
書
と
無
関
係
に
伝
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
れ
ら
も
や
は
り
元
来
は
鳥
毛
立
女
屏
風
の
下
貼

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
～
体
1
～
2
5
の
文
書
（
屏
風
下
貼
の
1
2
1
7
～
2
0
を
除
く
）
は
、
現
在
尊
経
閣
文
庫
に
あ
る
も
の
も
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
も
と
正
倉
院
に
蔵
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
受
血
院
に
文
事
本
来
の
形
で
伝
来
し
た
古
文
書
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
写
経
所
乃
璽
造
東
大
寺
司
・

東
大
寺
に
関
わ
る
文
書
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
中
央
官
司
や
国
・
郡
衙
の
文
書
が
存
す
る
場
合
も
、
反
故
文
書
が
写
経
所
や
造
東
大
寺
司
で
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

面
を
二
次
的
に
使
用
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
上
記
の
文
書
は
、
こ
の
よ
う
な
正
倉
院
文
書
の
中
に
あ
っ
て
明
ら
か
に
異
質
の
文
書

と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
が
、
写
経
所
や
造
東
大
寺
司
・
東
大
寺
と
関
係
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
た

こ
れ
ら
に
は
裏
面
を
人
工
的
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
が
全
く
み
と
め
ら
れ
な
い
。
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
外
形
的
特
微

が
み
う
け
ら
れ
る
。
即
ち
一
と
1
1
の
一
部
の
よ
う
に
、
異
な
る
二
つ
の
文
書
が
切
断
し
て
貼
継
が
れ
た
り
、
1
5
の
よ
う
に
、
一
つ
の
文
書
で
あ

っ
て
も
切
断
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
切
断
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
5
9
1
1
1
4
な
ど
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
通
り
、
傷
み
の
部
分
が 4　（778）
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単
な
る
虫
酸
や
破
れ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
状
況
を
呈
し
て
い
る
（
図
③
）
。
今
園
幸
い
に
財
経
閣
文
庫
蔵
の
七
点
に
つ
き
、
直
接
実
物
を
調
査
で
き

た
が
、
こ
れ
ら
に
も
正
倉
院
文
書
続
修
後
集
所
収
の
文
書
と
同
じ
よ
う
に
、
多
数
の
縦
搬
と
、
虫
損
・
破
損
で
は
な
く
湿
気
に
よ
る
か
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
る
特
殊
な
傷
み
が
観
察
さ
れ
た
（
図
ω
）
。
5
1
4
を
除
く
各
国
に
は
、
糊
跡
と
み
ら
れ
る
茶
褐
色
の
附
着
物
も
認
め
ら
れ
る
。
続
々
修
正
倉
院

文
書
な
ど
に
は
、
題
墨
付
の
軸
に
一
件
書
類
を
貼
り
継
い
だ
巻
子
の
帳
簿
を
み
か
け
る
が
、
こ
れ
ら
の
買
物
解
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な

形
で
伝
存
し
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
上
述
の
所
見
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
は
文
書
の
内
容
と
無
関
係
に
上
下
左
右
に
切

り
貼
り
さ
れ
、
何
か
の
下
貼
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
器
物
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
や
は
り
鳥
毛
立
女
屏
風
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
先
述
の
通
り
、
文
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

内
容
は
下
貼
の
断
片
と
全
く
共
通
し
て
お
り
、
し
か
も
1
6
2
1
～
2
5
の
断
片
な
ど
は
、
下
貼
か
ら
で
た
1
7
～
2
0
の
断
片
と
酷
似
し
た
損
傷
具
合
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

示
し
て
い
る
。
ま
た
奈
良
蒔
代
の
屏
風
は
、
屏
風
の
骨
に
張
っ
た
麻
布
に
、
下
貼
の
紙
を
直
接
糊
貼
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
書
に
糊
の
痕
跡

の
あ
る
の
と
も
よ
く
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
文
書
の
す
べ
て
が
一
扇
の
下
貼
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
本
屏
風
の
一
扇
は
、
縦
約

＝
二
六
㎝
、
横
約
五
六
・
五
㎝
で
、
横
に
つ
な
い
だ
紙
を
更
に
縦
方
向
に
五
段
つ
い
で
絵
が
画
か
れ
て
い
る
。
第
五
扇
の
場
合
、
下
貼
文
書
1
2

の
寸
法
は
未
詳
で
あ
る
が
、
比
率
か
ら
み
て
現
存
部
分
だ
け
で
も
解
約
2
0
㎝
に
近
く
、
こ
の
よ
う
な
大
き
さ
の
文
書
を
用
い
る
と
す
れ
ば
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
つ
き
一
〇
枚
を
さ
ほ
ど
こ
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
買
物
解
に
は
こ
れ
よ
り
長
い
も
の
が
ま
ま
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
買

物
解
以
外
の
文
書
も
下
貼
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
最
低
二
〇
通
近
く
あ
る
買
物
解
が
第
五
扇
の
み
に
は
ら
れ
て
い
た
と
は

思
わ
れ
ず
、
他
の
扇
に
用
い
ら
れ
て
い
た
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
鳥
毛
立
女
屏
風
の
伝
来
を
な
が
め
て
み
る
と
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
　
元
禄
六
年
の
開
封
記
録
に
、
鴨
毛
屏
風
十
二
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

（
鳥
毛
筆
書
屏
風
．
鳥
毛
貼
成
文
書
屏
風
を
さ
す
）
と
共
に
修
理
さ
れ
た
と
み
え
る
「
観
音
錦
絵
屏
風
」
が
こ
れ
に
当
る
よ
う
で
あ
る
。
鳥
毛
艶
書
屏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

風
・
鳥
毛
甲
西
文
書
屏
風
な
ど
は
、
元
禄
・
天
保
両
度
の
修
理
に
よ
っ
て
、
現
在
は
装
帳
ま
で
す
べ
て
新
補
材
と
な
っ
て
い
る
。
鳥
毛
立
女
屏

風
も
こ
れ
ら
の
例
に
も
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
表
具
が
天
保
度
の
仮
表
具
で
、
絵
に
も
第
六
扇
を
は
じ
め
こ
の
時
の
補
筆
が
多
い
こ
と
か
ら
明

5　（779）



　
　
　
　
　
⑰

ら
か
で
あ
る
。
そ
の
下
貼
も
早
く
か
ら
現
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
寛
政
四
年
に
南
都
を
お
と
ず
れ
た
屋
代
弘
賢
な
ど
は
反
故
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩

の
存
在
に
気
付
い
て
い
た
よ
う
な
ふ
し
が
あ
る
が
、
遅
く
と
も
天
保
の
修
理
時
に
は
大
部
分
が
新
劇
に
替
え
ら
れ
た
。
も
と
よ
り
推
測
の
域
を

で
な
い
が
、
は
が
さ
れ
た
下
貼
が
、
文
書
の
断
片
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
下
穿
類
と
共
に
別
に
保
存
さ
れ
、
明
治
八
年
以
後
、
葉
京
浅
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

文
庫
に
お
け
る
正
倉
院
古
文
書
の
整
理
に
際
し
、
続
修
後
集
の
一
巻
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尊
卓
越
文
庫
蔵
の
も
の
は
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

治
一
五
年
以
前
に
前
田
家
に
入
っ
て
い
た
微
増
が
あ
り
、
恐
ら
く
浅
草
文
庫
に
お
け
る
整
理
の
過
程
で
流
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

～
三
七
年
の
闘
に
発
見
さ
れ
た
第
五
扇
の
下
貼
文
書
は
、
天
保
度
の
修
理
に
剥
離
を
免
が
れ
た
当
初
の
下
貼
の
一
部
と
み
ら
れ
る
。
以
上
の
よ

う
に
解
し
な
い
限
り
、
先
述
の
よ
う
な
内
容
・
外
形
を
備
え
た
文
書
が
、
正
倉
院
に
伝
存
し
た
事
情
は
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
　
『
正
倉
院
御
物
図
録
』
⇔
第
四
二
図
解
説
。
た
だ
そ
の
立
読
に
は
誤
り
が
あ
る
。

　
な
お
以
下
の
記
述
で
は
『
正
倉
院
御
物
図
録
』
を
御
物
図
録
と
略
称
す
る
。

②
　

『
正
倉
院
の
絵
画
隔
挿
図
六
～
八
。
但
し
影
写
本
を
含
む
（
こ
の
影
写
は
文
書

　
発
見
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
。

③
2
7
は
、
『
正
倉
院
の
絵
画
㎞
挿
図
で
は
國
版
の
範
囲
外
に
な
っ
て
い
て
み
え
な

　
い
が
、
筆
者
が
正
倉
院
事
務
所
よ
り
頒
布
を
う
け
た
焼
付
で
は
、
左
端
に
あ
ら
わ

　
れ
て
い
る
（
～
二
頁
挿
図
）
。

④
　
一
…
注
⑤
参
照
。
正
倉
院
の
も
の
は
続
修
習
集
四
三
、
尊
経
閣
文
難
の
も
の
は

　
尊
経
閣
古
文
書
纂
三
、
雑
纂
文
書
の
う
ち
編
年
文
書
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
続
々
修
廻
七
一
四
の
雑
貼
中
に
、
同
類
の
断
片
が
あ
り
、
そ
の
一
都
は
大
日
古

　
⑳
一
四
五
頁
に
「
東
大
寺
使
賃
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
な
お
未
版
の
も

　
の
が
あ
る
。

⑥
従
来
、
こ
れ
ら
の
文
欝
が
一
応
し
て
新
羅
関
係
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か

　
ら
指
摘
し
た
論
考
は
、
鬼
頭
清
明
「
新
羅
と
日
本
と
の
貿
易
」
（
『
セ
ミ
ナ
ー
B
朝

　
関
係
史
』
一
、
一
九
六
九
）
を
除
い
て
な
い
。
既
に
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

　
の
か
も
知
れ
な
い
が
（
例
え
ば
小
学
館
『
臼
本
文
化
史
火
急
』
③
九
一
頁
写
真
解

　
説
）
、
一
方
に
平
城
京
の
市
で
の
買
物
と
す
る
よ
う
な
見
解
も
み
ら
れ
（
井
上
蕉

　
『
日
本
古
代
の
政
治
と
寒
教
』
…
三
八
頁
）
、
鬼
頭
幾
に
も
細
か
い
論
証
は
な
い
の

　
で
、
以
下
の
本
文
に
そ
の
根
拠
を
示
し
て
お
く
。

⑦
書
陵
部
紀
要
策
三
号
図
版
皿
八
。

⑧
藤
田
亮
策
「
脊
丘
遺
文
」
（
『
朝
鮮
学
論
考
隔
所
収
）
。
”

⑨
　
同
右
。

⑩
　
岸
俊
努
「
浮
説
備
考
二
題
」
（
糀
圏
史
論
集
白
上
所
収
）
、
皆
翔
完
～
「
光
岨
皇

　
后
願
経
五
爵
一
日
経
の
書
写
に
つ
い
て
」
　
（
『
日
本
古
代
史
論
集
』
ω
所
収
）
、
吉

　
賑
出
序
「
律
令
・
時
代
の
交
易
」
　
（
『
日
本
経
済
史
大
系
隠
e
所
収
）
。
地
方
の
文
揖
が

　
下
貼
に
転
飛
さ
れ
て
残
っ
た
例
と
し
て
、
魚
倉
の
鳥
兜
の
揚
合
が
あ
る
。
拙
稿

　
「
正
倉
院
蔵
鳥
兜
残
欠
よ
り
発
見
さ
れ
た
奈
良
懸
代
の
文
書
と
墨
画
」
　
（
ミ
ュ
ー

　
ジ
ア
ム
ニ
七
八
暑
、
一
九
七
匹
）
。

⑪
尊
経
解
文
康
蔵
の
文
書
に
つ
い
て
、
他
に
昌
に
つ
い
た
点
を
あ
げ
て
お
く
。
8

　
原
因
は
不
明
で
あ
る
が
、
7
9
1
4
に
は
、
明
瞭
な
変
色
の
あ
と
が
あ
る
（
境
目
は

　
直
線
状
）
。
⇔
2
5
7
1
0
の
下
辺
に
焦
跡
が
あ
る
。
こ
の
焦
跡
は
声
量
に
も
及
ん
で

　
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
一
連
の
文
書
に
裏
打
が
な
さ
れ
て
後
の
署
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
1
0
の
焦
跡
は
、
近
年
の
修
理
で
切
断
さ
れ
た
。
⇔
1
0
の
左
下
辺
に
み
ら
れ
る
小
片

　
は
、
1
0
本
来
の
も
の
で
は
な
い
。
鱒
2
に
記
入
さ
れ
た
員
数
の
文
字
は
、
他
の
文

　
字
と
墨
色
が
異
な
り
、
本
文
が
書
か
れ
た
後
の
記
入
と
考
え
ら
れ
る
。
㈲
2
7
に

　
は
、
日
付
の
後
に
墨
付
の
痕
跡
ら
し
ぎ
も
の
が
あ
る
。
解
読
は
不
可
能
で
あ
る
。
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⑫
　
こ
れ
も
残
存
の
文
字
か
ら
み
て
買
物
解
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

⑬
溝
口
禎
次
郎
「
奈
良
賭
代
の
騨
風
蝕
俘
に
而
て
偏
（
考
古
学
雑
誌
～
五
巻
八
号
、

　
一
九
二
五
）
。
延
喜
内
匠
寮
式
に
み
え
る
屏
風
の
製
作
竹
材
料
を
み
て
も
、
　
下
張
の

　
麻
布
の
上
に
中
張
の
紙
を
重
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
鳥
毛
立
女
盛
風
が
同

　
様
な
状
態
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
強
聴
一
雄
「
正
倉
院
絵
画
の
技
法
と
材
質
」

　
（
『
正
倉
院
の
絵
画
』
所
収
）
別
図
1
（
透
過
写
真
）
参
照
。

⑭
　
延
喜
内
匠
寮
式
で
は
、
鳥
毛
立
女
騨
風
と
寸
法
の
ほ
ぼ
等
し
い
五
尺
土
風
烹
鞘

　
に
つ
き
、
六
五
～
五
〇
枚
の
中
張
紙
を
計
上
し
て
い
る
。
一
帖
は
六
扇
で
あ
る

　
（
『
寧
楽
遺
文
臨
四
五
八
頁
）
か
ら
、
こ
の
場
合
も
一
…
溺
～
○
枚
強
の
割
合
で
あ
る
。

⑮
「
正
倉
院
御
開
封
記
草
書
」
（
続
々
群
書
類
従
雑
毛
所
収
）
。
こ
の
屏
風
の
こ
と

　
は
、
天
保
四
年
の
開
封
時
に
記
さ
れ
た
「
正
倉
院
御
宝
物
二
幅
」
（
同
上
書
所
収
）

　
に
も
、
絵
解
風
二
十
四
枚
の
う
ち
「
郭
内
六
枚
観
音
像
」
と
み
え
る
。
現
存
の
扉

　
風
に
観
音
縁
を
描
い
た
も
の
は
な
く
、
六
枚
と
い
う
員
数
よ
り
み
て
も
、
鳥
毛
立

　
女
瞬
風
が
、
白
衣
観
音
像
と
の
連
想
か
ら
、
こ
う
呼
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
　
　
『
正
倉
院
宝
物
』
北
倉
・
解
説
七
二
、
八
○
。

⑰
　
奈
良
帝
室
博
物
館
『
正
倉
院
御
物
目
録
』
北
倉
、
『
御
物
図
録
』
⇔
第
四
三
図
解
説
。

⑱
　
　
「
寺
社
宝
物
展
閲
目
録
」
（
続
々
群
書
類
従
雑
都
所
収
）
・
『
道
の
幸
』
（
孔
版
、

　
加
藤
諄
校
訂
）
に
よ
る
と
、
柴
野
渠
山
・
屋
代
弘
賢
ら
は
、
寛
政
四
年
十
二
月
、

　
東
大
寺
に
お
い
て
出
蔵
別
置
さ
れ
て
い
た
鴨
毛
夕
風
を
実
見
し
た
。
裂
毛
屏
風
は

　
書
蚕
両
様
数
十
枚
あ
り
、
画
の
方
に
は
天
平
勝
宝
三
年
十
月
の
文
字
が
あ
っ
た
と

　
い
う
。
こ
こ
に
い
う
鴨
毛
屏
風
が
、
鳥
毛
笈
…
書
騨
風
と
鳥
毛
貼
出
文
書
艀
風
の
み

　
を
さ
す
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
「
熊
毛
屏
風
書
画
両
様
な
り
、

　
い
つ
れ
も
紙
に
墨
が
き
し
て
、
鵬
の
毛
を
粘
り
た
る
が
、
年
ふ
り
て
お
ち
う
せ
、

　
墨
が
き
の
み
残
れ
り
」
　
（
『
道
の
幸
』
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
残
り
は
鳥
毛

　
立
女
屏
風
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
記
の
藏
村
は
、
現

　
存
し
な
い
下
貼
か
、
も
し
く
は
現
存
の
下
貼
文
盤
の
日
付
を
読
み
誤
っ
た
も
の
で

　
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
現
存
の
羊
昂
然
纈
屏
風
に
は
同
二
年
月
の
墨
書
が
あ
る
け

　
れ
ど
も
、
屏
風
の
材
質
が
異
な
り
、
重
工
が
こ
の
墨
書
を
云
っ
た
と
は
考
え
に
く

　
い
。
ま
た
寛
政
七
年
潤
行
の
藤
貞
幹
『
好
古
小
録
』
に
は
鴨
毛
騨
風
・
鴨
毛
下
風

　
画
の
こ
と
が
み
え
、
臼
付
の
文
言
に
も
言
及
し
て
い
る
が
刊
行
年
紀
よ
り
み
て
も
、

　
栗
出
・
弘
賢
ら
の
調
査
結
果
を
不
正
確
に
償
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
弘
賢
と
貞
幹

　
の
親
好
は
、
　
『
道
の
幸
』
に
も
み
え
る
。

⑲
　
続
修
後
集
の
整
理
は
、
明
治
八
年
か
ら
十
五
年
の
聞
に
な
さ
れ
た
。
皆
摺
由
些

　
「
正
倉
院
文
書
の
整
理
と
そ
の
写
本
」
（
『
続
日
本
古
代
史
論
叢
記
㈲
所
収
）
参
照
。

⑳
尊
経
閣
文
庫
主
事
飯
田
瑞
穂
氏
の
お
話
し
で
は
、
買
物
解
七
通
が
前
田
家
に
入

　
つ
た
経
過
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
、
左
の
よ
う
な
墨

　
誉
の
あ
る
包
紙
が
付
協
医
し
て
い
る
。

　
「
孝
謙
天
皇
御
宇

　
　
天
平
勝
宝
四
年
目
買
物
記
縢
　
八
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ら
へ
人

　
　
明
治
十
五
年
二
月
七
日
　
　
横
山
政
和
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
異
蟹
）

　
「
眼
刀
払
佃
十
五
加
十
一
二
日
月
A
灘
激
低
ム
0
来
ル
ム
刀
　
　
「
燈
靴
纂
傭
鞭
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
一
番
至
七
番
」

　
　
　
古
珍
書

　
　
　
　
天
平
勝
宝
四
年
山
ハ
達
引
隅
貝
上
ロ
寝
癖
口
録
隔
解
文
七
律
湘
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
飯
田
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
横
山
政
和
は
前
田
家
に
仕
え
た
人
物
で
あ
る
。
八

　
通
と
あ
る
の
が
、
現
存
の
文
書
の
他
溺
に
一
通
あ
っ
た
も
の
か
、
二
片
に
別
れ
た

　
文
書
を
二
通
と
数
え
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

⑳
　
帝
室
薄
物
館
で
宝
物
修
繕
に
関
係
し
た
溝
q
禎
次
郎
氏
は
、
明
治
四
五
年
に
発

　
表
し
た
「
正
倉
院
御
物
中
の
絵
画
に
っ
き
て
」
（
考
古
学
雑
誌
二
一
　
○
）
の
中
で
、

　
「
鍵
に
正
倉
院
整
理
掛
に
て
修
理
の
際
屏
風
を
解
体
し
た
る
に
、
天
平
勝
宝
閥
年

　
の
古
文
書
を
裏
張
反
夢
中
に
発
見
し
得
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
正
倉
院
整

　
理
趣
」
と
は
、
明
治
二
五
～
三
七
年
に
か
け
て
置
か
れ
て
い
た
宮
内
省
正
倉
院
御

　
物
整
理
掛
を
さ
す
（
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』
参
照
）
。
明
治
三
五
年
の
小
杉

　
柵
邸
「
寧
楽
の
宝
庫
」
で
は
、
「
こ
の
絵
は
必
ず
天
平
ご
ろ
の
も
の
に
し
て
」
と
述
べ

　
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
下
貼
文
書
の
発
児
は
お
そ
ら
く
こ
の
頃
よ
り
後
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
文
書
は
ど
の
よ
う
な
事
情
で
屏
風
の
下
貼
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
存
の
下
貼
文
書
の
中
心
を
な
す
買
物
解
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
新
羅
の
物
品
を
購
入
す
る
に
つ
い
て
そ
の
予
定
品
浸
と
錆
壁
を
注
申
し
た

文
書
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
日
付
が
勝
宝
四
年
六
月
に
集
中
す
る
の
は
、
同
年
に
お
け
る
新
羅
使
節
の
来
朝
と
無
関
係
で
は
な
い
。
続
日
本
紀
同

年
閏
三
月
己
巳
（
二
十
二
日
）
条
に
よ
る
と
、
新
羅
王
子
金
紫
廉
・
貢
調
使
大
使
金
喧
以
下
七
百
余
人
が
大
宰
府
に
至
っ
た
こ
と
が
み
え
、
大
仏

開
眼
を
は
さ
ん
で
六
月
己
丑
（
十
四
日
）
に
拝
朝
し
て
い
る
。
使
節
は
六
月
丁
酉
（
二
十
二
日
）
、
大
安
寺
・
東
大
寿
で
雪
仏
し
、
七
月
戊
辰
（
二
十

四
臼
）
、
難
波
館
に
お
い
て
物
を
賜
わ
っ
た
の
を
最
後
に
続
紀
か
ら
み
え
な
く
な
る
か
ら
、
こ
れ
以
後
ま
も
な
く
帰
国
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
買
物

解
の
日
付
は
、
ほ
ぼ
こ
の
使
節
の
上
京
期
閾
と
符
合
す
る
。

　
こ
の
頃
の
新
羅
使
は
、
外
交
使
節
で
あ
る
反
面
、
商
質
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。
内
藤
需
輔
氏
や
末
松
思
慮
氏
は
、
新
羅
使
の
人
数

が
天
平
後
半
か
ら
に
わ
か
に
増
え
は
じ
め
る
こ
と
に
注
目
し
、
新
羅
使
節
の
来
朝
目
的
に
貿
易
が
大
き
な
比
重
を
占
め
は
じ
め
た
徴
と
さ
れ
て

　
①

い
る
。
続
日
本
紀
神
護
景
雲
二
年
十
月
甲
子
（
二
十
四
日
）
条
に
よ
れ
ば
、

　
　
賜
左
右
大
臣
大
宰
綿
各
二
万
屯
、
大
納
言
誰
・
弓
削
御
子
朝
臣
清
人
各
一
万
屯
、
従
二
位
文
室
真
入
掛
三
六
千
屯
、
中
務
卿
従
三
位
文
室

　
　
真
人
大
市
・
式
部
卿
従
三
位
石
上
朝
臣
宅
嗣
四
千
屯
、
正
際
桁
下
伊
福
部
女
王
一
千
屯
、
為
買
新
羅
交
罵
言
也

と
あ
っ
て
、
新
羅
と
交
易
す
る
た
め
、
左
右
大
臣
以
下
に
大
宰
府
の
綿
が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
推
測
は
正
し
い
と
思
わ

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
る
。
平
安
初
期
の
例
に
よ
る
と
、
唐
・
新
羅
と
の
交
易
は
、
大
体
官
使
な
ら
び
に
王
臣
家
の
使
者
が
大
宰
府
に
派
遣
さ
れ
て
行
わ
れ
た
が
、

景
雲
二
年
に
特
に
大
宰
府
の
綿
を
賜
わ
っ
た
の
は
、
大
宰
府
に
交
関
用
の
財
源
を
儲
聾
し
て
お
く
こ
と
が
、
同
様
な
事
情
か
ら
便
利
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
め
で
あ
ろ
う
。
天
平
十
年
・
同
十
四
年
な
ど
、
使
節
が
大
宰
府
で
暫
く
滞
在
し
た
の
ち
放
言
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
で
も
、
貢
調
使
と
は
認
定

せ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
、
あ
な
が
ち
交
易
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
勝
宝
四
年
に
は
使
節
入
京
の
こ
と
が
あ
り
、
事
情
は
や
や
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異
な
る
け
れ
ど
も
、
交
易
が
双
方
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
買
物
解
は
、
新
羅
使
の
も
た
ら
し
た
交
易

物
を
私
的
に
購
入
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
買
物
解
の
提
出
者
は
、
ほ
ぼ
五
位
以
上
の
貴
族
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
署
名
部
分
の
残
る
1
2
6
8
1
0
1
1
1
2
1
3
試
合
い
て
み
る

と
、
肩
書
不
明
の
1
0
を
除
き
、
他
の
七
通
に
は
、
知
家
事
蕃
人
・
右
大
舎
人
・
事
業
・
左
大
舎
人
・
家
令
・
従
・
少
書
吏
・
散
位
寮
散
位
が
署

名
し
て
い
る
。
糸
・
綿
の
支
出
額
か
ら
し
て
も
、
彼
ら
自
身
が
購
入
申
請
者
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
当
時
は
四
晶
以
上
の
親
王
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

び
三
位
以
上
の
臣
に
家
令
以
下
の
職
員
を
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
、
資
人
・
事
業
は
五
位
以
上
の
臣
と
中
納
言
以
上
に
賜
う
定
め
で
あ
っ
た
。
資

人
・
事
業
・
家
令
の
場
合
、
真
の
申
講
者
は
、
そ
の
本
主
た
る
五
位
以
上
の
有
位
者
と
解
さ
れ
る
。

　
問
題
は
、
大
舎
入
や
散
位
寮
の
散
位
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
、
宮
人
予
備
軍
と
し
て
諸
官
司
の
雑
事
務
に
従
事
す
る
例

　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
多
く
、
彼
ら
が
官
司
の
買
物
を
代
行
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
理
解
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
や
は
り
不

適
当
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
の
ち
に
も
詳
述
す
る
と
お
り
、
政
府
関
係
の
交
関
な
ら
ば
、
私
人
に
先
だ
ち
、
大
蔵
省
・
内
蔵
寮
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
買
物
の
内
容
も
、
私
の
買
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
1
5
1
1
と
差
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
舎
人
や
散
位
は
、

何
ら
か
の
関
係
で
、
特
定
の
家
の
買
物
申
講
を
代
行
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
は
、
家
司
を
置
く
地
位
に
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

購
入
品
を
他
と
比
較
す
れ
ば
、
や
は
り
四
位
・
五
位
程
度
の
地
位
に
は
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
渤
海
や
唐
商
人
と
の
交
易
に
関
す
る
後
代
の
法
令
に
は
、
王
臣
家
の
使
者
が
禁
を
犯
し
て
交
易
す
る
こ
と
を
難
じ
た
も
の
が
多
い
。
1
0
に

「
斎
宮
飯
高
嶋
□
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
人
物
が
本
主
に
替
っ
て
文
案
を
な
し
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
上
述
の
人
々
も
単
に
文
案
を

な
し
た
だ
け
で
な
く
、
交
易
の
実
務
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
直
接
買
物
解
の
提
出
者
と
し
て
名
の
み
え
る
小
槻
山
立
広
虫
・
大
石
（
欠
名
）
・
中
臣
伊
勢
連
大
津
の
三
名
は
、
み
な
五
位
以
上
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

位
者
で
、
　
癒
申
請
者
本
人
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
位
置
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
買
物
解
の
大
部
分
は
、
貴
族
の
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
が
、
特
定
の
家
に
結
び
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
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思
い
の
至
愛
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
1
2
の
み
は
藤
原
北
家
の
提
出
に
な
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
書
に
家
令
と
し
て
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
る
太
田
広
人
は
、
勝
才
六
年
三
月
と
同
八
年
五
月
の
隠
家
牒
に
正
六
位
上
行
家
令
と
し
て
み
え
、
湖
っ
て
は
天
平
十
二
年
七
月
の
啓
に
、
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

家
の
国
人
と
考
え
ら
れ
る
石
村
布
勢
麻
呂
と
連
署
し
て
い
る
か
ら
、
勝
宝
四
年
六
月
当
隠
、
既
に
北
家
の
家
令
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
だ
勝
宝
四
年
当
時
の
北
家
は
従
三
位
永
手
の
時
代
で
あ
っ
て
、
聖
書
吏
を
置
く
に
ふ
さ
わ
し
い
工
位
の
有
位
者
は
存
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点

疑
聞
は
残
る
が
、
或
い
は
そ
れ
は
、
房
前
が
死
後
正
｝
位
左
大
臣
を
追
贈
さ
れ
た
事
実
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
房
前
の
家
に
は
、
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
死
後
も
資
人
が
お
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。
房
前
は
不
比
等
の
息
と
し
て
、
不
老
愚
な
き
の
ち
の
朝
廷
に
重
き
を
な
し

た
功
臣
の
一
人
で
あ
り
、
死
後
、
右
大
臣
の
相
惚
位
階
正
二
位
に
准
じ
て
家
司
を
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
さ
て
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
買
物
解
の
提
出
先
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
蕃
客
と
の
交
関
に
関
す
る
律
令
な
ら
び
に
式
の
規
定
は
一
応
の
手

掛
り
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ま
ず
律
令
で
は
、
関
市
令
蕃
客
条
に
、
蕃
客
が
初
め
て
関
に
入
っ
た
日
に
、
そ
の
所
有
物
を
検
す
べ
き
こ
と
が
み
え
、
同
令
官
司
条
と
律
に

は
、
官
司
に
先
だ
っ
て
私
的
に
交
易
す
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
令
条
に
つ
い
て
は
、
令
義
解
に
も
ほ
と
ん
ど
注
釈
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
方
力
〕

他
に
関
連
す
る
条
文
も
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
年
の
発
見
に
か
か
る
古
本
令
私
記
に
は
、
蕃
客
条
に
つ
い
て
「
乙
云
、
蕃
客
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

物
、
始
日
検
校
□
郭
者
」
、
官
司
条
に
つ
い
て
「
□
宮
司
未
傭
価
之
前
、
私
市
交
莫
為
也
」
と
い
う
注
が
あ
る
。
古
本
令
私
記
の
注
釈
は
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

く
現
実
を
無
視
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
、
い
ま
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
蕃
客
の
所
麿
物
と
は
い
っ
て
も
、
主
と
し
て
「
方
物
」
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

貨
物
の
掌
握
が
は
か
ら
れ
、
交
易
に
つ
い
て
は
、
価
格
管
理
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
唐
紅
の
規
定
や
平
安
初
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

新
羅
交
譲
物
に
関
す
る
政
令
か
ら
も
類
推
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
常
識
的
に
み
て
も
、
貿
易
の
管
理
を
た
て
ま
え
と
す
る
か
ら
に
は
当
然
の
こ

　
　
　
　
⑳

と
と
い
え
る
。

　
一
方
官
が
交
易
す
る
際
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
延
喜
大
蔵
省
式
に
、
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凡
蕃
客
来
朝
応
交
愚
論
、
丞
録
史
生
斎
蔵
部
門
長
等
赴
客
館
、
与
内
蔵
寮
共
晶
関
、
節
録
色
隆
申
宮
、
其
薫
物
、
策
緬
一
百
疋
、
調
綿
一

　
　
千
屯
、
銭
研
貫
文
、
若
有
残
者
同
申
返
上
、

と
あ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
蕃
客
と
の
貿
易
は
、
大
蔵
省
と
内
蔵
寮
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
政
府
が
先
買
権
を
も
っ
て
貿
易
管
理
を
行
う
以
上
、
政
府
と
し
て
は
私
人
の
買
物
に
つ
い
て
も
、
直
接
事
に
あ
た
る
大
蔵
省
又

は
内
蔵
寮
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
記
載
に
繁
簡
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
存
の
買
物
解
は
、

大
体
に
お
い
て
こ
の
目
的
に
資
す
る
た
め
官
に
提
出
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
費
顕
の
買
物
解
の
提
出
先
と
し
て
、
中

央
官
司
以
外
の
対
象
は
考
え
に
く
い
こ
と
、
買
物
解
に
は
、
「
以
前
応
買
物
激
昂
価
直
物
等
数
申
送
上
件
」
（
1
0
）
と
か
「
申
請
応
対
物
事
」
（
1
1
）

な
ど
と
あ
っ
て
、
最
前
の
前
に
購
入
予
定
品
目
と
価
を
注
申
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
1
0
の
末
尾
に
別
筆
で
「
以
六
月
廿
四
日
勘
定
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
如
く
、
注
申
内
容
が
監
査
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
推
測
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
そ
の
提
出
先
が
大
蔵
省
で
あ
っ
た
か
内
蔵
寮
で
あ
っ
た
か
は
、
に
わ
か
に
決
め
に
く
い
。
い
ま
は
そ
れ
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
こ
こ

で
下
貼
の
中
に
あ
る
買
物
解
と
は
別
種
の
文
書
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
先
に
も
少
し
く
ふ
れ
た
が
、
第
五
扇
に
は
、
勝
宝
鰭
年
の
買
物
解
の
他
に
、
2
7
に
あ
げ
た
断
片
が
存
す
る
。
こ
れ
は
、
　
「
麻
紙
」
と
い
う
文

字
か
ら
察
す
る
と
、
お
そ
ら
く
続
修
後
集
四
三
に
買
物
解
の
断
片
と
交
っ
て
貼
付
さ
れ
て
い
る
2
6
の
断
片
に
対
応
す
る
文
書
で
あ
ろ
う
。
双
方

を
併
せ
考
え
る
と
、
内
容
は
用
紙
又
は
経
論
の
種
類
・
巻
数
な
ど
に
関
す
る
よ
う
で
あ
る
。
一
般
の
正
倉
院
文
書
と
異
な
っ
て
、
皇
后
宮
職
・

東
大
寺
の
写
経
所
文
書
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
れ
以
外
で
こ
の
よ
う
な
文
書
の
作
製
さ
れ
る
場
所
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
内

典
外
典
の
校
写
・
装
横
を
職
務
と
し
た
図
書
寮
か
、
寺
院
・
貴
顕
の
宅
に
あ
っ
た
写
経
所
が
あ
げ
ら
れ
る
。
買
物
解
の
方
は
官
に
提
出
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
の
で
、
強
い
て
い
え
ば
鵠
所
は
図
雷
寮
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
（
た
と
え
寺
院
・
貴
族
の
写
経
所
の
文
書
と
し
て
も
、
図
書
寮
な
ど

の
官
庁
宛
と
思
わ
れ
る
）
。
　
た
だ
文
書
の
内
容
が
あ
ま
り
に
零
細
で
、
出
所
を
確
定
す
る
決
め
手
は
な
く
、
当
面
の
問
題
を
解
決
す
る
有
力
な
手

掛
り
と
は
な
し
え
な
い
。
そ
こ
で
視
点
を
か
え
て
、
騨
風
の
製
作
場
所
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
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屏
風
の
下
貼
に
、
宮
に
提
出
さ
れ
た
買
物
解
の
反
故
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
屏
風
の
製
作
が
、
中
央
の
官
司
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
物

語
る
で
あ
ろ
う
。
反
故
文
書
が
全
く
私
的
な
場
所
へ
払
下
げ
ら
れ
る
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
般
的
に
み
て
、
文
書
を
払
下
げ
た

機
関
と
払
下
げ
を
受
け
た
機
関
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
皇
后
宮
職
の
反
故
文
書
が
、
そ
の
管
下
の

写
経
所
ひ
い
て
は
そ
の
後
身
た
る
金
光
明
寺
・
菓
大
寺
の
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
事
実
や
、
不
用
と
な
っ
た
東
大
寺
関
係
の
各
種
の
公
文
書
が
、

安
都
雄
足
や
下
道
主
と
い
っ
た
官
人
と
の
つ
な
が
り
で
、
造
東
大
寺
司
に
よ
る
石
山
院
造
営
の
際
二
次
的
に
利
用
さ
れ
た
如
き
は
そ
の
好
例
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
鳥
毛
立
女
屏
風
の
製
作
場
所
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
書
の
提
出
先
に
つ
い
て
も
示
唆
を
う
る

可
能
性
が
あ
る
。

　
奈
良
時
代
の
中
央
官
司
の
う
ち
、
ど
こ
が
騨
風
の
製
作
な
ど
に
関
与
し
た
か
は
明
証
が
な
い
。
し
か
し
延
喜
内
匠
寮
式
に
よ
る
と
、
内
匠
寮

が
工
人
を
統
率
し
て
屏
風
を
製
作
し
て
お
り
、
屏
風
絵
や
そ
の
他
の
装
飾
画
も
こ
こ
で
仕
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
内
匠
寮
は
、
神
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

五
年
八
月
、
中
務
省
に
置
か
れ
た
大
宝
令
制
に
な
い
官
司
で
、
そ
の
職
員
に
は
「
雑
色
匠
手
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
天
平
十
七
年
八
月
十
七
日

　
　
　
　
　
㊧

付
の
内
匠
寮
解
に
よ
る
と
、
金
銀
銅
鉄
甲
・
木
石
工
瓦
歯
筆
墨
手
・
織
錦
綾
羅
手
・
織
柳
箱
手
・
国
本
・
造
菩
薩
司
匠
な
ど
の
存
在
が
確
認
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
る
。
画
師
・
画
工
が
配
属
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
同
三
年
に
お
け
る
画
工
司
の
廃
止
統
含
以
後
で
あ
ろ
う
が
、
奈
良
時
代
に
あ
っ

て
も
屏
風
本
体
の
製
作
や
表
具
な
ど
は
こ
こ
で
行
わ
れ
た
と
み
て
差
支
え
は
な
か
ろ
う
。
屏
風
絵
や
装
飾
画
に
は
、
お
そ
ら
く
画
工
司
の
画
師

・
画
工
が
参
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
烏
毛
立
女
屏
風
が
幕
営
工
房
の
製
作
品
と
す
れ
ば
、
関
係
す
る
官
司
は
、
中
務
省
の
内
匠
寮

・
画
工
司
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
先
に
買
物
解
の
提
出
先
の
一
候
補
…
と
し
た
内
蔵
寮
や
、
2
6
2
7
の
帰
属
す
べ
き
官
司
と
し
て
想
定
し
た
図
書
寮
が
、

内
匠
寮
・
画
工
司
と
共
に
中
務
省
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
文
書
の
保
管
先
と
屏
風
の
製
作
場
所
と
い
う
二
方
面
か
ら
の
推
定
が
、
期
せ
ず
し

て
中
務
省
の
被
管
官
司
に
結
び
つ
い
て
く
る
の
は
偶
然
と
し
て
却
け
ら
れ
ぬ
側
面
を
も
つ
。
こ
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
下
貼
の
買
物
解
と
写
経

関
係
の
文
書
は
、
夫
々
内
蔵
寮
と
図
書
寮
で
反
故
と
さ
れ
た
後
、
同
じ
中
務
省
被
管
の
内
匠
寮
又
は
画
工
司
に
払
下
げ
ら
れ
た
と
判
断
す
べ
き
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よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
体
平
安
初
期
の
例
に
よ
る
と
、
渤
海
使
節
な
ど
の
も
た
ら
し
た
貨
物
を
交
関
す
る
際
、
中
心
と
な
っ
て
事
を
処
理
し
て
い
る
の
は
内
蔵
寮

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺

で
あ
る
。
内
蔵
寮
の
機
能
は
平
安
初
期
に
拡
充
を
み
た
の
で
、
こ
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
奈
良
時
代
に
も
あ
て
は
ま
る
と
は
に
わ
か
に
い
え
な
い

が
、
少
な
く
と
も
同
一
が
交
々
の
実
務
に
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
買
物
解
の
提
出
先
そ
の
も
の
は
、
或
い
は
大
蔵
省
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
内
蔵
寮
に
転
送
さ
れ
る
こ
と
は
充
分
予
想
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
内
匠
寮
や
画
工
司
が
、
造
物
に
必
要
な
材
料
の
支
給
を
通
じ
て
、
内
蔵
寮
・
図
書
寮
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
画
工
司
は
、
顔
料
や
紙
を
大
蔵
省
・
内
蔵
寮
・
図
書
寮
か
ら
受
け
る
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。
内
匠
寮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
令
外
官
で
あ
る
の
で
、
推
測
の
他
は
な
い
が
、
金
属
そ
の
他
の
材
料
を
貯
備
し
て
い
た
微
証
が
あ
り
、
画
工
司
の
場
合
と
同
様
に
考
え
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
よ
り
み
て
も
、
内
蔵
寮
や
図
書
寮
か
ら
、
内
匠
寮
・
画
工
司
の
い
ず
れ
か
に
反
故
文
書
が
払
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
推

定
は
不
自
然
で
な
か
ろ
う
。

　
上
記
の
考
察
か
ら
導
か
れ
た
事
実
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
O
　
鳥
毛
立
女
屏
風
第
五
扇
の
下
貼
に
は
、
買
物
解
と
経
論
の
書
写
に
関
す
る
文
書
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
⇔
　
買
物
解
は
、
正
倉
院
と
尊
経
閣
文
庫
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
勝
宝
四
年
の
買
新
羅
物
解
と
同
種
の
文
書
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
も
、

　
　
元
来
鳥
毛
立
女
屏
風
の
下
貼
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
買
物
解
は
、
勝
宝
四
年
六
月
の
新
羅
使
入
朝
に
際
し
、
貴
顕
の
家
か
ら
、
購
入
予
定
の
新
羅
物
の
種
類
・
愚
直
を
注
し
て
大
蔵
省
乃
至

　
　
内
蔵
寮
に
報
告
し
た
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
四
　
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
そ
の
後
内
蔵
寮
か
ら
、
同
じ
中
務
省
被
管
の
内
匠
寮
に
反
故
と
し
て
払
下
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
製
作
さ
れ
た
鳥
毛
立

　
　
女
屏
風
の
下
貼
に
転
用
さ
れ
た
。

㈲
　
経
論
の
書
写
に
関
す
る
文
書
は
、
お
そ
ら
く
本
来
図
書
寮
の
文
書
で
あ
っ
て
、
買
物
解
と
同
様
の
経
路
を
た
ど
っ
て
屏
風
の
下
貼
に
な
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つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
結
果
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
下
貼
文
書
（
買
薪
羅
物
思
）
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
う
る
だ
け
で
な
く
、
鳥
毛
立
女
屏
風
そ
の
も
の
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
が
官
営
工
房
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
推
定
で
き
る
。
従
来
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
は
、
漠
然
と
画
工
司
の
画
師
の
筆
に
な
る
作
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
ど
と
考
え
る
説
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
こ
の
屏
風
が
勝
宝
期
の
官
営
工
房
の
作
品
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
他
に

確
か
な
作
例
が
な
い
だ
け
に
、
当
代
の
絵
画
・
工
芸
技
術
を
考
え
る
上
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
思
う
。
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①
　
内
藤
偬
凹
輔
「
叛
羅
人
の
海
上
活
動
に
つ
い
て
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
隔
所
収
、
｛
九

　
二
八
）
、
末
松
保
和
「
日
韓
関
係
」
（
旧
版
岩
波
講
座
『
臼
本
歴
史
』
、
　
九
三
三
、

　
の
ち
『
日
本
上
代
史
管
見
幽
に
再
録
）
。
な
お
勝
宝
四
年
の
新
羅
の
上
表
文
に
は
使

　
節
の
数
を
三
七
〇
余
人
と
す
る
の
に
、
実
際
来
朝
し
た
人
員
が
七
菖
余
人
で
あ
っ

　
た
の
も
、
商
人
の
参
加
を
示
駿
す
る
。
天
平
十
五
年
以
後
、
薪
羅
使
が
し
ば
し
ば

　
調
（
み
つ
ぎ
）
の
称
を
や
め
て
「
土
筆
」
な
ど
に
か
え
た
　
面
に
は
、
貿
易
を
優

　
先
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ワ
？
つ
。

②
　
豊
野
本
紀
の
同
年
同
月
庚
午
の
条
に
、
「
皇
図
口
叩
井
上
内
親
王
大
宰
綿
｝
万
屯
」

　
と
あ
る
の
も
、
甲
子
条
と
局
じ
意
味
の
措
置
で
あ
ろ
う
。

③
盆
代
実
録
仁
和
元
年
十
月
廿
B
条
及
び
森
克
己
「
日
宋
貿
易
の
研
究
」
七
穴
買
。

④
　
続
紀
博
く
平
し
T
年
正
黒
黒
廻
・
囲
同
山
崩
門
月
言
論
、
　
天
平
十
四
年
二
帰
戊
富
ハ
（
三
日
）
・

　
同
月
福
建
（
五
日
）
の
各
条
。

⑤
家
令
職
員
令
・
軍
防
令
給
帳
内
条
・
続
紀
養
老
三
年
十
二
月
庚
寅
条
。
知
家
事

　
は
令
そ
の
他
に
規
定
を
み
な
い
が
、
家
令
に
准
ず
る
職
で
あ
る
。
渡
辺
直
彦
「
家

　
令
に
つ
い
て
」
　
（
日
本
歴
史
二
〇
一
号
、
一
九
六
五
）
参
照
。

⑥
井
上
薫
「
ト
ネ
リ
禰
度
の
一
考
察
」
（
『
臼
田
古
代
の
政
治
と
宗
激
』
所
収
）
。

⑦
鬼
頭
清
明
前
掲
論
文
。

⑧
注
⑧
所
掲
の
外
、
天
長
五
年
正
月
二
日
官
符
・
延
警
三
年
八
月
一
日
官
符
（
類

　
聚
三
代
格
所
収
）
。

⑨
小
槻
山
君
難
曲
は
、
采
女
出
身
の
女
官
、
天
平
八
年
の
内
侍
司
牒
（
大
出
田
②

　
八
頁
）
に
、
粟
太
采
女
従
八
位
上
と
し
て
初
見
す
る
。

　
　
大
石
は
、
勝
宝
二
年
正
月
乙
巴
に
正
六
位
上
か
ら
外
車
五
位
下
に
貸
せ
ら
れ
た

　
大
石
村
主
真
人
か
（
『
日
本
古
代
入
名
辞
典
』
②
）
。

　
　
中
臣
研
勢
連
大
津
は
、
文
書
で
は
中
臣
の
「
中
」
が
欠
け
、
　
「
臣
レ
が
か
ろ
う

　
じ
て
判
読
で
き
る
。
平
城
宮
跡
で
、
養
老
・
神
亀
の
年
号
を
も
つ
木
簡
と
と
も
に

　
出
土
し
た
木
簡
に
「
従
八
位
三
芳
勢
至
大
津
」
と
あ
る
の
は
こ
の
人
ら
し
く
（
「
平

　
城
宮
出
十
…
木
簡
概
報
⑤
」
六
買
）
、
天
平
十
九
年
十
月
丙
辰
に
申
臣
伊
勢
連
の
姓
を

　
賜
わ
り
、
勝
宝
元
年
五
月
戊
辰
に
外
従
五
位
下
と
な
っ
て
い
る
（
続
日
本
紀
）
。
な

　
お
木
簡
に
つ
い
て
は
、
鬼
頭
清
明
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

　
　
買
物
申
請
者
に
闘
了
し
て
附
言
す
る
と
、
不
明
の
も
の
の
中
に
は
、
寺
院
か
ら

　
提
出
さ
れ
た
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
後
述
の
よ
う
に
、

　
こ
れ
ら
の
文
書
は
官
司
宛
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
寺
院
提
嵐
の
文
霞
で
あ
れ
ば
、

　
牒
の
形
式
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
下
貼
文
型
で
は
、
知
ら
れ
る
限
り
み
な

　
解
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

⑩
大
ヨ
古
③
六
四
八
・
㈹
一
〇
四
・
鱒
一
八
三
頁
。

⑧
大
賢
古
⑦
四
九
一
買
。

⑫
大
臼
古
②
一
七
〇
頁
。

⑬
　
1
2
の
署
名
に
み
え
る
口
従
は
、
必
ず
し
も
一
品
・
｝
位
家
に
の
み
置
か
れ
る
大
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従
又
は
少
従
と
解
さ
な
く
て
よ
い
。
勝
宝
五
年
八
月
及
び
十
二
月
の
大
納
言
藤
漂

　
酒
毒
に
「
家
従
」
の
称
呼
が
み
え
る
（
大
日
古
③
六
四
六
頁
、
¢
〇
九
七
頁
）
。

⑭
藤
漂
不
比
等
の
揚
合
も
、
死
後
資
人
が
存
鐙
さ
れ
て
い
た
。
続
紀
神
亀
四
年
十

　
月
露
成
条
。

⑬
延
喜
三
年
八
月
一
日
官
符
（
三
代
格
所
収
）
蘭
引
。

⑯
「
驚
講
古
零
私
記
誓
に
音
義
断
簡
に
つ
い
’
、
」
（
奈
畠
妾
化
財

　
研
究
所
年
報
一
九
七
二
）

⑰
　
同
右
。

⑱
開
元
廿
五
年
の
関
市
令
に
は
左
の
規
定
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
仁
井
田
陞

　
『
唐
令
堂
遣
臨
七
一
五
頁
）
。

　
　
　
諸
外
蕃
与
縁
辺
互
市
、
皆
令
互
官
司
検
校
、
（
中
略
）
市
易
重
日
卯
後
、
各
将

　
　
　
貨
物
畜
産
、
倶
商
運
所
、
官
司
先
与
蕃
人
二
乗
物
価
、
然
後
交
易
。

⑲
天
長
八
年
九
耳
七
日
官
符
（
三
代
格
所
収
）
に
、
「
商
人
来
着
、
船
上
雑
物
、

　
一
色
己
上
、
簡
｛
疋
適
用
曲
物
、
崩
垣
進
上
、
不
適
之
色
、
痛
止
検
察
、
遍
令
交
易
、

　
其
直
貴
陵
、
一
二
正
価
」
と
あ
る
。
他
に
続
後
立
承
和
八
年
二
月
戊
辰
条
参
照
。

⑳
　
た
だ
貨
物
の
検
校
は
、
交
易
の
み
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ

　
う
。

⑳
　
こ
の
よ
う
な
書
入
れ
の
あ
る
の
は
一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
現
存
の
文
書
は
、
首

　
尾
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
切
断
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
他
に
も
あ
っ
た
可
能

　
性
は
あ
る
。
エ
ー
注
⑪
の
五
に
と
り
あ
げ
た
墨
付
は
、
こ
の
謎
入
れ
と
の
関
係
も

四
　
新
羅
交
関
物
の
内
容

　
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑫
　
な
お
実
際
に
交
易
が
行
わ
れ
た
の
は
、
買
物
解
の
日
付
の
下
限
、
六
月
廿
六
日

　
よ
り
後
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
吉
田
孝
前
掲
論
文
。
勿
論
正
倉
院
文
啓
中
の
籍
帳
公
文
類
の
よ
う
に
、
中
央
官

　
司
か
ら
直
接
に
は
被
管
関
係
の
な
い
写
経
所
・
造
東
大
寺
司
へ
払
下
げ
ら
れ
た
も

　
の
も
あ
る
。

⑳
　
続
紀
神
亀
五
年
八
月
条
。

⑳
　
大
日
古
②
四
五
入
頁
。

⑳
　
類
聚
国
史
巻
一
〇
七
、
大
同
四
年
八
月
廿
八
目
格
（
三
代
格
所
収
）
。

⑳
　
傭
脇
門
口
本
後
紀
～
京
和
ぬ
ハ
年
十
瞬
月
癸
西
四
、
　
ゴ
　
代
実
録
貞
観
十
閃
M
年
五
日
μ
↓
μ
臼
［
、
　
洞
一
兀

　
慶
七
年
五
月
七
日
の
各
条
。

⑳
　
類
聚
濁
史
巻
一
〇
七
、
職
員
令
集
解
内
蔵
寮
条
。

⑭
　
職
員
〔
令
集
解
図
書
霧
…
・
内
蔵
寮
・
画
工
司
の
各
条
。

⑳
　
　
瓢
八
平
山
裾
年
吐
廻
田
物
記
畑
作
岬
物
理
脹
（
大
臼
古
ω
五
五
四
～
五
五
五
頁
）
。

＠
　
廃
棄
の
晦
期
は
、
公
式
令
文
案
条
を
参
考
す
る
と
、
一
応
三
年
後
の
勝
宝
七
年

　
頃
と
い
う
線
が
浮
か
ぶ
が
、
所
謂
石
山
紙
背
文
書
の
例
な
ど
か
ら
す
る
と
，
一
年

　
程
度
を
経
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
吉
田
孝
前
掲
論
文
三
四
一

　
頁
参
照
。

⑫
た
と
え
ば
角
州
書
店
版
『
世
界
近
衛
全
集
』
日
本
③
國
版
解
説
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
文
書
の
伝
来
と
屏
風
の
製
作
事
情
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
、
先
述
の
一
群
の
買
物
解

は
、
当
時
の
舶
載
品
の
芸
態
を
窺
う
資
料
と
し
て
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
従
来
あ
ま
り
詳
し
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と

も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
基
礎
的
な
整
理
を
行
な
い
、
新
羅
の
交
易
活
動
の
性
格
に
つ
い
て
も
二
・
三
の
事
実
を
措
芳
し
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薬 物 香 料

薫
陵
香

青
木
香

丁
　
香
（
丁
宇
）

沈
　
香
（
枕
香
）

彪
　
香

零
陵
香

甘
松
香

竜
脳
香

衣
　
香

薫
衣
雷

薫
　
香
＊
2

褒
衣
香

雑
　
香

慶
　
香

呵
蘂
勒

人
　
参

桂
　
心

太
　
黄

牛
　
黄

　
　
　
　
　
　
＊
3

畢
抜
（
華
揆
・
口
抜
）

甘
　
草

1　2　1　4　3　4　5　5

82　482222　11　11　11　8　8　8
　　　131699　9
　　　20　11　10　10
　　　　　　11　14

法薬　大法薬薬法

大　　薬薬　　大

量　　　　　　薬

2　1　1　2　1　1　1　1　1　4　6　4　6

1011842111111112222
14　11 8444

11　788
13　8　11　9

　10　11
　11　16

弥陣　大

中　　阿

法大大法法法法

大法法大大大大
・東爽…
法　 ・北法法
東　阿　東献

隔　　　北北

金属 染料

蘇
芳

紫
根

金
（
黄
金
）

鉄
精

鏡白
銅
火
炉

香
炉

5　エ　ユ1

8　151
　162

　4
　7
　9　10
　11
　13
　14

法
・
大
・
称
・
西
・
南

法
・
大
・
附
・
中

1　3

1
9
1
2

9

法
・
火

1　10

7　141

　2
　4
　7
　8
　9　10
　11
　13

法
・
大
・
北

顔 料

白雌金黄胡朱姻同

仁黄青丹粉沙子黄
　　　　　　　鏑
　　　　　　　蓼

1　1　2　1　1　7　6　6

20　1’1　14　11　11　2　10　9

　　15　9　11　10
　　　　　10　13　11
　　　　　11　14　13
　　　　　13　15　14
　　　　　14　16　15
　　　　　15

法大法法法法法

大　大大大大

薬　 物

芒鵬遠宍
　　　縦
消蜜辛辛

1　1　1　1

16　11　8　8

法山薬薬

量

品

名

件
数

文
　
書
　
番
　
号

6

考＊
　1

品

名

件
数

文
書
番
号
…
備

考

買
新
羅
物
解
内
容
一
覧

て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
企
行
論
の
便
宜
上
、
買
物
解
の
内
容
を
種
類
別
に
一
括
し
て
示
す
と
、
別
蓑
の
よ
う
に
な
る
（
こ
れ
ら
の
最
物
に
は
、
策
大
寺
献
物
帳
を
は
じ
め
、

諸
寺
の
資
財
帳
に
み
え
る
昂
物
が
少
な
く
な
い
か
ら
、
そ
の
有
無
を
あ
わ
せ
て
示
し
て
お
い
た
）
。
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品

名
　
姦
一
文

書
番
弩

備
　
　
考
．
…
品

名

件
数
文
書
番
号
備
考

度
調
曾
物
器

度
調
・
物
器

他
の
ぞ

口
　
脂
木
櫨
子
松
子
蜜
汁
熟
布
干
　
皮
多
　
良

1
2
2
3
1
1
1

（
称
）
・
（
法
献
）
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＊
1
　
備
考
欄
に
用
い
た
略
号
は
左
の
通
り
。

　
　
法
（
天
平
十
九
年
法
隆
寺
資
財
帳
）
、
大
（
圃
大
安
寺
資
財
帳
）
、
弥
（
勝
宝
八
歳
東
大
寺
献
物
帳
一
跨
家
譜
宝
帳
）
、
薬
（
同
上
一
種
々
豊
楽
）
、
法
献
（
勝
宝
八
歳
法
隆
寺
献
物
鹸
）
、

　
　
屏
（
弼
東
大
寿
献
物
帳
－
屏
風
墨
髭
帳
）
、
法
東
（
宝
宇
五
年
法
隆
盛
東
院
資
財
帳
）
、
附
（
景
雲
元
年
束
大
寺
阿
弥
陀
梅
過
院
資
財
帳
）
、
西
（
宝
亀
十
一
年
西
大
寺
資
財
鰻
）
、

　
　
北
・
中
・
南
（
『
正
倉
院
御
物
目
録
』
北
倉
之
都
、
中
倉
之
部
、
南
倉
之
部
）
。

　
　
　
な
お
品
名
は
岡
じ
で
も
、
材
質
等
に
相
違
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
場
合
は
、
（
）
付
で
掲
げ
た
。

＊
2
　
原
文
は
「
董
扁
に
俘
る
が
、
　
「
蚕
」
　
「
薫
」
三
岡
の
例
が
多
い
の
で
「
薫
」
と
表
記
し
た
。
大
日
古
鱒
三
一
二
二
七
・
繰
入
・
六
八
・
六
九
・
八
三
頁
他
参
照
。

＊
3
　
「
密
」
に
は
ビ
ツ
の
音
が
あ
り
、
　
「
密
抜
」
も
畢
抜
と
岡
じ
も
の
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
種
類
洌
に
検
討
し
よ
う
。

香
料
　
香
料
に
は
何
種
類
か
を
混
合
し
た
も
の
と
単
一
の
も
の
と
が
あ
る
。
単
一
の
香
料
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
す
べ
て
中
国
南
部
・
西
部
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

東
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド
・
ア
ラ
ビ
ア
等
に
産
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
裏
衣
香
は
、

　
　
　
正
倉
院
に
現
存
す
る
襲
衣
香
の
処
方
は
、

香
や
衣
香
と
い
っ
た
調
合
香
の
処
方
が
の
せ
ら
れ
て
お
り
、

　
薫
陸
香

　
青
木
香

　
丁
香

　
薩
香

　
零
陵
香

　
甘
松
香

　
沈
香

　
龍
脳
香

一
方
、

る
と
、

ア
ラ
ビ
ア
南
部
・
東
ア
フ
リ
カ

中
国
南
翻
・
イ
ン
ド

モ
ル
ヅ
カ
群
島

中
国
南
部
・
イ
ン
ド
シ
ナ

中
国
南
部

イ
ン
ド

中
国
南
部
・
東
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド

マ
レ
イ
・
ス
マ
ト
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
甘
松
香
・
白
檀
・
丁
香
・
沈
香
な
ど
数
種
の
香
を
あ
わ
せ
て
賦
香
・
保
存
の
用
に
備
え
た
も
の
。
渡
辺
武
氏
の
研
究
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唐
代
の
薬
方
書
、
千
金
牛
方
に
よ
っ
て
い
る
。
千
金
翼
方
や
外
台
墨
養
方
に
は
、
別
に
薫
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貰
物
解
に
み
え
る
同
名
の
香
は
こ
れ
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
。
雑
香
や
薫
香
と
い
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う
の
も
麓
の
調
暮
で
あ
ミ
阿
弥
陀
霧
院
資
材
轡
は
、
「
馨
鴇
藤
衡
覆
香
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
奄

薬
物
産
地
を
み
る
と
・
香
料
と
同
様
・
中
国
南
部
重
南
ア
ジ
ア
●
西
域
．
イ
ン
ド
産
の
務
が
少
な
胤
恥
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呵
蘂
勒

桂
心

宍
縦
容

畢
抜

芒
消

し
か
し
そ
れ
に
混
っ
て
、

は
、
藤
代
に
高
麗
か
ら
積
み
だ
さ
れ
る
物
産
中
に
そ
の
ま
ま
み
い
だ
さ
れ
る
か
ら
、

中
国
と
そ
の
周
辺
の
各
地
に
産
す
る
の
で
、

た
記
事
が
あ
る
。

顔
料
　
持
統
元
年
の
新
羅
使
節
貢
上
品
に
「
彩
色
」
が
あ
る
か
ら
（
書
紀
）
、
顔
料
・
染
料
に
つ
い
て
も
舶
載
晶
が
珍
重
さ
れ
た
ら
し
い
。
買
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

解
に
み
え
る
顔
料
の
う
ち
、
同
黄
・
団
子
は
イ
ン
ド
シ
ナ
・
イ
ン
ド
方
面
に
し
か
産
せ
ず
、
入
女
は
我
国
に
も
産
す
る
が
、
唐
の
辰
州
・
越
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

・
離
州
等
の
産
物
が
著
名
で
あ
っ
た
。
金
青
・
白
青
は
入
手
困
難
な
顔
料
で
、
や
は
り
渡
来
品
に
依
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。
胡
粉
は
、
毎
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
場
合
、
文
書
で
も
そ
の
旨
を
注
す
る
な
ど
、
舶
載
品
が
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
署
・
駅
子
・
朱
沙
が
、
五
～
七
件
も
買
物
解
に
重
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
の
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
な
お
黄
丹
と
い
う
の
は
、
丹
即
ち
鉛
白
で
あ
る
。
大
安
寺
資
材
帳
に
丹
の
舶
載
品
を
「
唐
」
と
注
し
て
い
る
例

　
　
⑮

が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

染
料
　
買
物
解
に
み
え
る
染
料
は
、
蘇
芳
と
紫
根
の
二
種
で
あ
る
。
蘇
芳
は
一
〇
件
を
数
え
て
全
品
暑
中
で
も
鏡
に
つ
い
で
多
い
。
蘇
芳
は
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

イ
・
ビ
ル
ツ
、
な
ど
に
産
し
、
中
屡
本
土
に
も
な
い
植
物
で
あ
る
か
ら
、
舶
載
贔
に
依
存
す
る
度
合
は
甚
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

中
国
南
部
・
イ
ン
ド
シ
ナ

中
国
南
部
・
東
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド

中
国
西
部
・
北
部

ペ
ル
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
⑤

中
国
西
部
・
北
部

　
　
　
　
　
驕
香
・
牛
黄
・
人
参
・
甘
草
・
遠
志
・
腸
蜜
と
い
っ
た
北
中
国
・
満
州
・
朝
鮮
産
の
薬
物
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
薬
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
羅
に
産
し
た
薬
物
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
黄
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
こ
の
産
と
は
推
定
し
に
く
い
。
な
お
書
紀
に
は
、
朱
鳥
元
年
の
新
羅
使
節
が
「
薬
物
」
を
献
じ
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金
属
　
朝
鮮
で
は
、
三
国
時
代
か
ら
黄
金
を
用
い
た
装
身
具
・
器
物
が
少
な
く
な
い
。
書
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
新
羅
か
ら
の
貢
上
晶
に
金
が
し
ば

　
　
　
⑱

し
ば
み
え
、
こ
の
解
に
も
二
例
を
み
る
の
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
。
鉄
精
は
、
本
草
経
の
陶
弘
景
注
に
よ
る
と
鍛
竃
中
に
生
じ
る
塵
の
如
き
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
さ
し
、
銅
器
を
磨
く
の
に
用
い
た
。
正
倉
院
文
書
に
は
鏡
・
磐
・
火
炉
を
磨
く
料
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
朝
鮮
半
島
は
、
魏
志
嘉
辰
伝
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
通
り
、
古
く
か
ら
良
質
の
鉄
の
産
地
と
し
て
薯
名
で
あ
っ
た
。
書
紀
に
は
、
新
羅
使
の
貢
上
品
と
し
て
も
三
件
み
え
る
（
天
武
八
年
十
月
．

同
十
年
＋
月
・
持
統
二
年
二
月
）
。
鉄
精
の
舶
載
は
、
こ
の
よ
う
な
良
質
の
鉄
の
産
出
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

器
物
・
調
度
　
こ
の
な
か
で
は
鏡
鑑
が
一
一
件
に
一
旦
っ
て
重
出
し
、
最
も
度
数
が
多
い
。
「
花
鏡
」
（
1
5
）
と
あ
る
の
は
、
現
在
綾
鏡
と
よ
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
い
る
も
の
を
含
ん
だ
総
称
で
、
そ
の
い
ず
れ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
大
き
さ
は
知
ら
れ
る
限
り
六
～
四
寸
の
も
の
が
多
く
、
大
き
な
も
の
で
七

・
八
寸
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
か
は
記
載
が
な
い
。
各
寺
の
資
財
帳
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鏡
に
は
仏
具
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

装
厳
具
と
し
て
の
用
途
が
あ
り
、
祭
祀
用
具
と
し
て
の
意
義
も
あ
っ
た
。
し
か
し
買
物
解
の
鏡
に
つ
い
て
は
、
貴
族
の
購
入
品
で
あ
る
と
こ
ろ

が
ら
、
大
部
分
調
度
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
鏡
は
、
器
物
・
調
度
の
中
で
鏡
に
つ
い
で
件
数
が
多
い
。
こ
れ
は
倭
名
抄
（
器
皿
部
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
妙
羅
、
語
尾
云
、
妙
羅
〈
沙
羅
端
書
、
俗
痛
罵
不
良
、
今
案
或
説
、
新
羅
金
椀
出
新
羅
国
、
後
人
乱
新
為
雑
、
故
甲
羅
、
演
説
未
詳
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
物
品
が
新
羅
の
特
産
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
く
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
朱
鳥
元
年
、
新
羅
使
が
も
た
ら
し
た
献

物
中
に
も
、
鑓
金
器
・
金
器
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
（
書
紀
）
。
9
に
み
え
る
「
逓
羅
」
は
、
上
引
の
倭
名
抄
に
あ
ら
わ
れ
る
「
沙
門
羅
」
　
（
サ

フ
ラ
）
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
関
根
真
隆
氏
は
、
　
「
通
羅
」
は
お
そ
ら
く
「
ソ
ウ
ラ
」
と
読
む
べ
き
で
、
倭
名
抄
の
サ
フ
ラ
に
音
が
近
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
「
通
」
は
「
匝
」
の
異
体
字
で
、
字
音
は
「
サ
ブ
」
、
万
葉
集
四
四
三
番
歌
で
は
「
サ
ヒ
」
の
音
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
逓
羅
隊
サ
フ
ラ
と
解
し
て
よ
い
。
サ
フ
ラ
が
後
の
佐
波
利
で
あ
る
こ
と
は
、
先
人
の
説
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
関
根
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
逓
羅
が
白
銅
と
並
ん
で
現
れ
る
の
は
、
両
者
が
別
個
の
素
材
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
な
お
材
質
の
不
明
な
5
8
2
4
の
鏡
も
、

金
偏
に
作
る
以
上
、
白
銅
・
世
羅
の
い
ず
れ
か
で
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
鏡
や
盤
は
、
後
述
の
箸
・
匙
と
共
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
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が
少
な
く
な
い
。
食
器
と
し
て
の
用
途
が
主
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
七
・
釦
は
い
ず
れ
も
匙
と
同
じ
で
あ
る
。
材
質
の
記
載
の
な
い
も
の
、
金
偏
に
つ
く
歩
・
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
金
属
製
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
推
測
が
つ
く
。
金
筋
（
5
）
も
金
製
又
は
渡
金
の
箸
で
あ
る
。
1
1
に
は
馬
具
が
み
え
る
が
、
書
紀
に
も
新
羅
使
が
受
認
を
献
じ
た
例
が

あ
る
（
朱
鳥
元
年
四
月
紀
）
。

　
　
　
　
　
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
9
の
牙
鎮
箪
子
は
、
4
に
み
え
る
牙
笄
子
と
同
種
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
箪
の
字
は
他
に
み
え
な
い
が
、
笄
の
異
体
宇
に
は
算
が
あ
り
、
こ
れ

も
笄
の
異
体
字
で
こ
う
が
い
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
無
派
は
唐
六
典
巻
二
二
（
中
尚
署
令
条
）
に
「
銀
牙
尺
」
と
あ
る
「
毒
牙
」
と
お
そ
ら

く
同
義
で
、
擾
鎮
（
は
ね
ぽ
り
）
を
施
し
た
こ
う
が
い
で
あ
ろ
う
。
髪
刺
は
か
ん
ざ
し
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
用
字
は
大
安
寺
資
財
帳
に
も
存
す
る
。

　
蝿
払
は
、
原
文
書
で
は
一
字
爲
の
勇
が
欠
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
如
意
と
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
蝿
払
（
払
子
）
に
相
違
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

正
倉
院
に
は
南
倉
に
奈
良
時
代
の
実
例
が
あ
る
。
如
意
・
蝿
払
は
朝
儀
に
も
使
用
さ
れ
る
威
儀
具
で
あ
り
、
必
ず
し
も
仏
具
と
ば
か
り
は
い
え

な
い
が
、
他
に
錫
杖
な
ど
も
存
す
る
か
ら
、
仏
具
で
あ
っ
て
も
差
支
え
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
花
甕
は
花
文
様
の
甕
、
緋
競
は
文
様
の
な
い
緋
色
の
競
で
あ
る
。
苫
田
競
は
未
詳
。
唐
製
の
競
も
輸
入
さ
れ
た
筈
で
は
あ
る
が
、
新
羅
の
彪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
当
時
唐
朝
に
も
名
の
聞
こ
え
た
特
産
物
で
あ
り
、
正
倉
院
に
新
羅
製
の
彪
が
現
存
す
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
買
物
解
の
鶴
は
新
羅
製
と
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
併
風
は
騨
風
で
あ
る
。
屏
風
も
朱
鳥
元
年
の
新
羅
使
献
物
中
に
み
え
る
（
書
紀
）
。

　
帯
二
条
と
あ
る
の
も
、
単
な
る
布
製
の
も
の
で
は
な
く
、
革
帯
の
類
か
と
想
像
さ
れ
る
。

そ
の
他
　
口
脂
と
い
う
の
は
口
紅
で
あ
っ
て
、
唐
で
行
わ
れ
た
燕
支
製
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
安
寺
資
財
帳
に
「
牙
口
脂
壼
」
（
口
紅
を
入
れ
る

象
牙
製
の
壷
）
が
み
え
る
。

　
木
庭
子
は
樹
木
の
名
で
、
ま
た
無
患
子
と
も
い
う
。
仏
典
に
は
木
画
子
の
実
で
念
珠
を
作
っ
た
場
合
の
功
徳
を
説
い
た
「
木
穏
子
偏
」
が
あ

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
、
こ
の
経
は
奈
良
豊
代
に
伝
来
し
て
い
た
。
買
物
解
の
木
桑
子
は
、
9
に
み
え
る
熱
論
か
ら
み
て
も
念
珠
の
料
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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松
子
は
、
和
名
「
未
都
乃
美
」
（
十
巻
本
和
名
抄
巻
九
）
。
朝
鮮
産
の
松
に
で
き
る
実
で
あ
る
。
無
類
本
草
巻
十
二
、
松
脂
の
項
に
は
、
次
の
よ

う
な
瀟
燧
の
四
声
本
草
の
説
が
引
か
れ
て
い
る
。

　
　
又
有
五
葉
者
、
　
一
叢
五
葉
、
如
銀
、
名
五
粒
松
、
道
家
服
食
絶
粒
、
子
如
巴
豆
、
新
羅
往
々
進
之

即
ち
五
粒
松
と
い
う
松
に
で
き
る
松
子
は
、
巴
豆
の
よ
う
で
、
新
羅
が
往
々
こ
れ
を
貢
罪
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
十
巻
本
和
名
櫛
巻
九
、
果

繭
部
に
の
せ
る
五
粒
松
子
が
こ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
証
類
本
草
巻
二
三
に
、
新
羅
か
ら
産
落
す
る
と
み
え
る
海
松
子
も
、
こ
れ
と
岡
種
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
海
松
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
梅
松
子
、
味
甘
（
中
略
）
、
生
新
羅
、
如
小
栗
、
三
角
、
其
中
人
香
美
、
菓
夷
食
頃
妾
果
、
与
中
土
松
子
不
同

五
葉
を
備
え
た
五
粒
松
と
は
、
現
在
主
と
し
て
朝
鮮
の
山
地
に
生
ず
る
チ
ョ
ウ
セ
ン
ゴ
ヨ
ウ
（
チ
ョ
ゥ
セ
ソ
マ
ッ
）
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

鮮
で
は
今
で
も
そ
の
実
が
食
用
と
し
て
好
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
我
国
に
は
、
薬
効
も
か
ね
そ
な
え
た
果
実
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

宋
代
に
高
麗
か
ら
宋
へ
出
貨
さ
れ
る
物
産
中
に
も
そ
の
名
が
み
え
て
い
る
。

　
蜜
汁
は
蜂
蜜
で
あ
る
。
正
史
に
渤
海
使
の
も
た
ら
し
た
例
が
あ
る
（
続
紀
天
平
十
一
年
十
二
月
戊
辰
条
、
三
代
実
録
貞
観
十
四
年
五
月
十
八
二
条
）
。

　
熟
布
は
、
お
そ
ら
く
良
質
の
布
で
あ
ろ
う
。
書
紀
に
は
新
羅
使
が
布
を
献
じ
た
例
が
少
な
く
な
い
（
天
武
十
年
十
月
・
朱
鳥
元
年
四
月
・
持
統
二

年
二
月
）
。

　
干
皮
は
、
何
の
皮
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
書
紀
に
は
新
羅
使
が
、
皮
（
天
武
八
年
十
月
・
同
十
年
十
月
・
持
統
二
年
二
月
間
、
鹿
皮
（
天
武
十
年
十
月
）
、

虎
豹
皮
（
朱
鳥
元
年
四
月
）
を
献
じ
た
例
が
あ
る
。

　
①
　
産
地
は
、
山
細
憲
太
郎
『
東
西
香
薬
史
』
に
よ
る
。
1
1
に
「
安
日
香
」
と
あ
る
　
　
　
　
　
物
に
分
類
し
た
。

　
　
の
も
、
安
息
香
か
。
安
息
香
は
イ
ン
ド
産
の
香
料
で
、
天
平
十
九
年
法
隆
寺
資
財
　
　
　
　
②
　
渡
辺
武
「
正
倉
院
宝
距
の
薫
衣
香
に
つ
い
て
扁
　
（
雷
陵
部
紀
要
　
八
号
、
　
一
九

　
　
帳
に
も
み
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
）
。

　
　
　
な
お
次
項
に
鞭
楽
物
と
し
て
と
り
あ
げ
》
る
鷹
鰯
香
・
桂
心
は
、
悉
同
料
と
し
て
も
用
一
い
　
　
　
　
　
③
　
ゐ
人
日
☆
同
ω
六
七
一
百
パ
。

　
　
ら
れ
る
が
、
そ
の
憲
絹
途
は
薬
爾
に
あ
る
（
山
隠
前
掲
譲
三
三
一
頁
）
か
ら
、
薬
　
　
　
　
④
　
産
地
は
『
正
倉
院
薬
物
臨
に
よ
る
。
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⑤
本
草
和
名
に
は
、
芒
消
が
大
宰
よ
う
出
ず
と
み
え
る
。
我
国
で
も
産
出
し
た
の

　
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
宰
府
へ
の
輸
入
物
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
森
鹿
三

　
「
正
倉
院
薬
物
と
種
々
薬
帳
」
、
清
水
藤
太
郎
「
正
倉
院
薬
物
の
奥
的
お
よ
び
商
品

　
学
的
考
察
」
（
い
ず
れ
も
『
正
倉
院
薬
物
』
所
収
）
。

⑥
宝
優
四
明
志
巻
六
。
森
克
己
前
掲
書
三
一
四
頁
参
照
。

⑦
真
正
の
磨
雲
は
、
中
国
西
・
南
部
の
高
地
に
す
む
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
か
ら
採
取
さ

　
れ
る
が
、
中
国
北
部
・
モ
ン
ゴ
ル
・
シ
ベ
リ
ア
・
満
州
・
北
朝
鮮
に
生
息
す
る
シ

　
ベ
リ
ア
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
・
チ
ョ
ウ
セ
ン
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
か
ら
も
類
似
の
も
の
が
と

　
れ
る
（
『
正
倉
院
薬
物
』
｝
～
○
頁
）
。
真
正
の
曽
爾
よ
り
劣
る
が
、
買
物
解
の
欝

　
香
は
、
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
産
の
下
等
晶
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
正
倉
院
に
現
存
す
る
鵬
蜜
に
つ
い
て
、
渤
海
か
ら
の
舶
載
品
と
み
る
見
解
も
あ

　
る
が
（
『
蕉
倉
院
薬
物
臨
）
、
買
物
解
の
記
載
か
ら
、
新
羅
よ
り
の
舶
載
品
で
あ
る
可

　
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　
　
な
お
牛
黄
・
人
参
・
甘
草
に
つ
い
て
は
、
我
国
で
も
産
し
た
徴
証
が
あ
る
（
続

　
日
本
紀
・
延
喜
典
薬
寮
式
・
医
心
方
）
。
し
か
し
牛
黄
は
、
奈
良
時
代
以
降
輸
入

　
に
依
存
し
た
ら
し
く
（
滝
川
政
次
郎
「
牛
黄
考
」
、
続
日
本
紀
研
究
八
一
四
、
　
一

　
九
六
一
）
、
人
参
も
我
國
産
の
も
の
は
、
真
正
品
と
異
な
っ
て
い
た
（
清
水
藤
太

　
郎
前
掲
論
文
）
。

⑧
　
『
正
倉
院
薬
物
』
五
〇
、
二
六
九
頁
参
照
。
藤
原
宮
跡
で
は
、
（
信
濃
畷
）
高
井

　
郡
か
ら
貢
上
さ
れ
た
大
黄
の
荷
札
が
出
土
し
て
い
る
（
奈
良
県
教
育
委
員
会
『
藤

　
原
宮
』
参
照
）
。

⑨
山
崎
一
雄
「
正
倉
院
絵
画
の
技
法
と
材
質
」
（
『
正
倉
院
の
絵
画
』
所
収
）
。

⑩
　
前
照
千
寸
『
日
本
色
彩
文
化
史
』
一
〇
九
頁
。

⑪
　
秋
山
光
和
氏
は
、
正
倉
院
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
顔
料
の
餓
格
を
比
較
し
て
、
白

　
青
・
金
青
・
同
黄
・
朱
沙
が
桁
は
ず
れ
に
高
く
、
入
手
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
と
さ

　
れ
て
い
る
（
「
日
本
上
代
絵
画
に
お
け
る
紫
色
と
そ
の
顔
料
」
、
美
術
研
究
二
二
〇

　
号
、
　
一
九
山
ハ
ニ
）
。

⑫
　
木
草
和
名
巻
三
で
は
、
空
論
（
金
上
と
岡
種
）
・
白
青
に
つ
い
て
、
共
に
「
庸
」

　
と
注
し
て
お
り
、
平
安
三
代
に
入
っ
て
も
、
こ
れ
ら
は
舶
載
品
で
あ
っ
た
こ
と
が

　
知
ら
れ
る
。

⑬
　
宝
牢
・
二
年
両
果
大
出
τ
一
翼
所
斑
　
（
大
R
門
｛
口
ω
一
コ
ハ
ゴ
離
員
）
、
　
宝
字
四
【
年
胞
氾
A
円
堂
所
解

　
（
大
田
古
⑯
三
〇
一
頁
）
。

⑭
山
崎
一
雄
前
掲
論
文
。

⑯
『
寧
楽
埋
骨
』
三
七
＝
貝
。

＠
　
蘇
芳
に
は
薬
効
も
あ
る
（
『
正
倉
院
薬
物
』
三
五
九
頁
）
，

⑰
前
田
千
寸
前
掲
書
＝
＝
頁
、
山
崎
一
雄
前
掲
論
文
。

⑱
　
天
武
八
年
十
月
・
岡
十
年
十
月
・
朱
鳥
元
年
四
月
・
持
統
一
一
年
二
月
。

⑲
香
取
秀
真
「
東
大
寺
鋳
鏡
用
度
注
文
詳
解
」
　
（
寧
楽
十
一
一
、
一
九
二
九
）
に
、

　
期
途
に
つ
い
て
の
解
説
が
み
ら
れ
る
。

⑳
　
誰
八
平
六
年
瓶
娘
物
所
作
目
物
帳
（
大
臼
【
古
ω
｝
血
山
ハ
一
哨
貝
、
　
間
四
⑳
一
二
七
¶
貝
）
、
　
宝
々
す
賜

　
劇
評
金
腰
試
解
（
大
日
古
㈹
二
七
四
頁
）
。

⑳
　
神
功
紀
五
二
年
九
月
丙
子
条
に
、
百
済
が
面
識
鉄
山
の
鉄
を
献
じ
た
こ
と
が
み

　
え
る
。

⑳
　
大
安
寺
資
財
帳
で
は
、
鏡
を
、
花
鏡
・
円
鏡
・
方
鏡
・
鉄
鏡
・
雑
小
字
に
分
類

　
し
て
い
る
。
同
様
な
分
類
は
、
延
喜
五
年
観
世
音
寺
資
財
帳
で
も
行
わ
れ
て
い
る

　
（
『
平
安
遺
文
』
ω
二
五
九
頁
）
。

⑱
　
他
に
「
小
鏡
」
と
記
す
も
の
が
一
例
（
1
）
あ
る
。
正
倉
院
宝
物
中
の
鏡
は
径

　
一
尺
か
ら
そ
れ
以
上
に
わ
た
る
も
の
が
多
い
が
、
唐
鏡
一
般
と
し
て
は
、
四
寸
～

　
八
寸
の
も
の
が
多
い
。
即
ち
い
ま
梅
原
末
治
『
脳
鏡
大
鑑
』
所
収
の
唐
鏡
中
、
寸

　
法
の
明
ら
か
な
も
の
を
集
計
す
る
と
、
圏
～
八
寸
の
も
の
が
8
0
％
を
占
め
、
他
の

　
も
の
は
1
0
％
に
満
た
な
い
。
　
一
尺
を
こ
え
る
も
の
に
至
っ
て
は
わ
ず
か
に
工
％
で

　
あ
る
。

⑭
　
中
野
政
樹
「
奈
良
重
代
の
鏡
…
仏
教
と
鏡
…
」
　
（
ミ
ュ
…
ジ
ア
ム
＝
工
七
号
、

　
一
九
山
ハ
ニ
）
。
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㊧
引
用
に
当
っ
て
、
原
文
の
割
注
は
本
文
と
隊
じ
大
き
さ
と
し
｝
　
〈
〉
を
付
け

　
て
区
別
し
た
。
な
お
一
類
羅
」
の
用
字
の
実
例
と
し
て
は
、
正
倉
院
南
倉
檜
合
子

　
蓋
の
銘
に
、
　
「
雑
羅
椀
壱
口
　
長
久
元
年
十
二
月
廿
七
目
扁
云
々
と
あ
る
の
を
あ

　
げ
う
る
（
奈
良
帝
室
博
物
館
『
正
倉
院
御
物
目
録
臨
南
倉
之
部
、
六
〇
丁
裏
）
。

＠
　
時
代
は
降
る
が
、
頁
観
十
三
年
の
安
祥
寺
資
財
帳
に
は
、
各
種
の
白
銅
製
器
物

　
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
ま
ま
「
唐
」
　
「
類
羅
」
と
輸
入
先
を
注
す
る
も

　
の
が
あ
る
。
　
「
漸
羅
」
と
あ
る
の
は
、
家
子
、
五
二
筑
、
關
伽
藍
、
塗
香
盤
、
円

　
匙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
一
応
新
羅
産
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
『
平
安
遺
文
』
ω

　
一
五
〇
頁
以
下
）
。

⑳
　
関
根
官
辣
隆
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
三
一
四
頁
。

働
　
狩
谷
腋
斎
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
巻
四
、
器
既
都
。
正
倉
院
に
は
、
所
謂
佐
波

　
利
製
の
鏡
・
盤
・
匙
が
多
数
現
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
朝
鮮
の
反
故
紙
の
附
着

　
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
（
関
根
琉
前
掲
書
三
一
鳥
籠
）
、
舶
載
品
の
実
例
と

　
い
え
る
。

㊥
　
8
に
み
え
る
多
羅
は
、
何
物
を
さ
す
か
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
或
い
は
大
安

　
寺
・
法
隆
寺
・
法
隆
寺
東
嶺
な
ど
の
資
財
帳
に
み
え
る
宇
多
羅
」
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
す
れ
ば
こ
れ
も
銅
・
銀
の
器
で
あ
る
。
た
だ
前
後
の
品
物
が
薬
物
で
あ
る
の
で
、

　
こ
の
解
釈
に
も
疑
問
が
残
る
。

⑳
　
関
根
氏
前
掲
書
。

⑳
　
倭
名
抄
調
度
部
厨
膳
具
、
箸
の
条
に
「
磨
韻
云
、
筋
、
匙
鰯
也
」
と
あ
る
。
こ

　
の
他
安
祥
寺
資
財
帳
に
白
鋼
の
　
「
筋
十
八
隻
」
、
貞
観
十
五
年
広
隆
寺
資
財
帳
に

　
「
A
裏
銅
筋
悔
信
臼
バ
」
が
み
轟
ん
る
　
（
『
平
安
遺
文
』
①
一
｛
ハ
｛
ハ
百
ハ
）
　
が
、
　
「
筋
」
は
「
仙
助
」

　
の
誤
り
で
、
同
種
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ρ

⑫
こ
の
文
題
の
読
み
は
一
慈
大
日
古
に
従
っ
た
が
、
竹
冠
の
下
は
摸
傷
の
た
め

　
「
日
」
と
明
確
に
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

⑳
天
治
本
新
撰
字
鏡
巻
一
二
。
同
　
の
字
が
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
僧
職
上
に

　
「
カ
ウ
カ
イ
」
の
訓
を
附
し
て
み
え
る
。

⑭
御
物
図
録
㈲
。

⑯
　
延
憲
大
舎
人
閉
式
・
内
蔵
寮
式
。

⑳
　
実
際
に
は
舶
載
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
鑑
真
が
第
二
圓
の
渡
航
計
画
の
際
用
意
し

　
た
物
品
中
に
、
「
華
髭
廿
四
領
」
が
あ
る
（
唐
大
和
上
東
征
伝
）
。

⑰
献
陽
雑
編
巻
上
。
原
睡
淑
人
「
古
代
毛
織
物
雑
考
」
（
『
束
亜
古
文
化
説
苑
』
一

　
九
五
頁
）
参
照
。

⑯
　
勝
宝
八
歳
の
東
大
寺
献
物
帳
（
国
家
輪
宝
帳
）
に
み
え
る
「
百
済
爾
扉
風
」
も

　
朝
鮮
よ
り
の
舶
載
品
か
。

⑳
　
原
田
淑
人
「
唐
代
女
子
化
粧
考
」
　
（
『
東
亜
古
文
化
研
究
』
一
〇
頁
）
。

⑳
　
　
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
㈲
経
集
部
㈲
所
収
。
な
お
管
見
で
は
、
宋
史
日
本
伝
に

　
木
穂
子
で
擦
っ
た
念
珠
が
み
え
る
。
菊
然
が
宋
の
皇
帝
に
献
じ
た
も
の
で
あ
る
。

⑧
　
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
み
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
騙
附
録
、
　
「
奈
良
朝
現
在

　
｝
切
経
疏
屠
録
」
四
九
頁
。

＠
　
以
上
の
考
証
は
、
狩
谷
檀
斎
馴
．
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
墨
摺
、
果
藏
部
、
五
粒
松

　
子
下
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

⑩
　
平
凡
社
版
『
世
界
大
百
科
事
典
』
、
「
ま
つ
」
　
「
ち
．
晒
う
せ
ん
ご
よ
う
」
の
項
。

⑧
　
諸
蕃
憲
巻
上
。
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五
　
日
羅
交
易
の
性
格

買
物
解
に
あ
ら
わ
れ
る
贔
農
は
、
大
略
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
上
に
も
随
時
ふ
れ
た
通
り
、
こ
れ
ら
の
掛
物
は
、
書
紀
に
み
え
る
新
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羅
使
節
の
貢
上
物
と
も
共
通
す
る
点
が
多
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
は
、
朝
貢
品
、
交
易
品
と
い
う
た
て
ま
え
の
違
い
や
量
の
多
少
を
別
に
す
る
と
、

勝
宝
四
年
の
使
節
の
み
が
も
た
ら
し
た
特
殊
な
品
物
で
は
な
く
、
大
部
分
我
国
が
新
羅
に
期
待
し
た
標
準
的
な
品
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
買
物
解
の
内
容
か
ら
新
羅
舶
載
品
一
般
を
推
し
測
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
次
に
内
容
に
関
し
て
目
に

つ
い
た
特
徴
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
第
一
は
、
当
時
に
お
け
る
β
羅
の
交
易
が
、
新
羅
に
よ
る
唐
・
南
海
・
西
ア
ジ
ア
な
ど
の
物
産
の
仲
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

・
転
売
を
主
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
交
易
血
目
の
中
心
を
な
す
香
薬
・
顔
料
・
染
料
な
ど
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
多
く
異
域
か
ら

の
舶
載
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
れ
ば
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
唐
大
和
上
東
征
伝
に
よ
る
と
、
鑑
真
一
行
は
、
天
翌
翌
載
の
第
二
圃
日
本
渡
航
計
画
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

際
し
、
揚
州
で
種
々
の
品
物
を
準
備
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、
主
と
し
て
中
国
南
都
・
南
海
方
面
産
の
香
雲
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
新
羅

の
使
節
や
美
景
は
、
唐
の
沿
海
都
市
を
中
心
に
集
積
さ
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
雲
量
類
や
そ
の
他
の
財
貨
を
本
国
に
輸
入
す
る
と
と
も
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
一
部
を
我
国
へ
も
た
ら
し
て
、
綿
や
網
等
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
仲
継
貿
易
は
、
欽
明
四
年
に
、
百
済
の
聖
明
王
が
「
扶
南
」
（
イ
ン
ド
シ
ナ
）
の
財
物
を
献
じ
た
こ
と
や
、
推
古
朝
か
ら
天
智
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
か
け
て
、
百
済
・
新
羅
が
孔
雀
・
駝
駝
・
鵬
鵡
・
羊
そ
の
他
の
鳥
獣
を
貢
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
、
朝
貢
と
い
う
形
で
古
く
か

ら
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。
新
羅
と
の
関
係
で
は
、
従
来
も
、
天
武
・
持
統
朝
に
お
け
る
新
羅
塁
上
晶
の
内
容
か
ら
、
同
様
な
こ
と
が
類
推
さ
れ

　
　
　
　
⑤

て
は
い
た
が
、
買
物
解
に
よ
っ
て
、
奈
良
時
代
の
発
展
し
た
様
網
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
世
紀
に
入
っ
て
明
確
に
な
る
新
羅
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
の
、
黄
海
・
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
広
域
的
な
貿
易
活
動
の
先
蹴
も
、
既
に
八
世
紀
中
頃
に
は
見
出
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
通
り
唐
は
、

南
海
・
西
域
と
の
交
渉
を
通
じ
て
独
自
の
世
界
的
な
文
化
を
形
成
し
、
そ
の
文
化
は
ま
た
、
シ
ナ
大
陸
周
辺
の
諸
国
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
唐
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ら
諸
国
の
文
物
輸
入
に
遺
唐
使
の
果
し
た
役
割
は
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
新
羅
の
も
た
ら
す
物
品

の
相
当
な
部
分
が
、
上
記
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
な
ら
ば
、
七
世
紀
後
半
か
ら
奈
良
時
代
を
通
じ
て
頻
繁
に
行
わ
れ
た
彼
此
の
交
通
の
文
化
的

な
意
義
は
、
遣
唐
使
の
そ
れ
に
比
肩
す
る
も
の
と
し
て
、
今
更
な
が
ら
注
目
に
値
す
る
。

　
第
二
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
上
に
み
た
よ
う
な
転
売
贔
に
ま
じ
っ
て
、
数
種
の
薬
物
・
松
子
・
佐
波
利
製
の
鏡
・
盤
や
藍
と
い
っ
た
、
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⑦

新
羅
の
特
産
品
が
含
ま
れ
る
点
で
あ
る
。
正
倉
院
の
宝
物
中
に
も
、
「
新
羅
武
家
上
墨
」
「
新
羅
楊
家
上
墨
」
の
銘
が
あ
る
墨
を
は
じ
め
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
　
　
　
　
　
　
　
⑨

前
記
の
「
念
物
」
の
悪
書
を
伴
な
う
花
藍
・
色
藍
、
新
羅
文
書
の
反
故
を
裏
貼
や
包
紙
に
使
用
し
た
経
峡
・
佐
波
利
製
鏡
、
種
々
薬
帳
所
見
の

新
羅
羊
脂
な
ど
、
確
実
に
新
羅
か
ら
の
舶
載
と
み
な
し
う
る
品
物
が
少
な
く
な
い
。
明
確
に
は
指
摘
で
き
な
い
も
の
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、

奈
良
時
代
の
文
化
に
及
ん
だ
新
羅
文
化
の
影
響
は
、
物
質
面
に
限
っ
て
も
、
や
は
り
等
閑
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

買
物
解
に
は
種
々
の
美
術
工
芸
晶
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
製
作
地
に
も
関
係
し
て
く
る
。
今
日
で
は
一
般
に
、
当
代

の
工
芸
品
を
唐
製
品
と
国
産
品
の
二
つ
に
区
分
し
て
論
ず
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
上
記
の
事
情
か
ら
み
て
、
こ
れ
で
は
新
羅
の
製
贔
を
そ
の

い
ず
れ
か
に
解
消
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
新
羅
の
遺
品
が
乏
し
い
今
穣
、
考
察
に
も
自
ら
限
度
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
新

羅
の
工
芸
品
・
物
産
の
存
在
は
、
常
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
付
加
え
れ
ば
、
買
物
解
の
品
物
は
、
一
般
に
軽
墨
で
か
さ
が
低
く
、
し
か
も
香
料
・
薬
物
・
彩
色
料
の
よ
う
に
少
量
で
高
価
な
も
の
や
、

著
修
品
が
多
い
。
舶
載
品
と
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
羅
側
の
商
業
的
意
図
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
買
物
解
は
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
日
貸
間
の
交
易
と
輸
入
文
物
を
考
え
る
上
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
購
入
者
で
あ
る
当
時
の
貴
族
の
生
活
の
～
端
が
知
ら
れ
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
口
器
や
笄
子
・
髪
刺
・
鏡
鑑
類
は
、
上
流

婦
女
の
間
に
、
誌
代
の
風
俗
画
や
鳥
毛
立
女
屏
風
に
み
る
よ
う
な
唐
風
の
化
粧
・
結
髪
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
。
香
料
や
蚕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

炉
は
、
賦
香
・
焚
香
・
防
虫
を
目
的
と
す
る
香
の
消
費
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
万
葉
集
に
は
、
天
平
十
八
年
正
月
、
左

大
臣
橘
諸
兄
以
下
諸
王
臣
が
元
正
太
上
天
皇
の
御
在
所
へ
参
入
し
て
、
各
々
雪
を
題
材
と
す
る
歌
を
詠
進
し
た
時
、
諸
兄
が
入
唐
判
官
の
経
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
あ
る
暴
馬
元
に
対
し
、
歌
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
露
…
香
を
以
て
脅
え
と
か
ら
か
っ
た
話
が
み
え
る
。
こ
れ
な
ど
は
異
國
の
香
薬

に
対
す
る
貴
族
の
関
心
を
よ
く
示
し
た
挿
話
で
あ
る
。
顔
料
・
染
料
の
類
も
、
貴
顕
の
調
度
・
器
物
・
服
飾
な
ど
を
か
ざ
る
原
材
料
で
あ
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
総
じ
て
買
物
の
内
容
は
、
聖
武
天
皇
遺
愛
の
品
と
し
て
東
大
寺
に
選
入
さ
れ
た
器
物
・
調
度
・
香
薬
類
と
も
共
通

す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
質
・
量
に
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
当
時
の
皇
室
と
貴
族
の
生
活
文
化
は
、
共
通
の
圏
内
に
あ
っ
た
と
み
て
差
支
え
は
な
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い
で
あ
ろ
う
。

①
こ
の
点
渤
海
の
も
た
ら
す
品
々
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
渤
海
産
で
あ
っ
た
と
み

　
ら
れ
る
の
と
は
撰
を
異
に
し
て
い
る
。
秋
肉
謙
蔵
『
日
実
交
渉
史
研
究
騒
一
　
二
〇

　
頁
、
森
克
己
前
掲
書
二
〇
頁
参
照
。

②
　
品
名
を
あ
げ
る
と
、
習
気
・
沈
香
・
甘
松
香
・
竜
脳
香
・
安
息
香
・
零
陵
香
・

　
青
木
香
・
薫
陸
香
・
畢
鉢
・
詞
黎
勒
・
蜂
蜜
。
唐
代
の
揚
州
が
薬
物
の
収
散
地
で

　
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
鹿
三
前
掲
論
文
参
照
。

⑧
従
っ
て
香
薬
に
つ
い
て
は
、
遣
唐
使
な
ど
を
通
じ
て
颪
接
我
園
へ
輸
入
し
た
例

　
を
指
摘
で
き
る
。
類
聚
国
史
大
岡
二
年
正
月
丙
辰
、
続
日
本
後
書
承
和
六
年
八
月

　
甲
戌
、
三
代
実
録
貞
観
十
六
年
六
月
十
七
日
の
各
条
参
照
。
な
お
貞
観
十
六
年
の

　
記
事
に
い
う
「
鼠
壁
」
は
唐
を
意
味
す
る
（
桑
原
騰
蔵
「
支
那
人
を
指
す
タ
ウ
ガ

　
ス
又
は
タ
ム
ガ
ジ
と
い
ふ
称
呼
に
就
い
て
」
、
『
東
洋
文
明
史
論
叢
』
所
収
）
。

　
　
ま
た
鏡
に
つ
い
て
も
、
遣
唐
使
の
将
来
し
た
と
み
る
べ
き
例
が
存
す
る
。
続
艮

　
本
紀
慶
雲
元
年
十
一
月
庚
寅
条
に
、
窯
子
錦
と
な
ら
ん
で
伊
勢
神
宮
に
さ
さ
げ
ら

　
れ
た
鳳
鳳
鏡
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
の
前
月
に
拝
朝
し
た
粟
田
真
人
一
行

　
の
も
た
ら
し
た
唐
物
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
遣
唐
使
の
も
ち
か
え
っ
た
唐
物
を
神
宮

　
や
山
陵
に
進
め
る
例
は
、
強
奪
延
暦
二
黒
年
七
月
癸
巳
、
続
後
紀
承
和
編
年
十
月

　
辛
・
酉
の
各
条
に
み
え
る
。

④
　
書
紀
欽
明
四
年
九
月
、
推
古
穴
年
八
月
朔
、
岡
七
年
九
月
朔
、
大
化
三
年
是
歳
、

六
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
斉
明
三
年
慧
智
条
。
孔
雀
・
酪
駝
に
つ
い
て
は
、
秋
山
謙
蔵
前
掲
書
一
五
九
頁
に

　
言
及
が
あ
る
。

　
　
天
智
十
年
十
月
是
月
条
に
は
、
天
皇
が
象
牙
・
沈
水
香
・
無
品
香
そ
の
他
を
法

　
興
寺
に
献
じ
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
も
南
海
方
面
か
ら
伸
継
・
舶
載
さ
れ

　
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
　
森
克
己
「
古
代
後
期
の
政
治
と
外
交
」
（
『
新
字
本
史
講
座
』
所
収
）
、
同
「
遣
唐

　
使
と
新
羅
・
渤
海
と
の
関
係
」
（
史
淵
四
八
、
　
一
九
五
二
）
。

⑥
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
（
特
に
巻
二
）
。
有
名
な
張
宝
高
が
、
唐
貨
を
日
本
へ
転

　
販
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
続
後
紀
承
和
九
年
正
月
立
読
条
の
「
宝
高
存
日
、

　
祐
筆
唐
国
貨
物
、
以
締
付
贈
、
可
報
獲
物
、
其
数
不
紗
」
云
々
の
記
事
か
ら
窺
わ

　
れ
る
。

⑦
　
御
物
図
録
⑥

⑧
野
村
忠
夫
「
正
倉
院
よ
り
発
見
さ
れ
た
新
羅
の
民
政
文
書
に
つ
い
て
」
（
史
学

　
雑
田
島
ひ
六
二
；
四
、
　
一
九
五
三
）
。

⑨
四
－
注
⑱
参
照
。

⑩
錫
杖
・
水
瓶
な
ど
の
仏
具
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ぱ
、
唇
料
の
　
部
が
、
貴
族
の

　
私
第
な
ど
に
お
け
る
仏
事
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

⑪
　
万
曲
菓
集
書
十
七
、
　
一
二
九
一
ご
　
～
二
山
ハ
番
歌
左
註
。

　
鳥
毛
立
女
屏
風
の
下
貼
文
書
は
、
早
く
よ
り
不
完
全
な
が
ら
そ
の
一
部
が
公
表
さ
れ
、
本
屏
風
の
製
作
地
と
年
代
を
論
ず
る
基
準
の
一
つ
と

さ
れ
て
き
た
が
、
　
『
大
日
本
古
文
書
』
に
も
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
か
、
ほ
と
ん
ど
史
家
の
注
意
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し

正
倉
院
・
尊
経
歴
文
庫
に
分
蔵
さ
れ
る
同
じ
く
下
貼
か
ら
出
た
文
書
を
綜
合
す
れ
ば
、
屏
風
の
製
作
事
情
に
つ
い
て
は
、
内
匠
寮
・
画
工
司
に
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よ
る
製
作
と
い
っ
た
見
通
し
が
得
ら
れ
、
　
　
方
文
書
の
内
容
か
ら
は
、
日
量
聞
の
交
易
と
唐
臼
羅
三
国
に
　
且
る
物
資
交
流
の
一
面
が
具
体
的
に

知
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
及
ぶ
か
ぎ
り
検
討
を
加
え
て
み
た
。
し
か
し
正
倉
院
の
実
物
が
精
査
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ

に
よ
っ
て
補
訂
せ
ら
れ
る
べ
き
事
実
も
存
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
と
よ
り
ま
た
筆
者
の
不
敏
・
臆
断
よ
り
す
る
誤
り
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

識
者
の
御
叱
正
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
九
年
九
月
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
毛
立
女
屏
風
下
貼
文
書
釈
文

（
備
考
）

　
一
、
配
列
は
日
付
順
と
し
、
年
月
未
詳
の
分
は
末
尾
に
付
け
た
。

　
二
、
釈
読
は
、
正
倉
院
事
務
所
・
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
頒
布
の
焼
付
写
真
な
ら
び
に
尊
経
閣
文
庫
蔵
の
実
物
に
よ
っ
て
行
な
い
、
必
要
に
応
じ
て
『
正
倉

　
　
院
古
文
書
目
録
』
の
読
み
を
参
照
し
た
。
細
部
に
お
い
て
『
大
日
本
古
文
書
』
の
読
み
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
三
、
齋
。
大
日
本
古
文
書
』
に
は
、
欝
欝
全
く
欠
損
し
て
い
る
部
分
の
読
み
を
掲
げ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
破
損
進
行
前
の
状
態
に
よ
る
も
の
と
考
え

　
　
ら
れ
る
か
ら
、
　
（
）
付
で
掲
げ
て
お
い
た
。

　
四
、
欠
損
し
て
い
る
が
前
後
か
ら
推
定
可
能
な
文
字
は
、
　
〔
息
〕
の
よ
う
に
〔
〕
付
で
掲
げ
た
。

　
五
、
1
1
の
文
書
は
、
写
真
と
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
の
難
文
を
参
照
し
、
薪
た
に
断
簡
を
接
続
し
直
し
て
掲
げ
た
。

　
六
、
異
体
字
は
通
行
の
字
に
敢
め
た
。
ま
た
『
大
悲
本
古
文
書
』
の
巻
頁
は
、
⑳
四
四
の
如
く
、
尊
善
導
古
文
書
纂
三
は
尊
と
、
夫
々
略
称
し
た
。
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＝　r一

合
壱
拾
陸
種

　
　
　
（
追
筆
）

　
併
風
＝
」
具

　
朱
沙

　
薫
陸

　
桂
心

天
平
騰
…
堂
甑
四
焦
⊥
ハ
日
月
十
五
臼
知
家
事
資
入
み
人
初
位
上
山
筆
削
首
一
品
［
日

青
木
香

衣　香
香　炉
　　：コ

　　ご
　　具

鏡
コ

ご
面

こコ

L一一

五七
寸寸
已已
下上

金
鏡
「
二
」
具

密
抜

丁
字

人
参

」

鵬
香
「
一
」
斉

呵
莉
勒

枕
香

蘇
芳

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
斤
ヵ
〕

価
綿
壱
伯
捌
口
］
□
此
中
黒
綿
弐
拾
斤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
勝
宝
四
年
六
月
＋
五
日
右
大
舎
人
大
初
位
上
申
臣
干
害
連
老
人

「3
「
U
平
勝
宝
四
年
六
月
十
五
日

4
「　

合
玖
種

　
　
　
　
（
追
簗
3

　
　
　
了
香
「
直
七
斤
」
　
藪
…
衣
香
「
盧
七
斤
」

　
　
牛
黄
「
直
二
斤
」
　
蘇
芳
「
直
五
＋
斤
」

　
　
牙
竿
〃
子
「
直
二
斤
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
追
簗
ヵ
）

　
以
前
物
等
価
綿
；
償
伯
斤
」

」

青
木
香
「
鷹
＝
芹
」
　
　
薫
陸
香
「
直
［

五
六
寸
鏡
「
直
十
斤
」
　
牙
硫
「
直
三
斤
」

」

（
続
修
後
集
4
3
、
鱒
四
四
、
図
版
三
）

（
尊
、
㈱
四
五
）

（
続
修
後
集
4
3
）

29　（803）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
勝
宝
四
年
六
月
十
六
日

r5
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
従
四
位
下
小
槻
山
君
広
虫
解
　
申
応
念
物
質
事

　
　
（
玖
）
　
　
　
　
　
　
　
（
絶
参
拾
）
　
　
　
（
糸
壱
伯
）

　
合
□
種
　
　
直
絹
［
目
匹
　
口
目
口
斤
　
綿
参
伯
斤

　
　
鉢
弐
口
　
　
大
盤
弐
口
　
　
小
□
　
　
鏡
　
　
金
筋
騨
枚

　
　
［
〕
　
　
　
｝

　
　
一

　
以
前
念
物
井
価
等
顕
注
如
件
謹
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笠
く
平
・
隣
酬
宝
四
年
六
月
十
七
践

r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
暑
）

6
「
　
天
平
勝
宝
四
年
穴
月
十
七
瞬
事
業
従
七
位
上
置
始
連
「
五
百
足
」
　
　
」

7
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
念
物
五
六
寸
鏡
　
　
　
丁
香
　
　
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
蝿
〕

　
　
墓
擾
　
　
木
穏
子
　
　
［
］
　
　
如
意
　
　
□
払

　
　
蘇
芳
　
　
　
紫
根

　
直
綿
弐
伯
屯

　
　
右
件
念
物
井
直
数
如
前
以
解

」

（
続
修
後
集
4
3
、
③
五
七
九
・
飼
匹
五
）

（
尊
、
爾
四
七
）

（
尊
、
鱒
照
八
）
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7　rr
9

T　rr

天
㎜
†
臨
膀
宝
四
年
山
ハ
月
廿
日

〔
合
億
範
ヵ
〕
　
〔
匹
ヵ
〕
　
　
　
門
匹
己

□
□
［
］
□
門
口
中
東
純
二
□

　
（
々
マ
）
　
〔
剤
力
〕

鹿
射
香
五
□

青
木
香
五
斤

□
鏡
十
二
具

太
黄
二
斤

蜜
汁
五
升

遠
志
一
斤

　
　
　
糸
百
斤
綿
百
五
十
□

沈
香
五
斤
　
　
　
蒸
陸
五
斤

輩
香
五
斤
　
　
　
蘇
芳
廿
斤

白
銅
火
炉
一
口
小
髪
刺
一
具

人
参
十
斤
　
　
　
甘
草
四
斤

桂
心
一
斤
　
　
　
多
良
四

合
廿
一
種

」

丁
香
［

糀
藍
［

呵
蘂
勒
搬
口

石
二
斤

宍
縦
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
養
ヵ
〕

天
平
勝
茜
年
六
月
廿
百
硫
駿
、
人
犬
裏

合
弐
拾
参
種

鏡
参
轟
畜
埠

　
白
蝋
蛸
五
鵡
里
編
四
弐
粘
口
径
五
寸
巳
下

〔
逓
ヵ
〕

　
□
羅
盤
伍
口
口
径
五
六
寸

通
羅
五
重
鏡
参
帖
口
径
五
寸
已
下

｛
口
編
珊
僧
蹴
血
賢
拾
伍
口
口
径
五
｛
ハ
，
丁

白
銅
匙
箸
弐
具

」＝　L一

（
尊
、
鱒
四
八
）

（
続
修
後
集
4
3
、
㈲
五
七
九
）
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10

Tr
白
銅
香
炉
壱
具

黄
金
伍
両

朱
沙
壱
斤

薫
陸
壱
拾
伍
斤

呵
梨
勒
弐
伯
頼

木
槍
子
壱
任
弐
伯
玖
拾
陸
穎

牙
鍍
硫
壱
拾
箇

口
脂
壱
箇
長
…
尺

蘇
芳
弐
伯
騨
拾
斤

　
儲
価
物
綿
伍
伯
斤

白
銅
錫
杖
壱
箇

慶
香
参
騰

同
黄
壱
斤

入
参
鐘
斤

松
子
壱
斜
伍
劉

　
　
〔
斜
ヵ
〕

蜜
汁
弐
□

　
　
　
　
　
〔
餓
ヵ
〕

牙
銀
箪
子
弐
拾
□

鉄
精
壱
斤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
参
拾
斤

以
前
可
買
新
羅
物
＃
儲
価
等
如
前
謹
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
勝
†
勝
｝
宝
四
年
山
ハ
月
北
U
ゴ
…
R
H

合
壱
拾
躍
種

　
鏡
五
畳
五
重

　
齋
香

　
帯
二
条

　
　
　
（
参
）

鍮
石
香
炉
□
口

蘇
芳

燗
子

鏡
［
］
臼
U
寸

　
　
ハ
勒
〕

呵
烈
□

朱
沙

　
　
〔
小
ヵ
〕

［
］
□
□
R

丁
宇
香

銅
黄

一」　Lm

（
尊
、
鱒
四
八
）
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銘
箸
二
具
　
　
雑
香

　
価
直
物
　
　
絹
壱
拾
参
照
↑
革
馳
赤
　
糸
壱
伯
弐
拾
斤
　
綿
壱
伯
□

　
　
拾
斤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
解
）

　
以
前
応
買
物
色
井
価
直
物
等
数
申
送
如
件
以
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
穴
月
甘
鼠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
勝
宝
四
年
□
日
臼
□
日
「
文
奉
飯
高
嶋
□
」

　
（
異
筆
）

　
「
以
山
ハ
［
月
廿
隅
H
日
勘
定
」

r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
「
価
物
」

「
口
］
□

　
牙
笏

董
陸
香

穣
番

　
薫
衣
香

　
人
参

　
越
粉

雌
黄

緋
競

　
「
〕
申
請
応
買
物
事

　
「
U
］
拾
匹
　
綿
陸
伯
伍
拾
斤

□
口

　
〔
香
〕

沈
□

□
［

　
〔
息
〕

安
□
香

　
〔
草
〕

甘
□

呵
梨
勒

黄
丹

畢
抜

花
甕

丁
香

零
陵
香

龍
脳
香

桂
心

蜜
汁

同
黄

騰
蜜

□
裁
甕

膏
木
香

甘
松
香

裏
衣
香

大
黄

朱
沙

姻
子

松
子

黒
作
鞍
具

L“

」

（
尊
、
⑳
五
〇
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A　Study　of　the　Documents，　used　as　the　Canvas　ef

　　　　　・Torigedachi－Oitna－Byobu’鳥毛立女屏風

　　　　　　　　　Oll　the‘Kai－Shira8i－Monoge　’買新羅物解

　　　　　　by

Haruyuki　Tono

　　To　the　screens‘Torigedachi－Onna－Byobu’，　the　documeRts　wasted　in

4Tempyo－Shoho天平勝宝are　used　as　their　canvas．　They　are　called　the

Shosoin正倉院documents，　a　part　of　vLThich　is　published　as‘Kaimono－

Moshiakecho’買物申請帳or　Kaishirag’i一㎜％α9〆．

　　These　documents　of　the　trade，　1　tliink，　are　originally　presented　to

‘Ofeurasho　’：大蔵省or‘Kuraryo’内蔵寮by　the　nobles　to　import　tlユe　goods

brought　by　the　envoy　of　Shiragi新羅in　4　TemPyo－Shoho．　They，　after

having　been　scrapped，　are　seRt　from‘Kblraryo’to‘G盈os砺’画工司or

‘Tafeumiryo’内匠寮to　use　for　that　purpose．

　　According　to　them，　the　imported　ardcles　on　the　whole　consist　of　the

speciality　iB　Shiragi，　the　goods　of　T”ang唐and　that　of　the　South　Asia

transported　through　T’ang；　which　reveals　that　the　Shiragis　have　car－

ried　on　commerce　from　eighth　century　ill　the　East　China　Sea東シナ海．

We　must　accordingly　pay　much　attentioB　to　the　Japanese　relation　to

Shiragi　in　view　of　the　absorption　of　foreigエ1　cultures．

Capitalist　Agriculture　after　the　Kabo－Reform甲午改革

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Korea

　　　　　　　　　　ACase　Study　of　Sannam二野Province

　　　　　　　by

Hiroshi　MiyaPma

　　In　the　modern　Koreaft　history　the　year　1894　was　an　epoch－making

one　that　was　marked　by　the　Kabo　peasant　war　and　the　Kabo－Reform

urged　by　it．　This　article　deals　with　the　rural　economics，　the　most

important　determlning　factor　in　the　Korean　kistory　after　the　Kabo，　by

the　ana！ysis　of　a　development　of　tlie　capitalist　agricu｝ture　in　the　San－

nam　province．　This　study　makes　use　of　the　census，　the　newspapers

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（926）




