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唐
が
支
那
歴
代
を
蓮
じ
て
の
輝
や
か
し
い
時
代
で
あ
り
、
支
那
入
の
最
誇
と
す
る
時
代
で
あ
る
こ
と
は
今
更
言
ふ
ま

で
も
な
い
。
而
し
て
其
一
牢
の
理
由
は
唐
の
歴
吏
が
最
も
完
備
し
て
み
た
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
見
出
さ
れ
る
と
思
ふ
。

唐
に
は
史
職
の
制
度
具
は
り
、
實
録
や
時
政
記
が
編
纂
さ
れ
、
そ
れ
が
土
壁
と
な
っ
て
國
史
が
編
ま
れ
る
と
い
ふ
順
序

で
あ
っ
た
。
こ
の
國
史
が
褒
既
の
意
味
を
有
つ
と
い
ふ
限
力
に
於
い
て
、
こ
れ
は
唐
の
王
室
に
よ
っ
て
現
は
さ
れ
る
滋

徳
の
標
準
を
具
現
し
た
も
の
で
あ
っ
把
。
唐
室
の
衰
微
と
共
に
史
官
の
制
も
老
衰
へ
て
唐
末
の
國
史
は
編
纂
が
絶
え
且

國
史
の
類
の
散
逸
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
や
が
て
五
代
の
時
代
に
入
る
と
北
方
朝
廷
で
は
、
唐
の
記
録
を
蒐
め
て
奮

唐
書
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
が
、
つ
い
で
宋
が
天
下
を
統
一
す
る
と
、
唐
の
記
鋒
が
又
だ
ん
一
と
現
は
れ
て
き
て
自

然
唐
代
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
が
熱
心
に
行
ば
れ
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
の
資
料
と
な
っ
た
も
の
を
…
軍
に
目

録
だ
け
に
よ
っ
て
考
へ
る
と
大
嘉
事
實
を
記
述
集
成
し
た
も
の
と
、
治
鋤
興
亡
の
跡
を
尋
ね
ん
と
し
た
も
の
と
の
二
類

に
匿
嵩
ざ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
唐
史
記
鏡
熱
が
自
然
に
朝
廷
に
も
及
び
、
宋
の
仁
宗
の
始
め
に
は
、
唐
の
歴
史
を
聞
い

て
帝
王
の
墾
考
に
資
す
る
こ
と
が
屡
々
あ
っ
た
。
要
之
、
宋
に
於
て
新
ら
し
ひ
青
書
を
作
る
と
い
ふ
室
氣
が
唖
然
に
具
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み
た
わ
け
で
あ
る
。

　
新
劇
書
を
上
る
表
文
は
名
義
上
は
曾
公
亮
の
作
で
あ
る
が
熔
融
鑑
に
は
隊
嘉
事
の
作
と
な
っ
て
み
る
。
其
表
丈
を
上

っ
た
日
付
け
は
嘉
茄
五
年
（
一
〇
六
〇
年
）
六
月
で
、
編
纂
者
等
を
稿
ふ
勅
は
翌
七
月
に
出
て
み
る
。
こ
の
詔
勅
や
上
表

文
に
よ
り
て
新
風
書
の
編
纂
に
費
や
し
た
年
月
は
凡
そ
十
七
年
に
亙
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
が
、
之
を
嘉
砧
五
年

か
ら
遡
っ
て
計
算
す
れ
ば
慶
暦
四
年
が
新
罫
書
編
纂
の
企
て
ら
れ
π
年
と
な
る
。
然
し
之
に
就
て
は
記
録
の
上
で
相
違

す
る
瓢
が
あ
る
。
之
を
調
停
し
て
考
ふ
れ
ば
次
の
如
く
な
る
で
あ
ら
う
。
師
ち
慶
雲
四
年
に
宰
相
頁
昌
朝
が
巳
に
集
っ
て

み
る
唐
の
記
録
に
よ
っ
て
奮
唐
書
の
列
傳
な
ど
の
補
整
を
試
み
て
先
づ
数
量
書
纂
修
の
最
初
の
歩
を
き
っ
た
。
翌
慶
暦

五
年
に
補
修
艶
書
の
職
が
置
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
官
制
上
か
ら
見
て
、
嘉
暦
五
年
が
新
唐
書
編
纂
開
始
の
年
で
あ
る
。

　
哲
宗
の
紹
聖
元
年
に
呉
績
が
新
盤
書
剥
謬
を
作
っ
て
新
唐
書
の
誤
謬
を
攻
撃
し
た
。
瓦
書
は
南
宋
の
始
め
湖
州
で
刊

行
さ
れ
た
。
其
折
序
文
を
書
い
た
呉
元
が
新
墨
書
の
杜
撰
な
理
由
八
ヶ
條
を
爆
げ
て
る
る
が
、
そ
の
中
0
主
な
る
二
ヶ

條
に
、
新
唐
書
編
纂
の
始
め
に
責
任
者
が
無
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
、
完
成
豫
定
の
期
日
が
興
へ
ら
れ
て
る
な
か
っ
た
と

い
ふ
こ
と
、
を
爆
げ
て
る
る
。
官
制
上
か
ら
言
へ
ば
唐
書
の
纂
修
に
は
、
時
の
宰
相
が
総
裁
に
、
そ
の
下
に
刊
修
と
編

修
と
が
置
か
れ
て
み
た
の
で
あ
る
。
尤
も
功
が
あ
っ
た
の
は
編
纂
官
で
あ
る
が
、
そ
の
編
纂
官
に
も
屡
々
出
入
が
あ
る

か
ら
期
限
を
決
め
る
こ
と
も
六
ヶ
楽
し
く
叉
仕
事
が
分
化
し
て
み
る
か
ら
そ
の
た
め
に
實
質
的
な
責
任
あ
る
專
任
官
が

な
か
っ
た
こ
と
も
亦
責
任
を
取
る
書
き
も
の
が
明
自
で
な
か
っ
た
こ
と
も
事
實
で
は
あ
る
9
そ
の
中
に
は
郡
必
の
如

（5S）



く
、
責
任
を
負
ふ
こ
と
が
出
漁
な
い
か
ら
と
て
編
纂
を
僻
退
し
た
も
の
も
あ
る
。
叉
欧
陽
脩
の
如
く
唐
史
編
纂
の
事
以

外
に
粂
職
を
有
つ
入
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
編
纂
上
の
弊
害
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
然
し
其
爲
め
に
編
纂
官
は

凡
て
怠
っ
て
み
だ
と
定
め
る
の
も
亦
當
ら
な
い
。

　
新
性
器
は
本
紀
と
志
表
は
欧
陽
脩
が
、
菰
野
は
宋
祁
が
薄
い
だ
と
言
は
れ
る
。
然
る
に
四
庫
提
要
で
は
厭
陽
脩
を
出

さ
す
、
呂
講
書
と
宋
羅
と
の
合
作
で
あ
る
と
し
て
居
る
。
啓
雲
脚
は
宋
史
列
傳
に
よ
れ
ば
、
世
系
諸
表
を
作
っ
た
う
な

ど
し
て
新
唐
揚
の
作
製
に
は
最
も
苦
心
七
た
と
言
は
れ
て
る
る
。
宋
祁
も
始
絡
列
簿
に
カ
を
注
い
だ
と
あ
る
。
之
等
は

提
要
説
の
基
く
所
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
の
説
は
恐
ら
く
取
る
に
足
る
ま
い
。
宋
人
の
書
い
た
も
の
、
中
に
本
紀
と
列
傳

と
の
間
に
食
ひ
違
ひ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
天
子
は
欧
陽
脩
に
命
じ
て
列
傳
を
再
興
せ
し
め
よ
う

と
し
だ
が
、
上
陽
脩
は
之
を
僻
…
退
し
た
。
そ
れ
は
宋
が
欧
の
先
輩
で
も
あ
り
、
壁
塗
は
史
家
と
し
て
、
一
見
を
樹
て
た

人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
の
こ
と
が
傳
へ
ら
れ
て
る
る
。
故
に
先
づ
は
蹴
、
宋
の
二
人
が
新
唐
書
の
編
纂
主
任
で
あ
っ
た

と
見
ら
れ
よ
う
。
呂
夏
着
の
新
型
書
凡
例
な
る
も
の
が
要
目
残
っ
て
み
て
こ
れ
を
見
る
と
、
本
紀
、
列
傳
、
志
、
表
の

全
艦
に
亙
ヶ
大
義
の
あ
る
Z
こ
ろ
を
明
記
し
て
み
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
本
紀
、
刻
傳
、
志
、
表
の
間
に
は
一
部
共
通
し

た
方
法
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
然
し
實
際
編
纂
の
事
情
か
ら
考
へ
叉
は
其
杓
容
か
ら
考
へ
本
記
、
列
聖
な
ど
の

問
に
緊
密
な
統
一
が
あ
る
と
は
云
ひ
得
な
い
。
笹
書
新
，
唐
書
ば
．
欧
宋
合
．
作
㊧
書
で
あ
る
と
考
へ
て
差
支
な
い
と
思
ふ
Q

　
呂
夏
卿
は
蓄
髪
に
達
し
た
入
で
下
書
世
系
の
纂
修
な
ど
に
は
與
っ
て
カ
あ
ら
う
。
宋
停
電
も
新
型
書
に
は
カ
を
盤
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新
獅
書
に
翰
肌
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し
た
人
で
あ
る
。
慶
暦
五
年
最
初
の
編
纂
官
が
任
命
さ
れ
把
と
き
か
ら
宋
害
意
の
名
は
見
え
て
み
る
。
慶
暦
六
年
に

は
、
綾
唐
鎌
な
る
も
の
を
作
っ
て
み
る
し
、
叉
通
志
の
中
に
、
唐
の
玉
転
よ
り
哀
宗
に
至
み
五
帝
の
實
録
を
作
っ
た
と

あ
り
蓋
し
唐
の
故
實
を
蒐
め
る
の
に
カ
が
あ
っ
た
。
王
疇
は
叉
制
度
の
こ
と
に
詳
し
く
、
麿
書
の
編
纂
に
携
は
つ
て

禮
儀
志
か
ら
兵
志
を
分
つ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
新
唐
…
書
に
総
て
始
め
て
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
雲
叢
卿
、
宋
敏
求

王
事
な
ど
は
絡
要
し
て
唐
書
の
編
纂
に
携
は
つ
た
入
電
で
、
欧
陽
脩
が
監
修
と
し
て
加
は
つ
た
の
は
着
手
後
の
十
一
年

目
位
の
こ
と
で
あ
る
。
謡
言
脩
が
加
は
つ
て
後
に
更
に
劉
義
曳
、
受
認
含
な
ど
も
入
っ
た
。
劉
は
天
交
、
五
行
の
志
を

書
い
た
Q
厭
が
監
修
官
に
な
つ
淀
に
つ
い
て
は
裏
面
の
事
情
も
あ
る
が
そ
こ
ま
で
は
穿
繋
す
る
必
要
が
な
か
ら
う
。

呈
で
大
嘗
重
量
の
事
情
を
述
べ
た
が
、
然
ら
ば
そ
の
嚢
の
趣
霊
智
あ
っ
た
か
。
主
文
に
よ
る
と
醐

唐
の
治
翫
　
興
亡
の
あ
と
、
膏
の
血
ハ
章
制
度
の
美
は
、
唐
の
史
料
に
充
分
現
は
さ
れ
て
み
る
に
拘
は
ら
す
、
奮
唐
墨
に
は
一

向
か
、
る
美
嚢
を
登
思
し
難
い
。
僖
唐
書
に
は
何
等
の
編
纂
標
準
な
く
、
無
闇
に
些
末
の
こ
と
を
記
し
た
か
と
思
へ
ば

又
大
事
の
こ
と
を
逸
脆
し
、
文
章
は
徒
ら
に
形
式
を
追
っ
て
實
が
無
い
。
須
ら
く
か
、
る
書
は
改
め
て
新
書
を
作
る
必

要
が
あ
る
。
三
無
書
の
特
色
は
文
章
簡
勤
に
、
聖
恩
を
多
く
し
、
蕉
唐
墨
に
無
い
篇
目
を
新
淀
に
立
て
、
列
傳
を
増
損

し
、
又
義
例
を
正
し
く
し
だ
こ
と
に
あ
る
と
。
義
例
を
正
し
く
す
る
と
は
、
王
の
死
や
又
謀
劣
等
に
饗
す
る
用
宇
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
Q
こ
の
上
表
に
思
し
て
、
詔
勅
は
義
例
以
外
の
こ
と
を
繰
返
し
ほ
め
て
み
る
が
、
何
故
か
肝
心

の
義
例
の
黙
に
は
言
及
す
る
も
の
が
な
い
。
然
し
兎
も
角
、
新
唐
心
編
纂
の
眼
目
は
、
故
事
の
整
理
、
義
例
の
樹
立
に



あ
り
、
而
し
て
只
管
、
、
文
章
に
よ
っ
て
此
愛
鳥
を
綜
合
し
て
現
は
さ
ん
こ
と
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
落
下
は
本

紀
列
傳
の
内
に
食
ひ
違
ひ
な
ど
が
あ
り
、
新
楽
書
を
以
て
一
代
の
名
作
と
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
思
ふ
○
然
ら
ば

と
て
又
一
概
に
既
す
こ
と
も
点
葉
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
雪
雲
傳
と
本
紀
と
を
別
に
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
呂
夏
卿
の
凡
例
に
よ
る
と
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
先
づ
編
纂
の
順
序
で
あ
る
Q
新
盤
奇
列
傳
で
は
、
后
妃
を
一
番
最

初
に
貴
く
が
、
こ
れ
は
奪
の
義
を
現
は
す
も
の
で
あ
る
Q
次
に
宗
室
諸
王
を
遣
い
で
親
の
義
を
、
次
に
階
の
末
期
に
働

饗
し
た
國
を
詳
述
し
て
唐
の
受
命
の
始
め
の
義
を
示
し
て
み
る
。
次
に
一
般
列
傳
を
置
い
て
総
の
義
を
、
次
に
四
夷
列

傳
を
置
い
て
王
化
の
及
ぶ
義
を
、
最
後
に
逆
算
傳
を
斎
い
て
、
之
は
成
敗
の
露
の
義
を
現
は
し
て
み
る
。
今
鏡
大
所
の

廿
二
史
糞
に
義
新
心
葉
留
に
賀
意
黙
考
そ
の
列
傳
の
数
姦
し
て
居
・
斐
は
態
書
に
於
い
て
糠
岡

例
へ
ば
良
吏
文
苑
傳
に
入
れ
た
も
の
を
、
新
造
書
で
は
之
を
本
説
に
入
れ
て
み
る
等
の
こ
と
を
知
り
得
る
。
つ
ま
り
新

庸
書
が
昏
昏
の
数
を
薄
し
た
と
云
ふ
こ
と
以
外
に
箇
人
を
批
暫
し
て
之
を
磁
心
の
如
何
な
る
類
型
に
入
る
べ
き
か
に
就

・
て
深
い
注
意
が
彿
は
れ
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
黙
の
み
か
ら
で
も
新
麿
書
は
研
究
さ
れ
る
償
値
が
あ
る
。

　
之
を
更
に
事
實
と
義
例
と
の
黙
か
ら
考
へ
る
と
，
新
購
書
の
非
難
さ
れ
る
の
は
、
嘗
に
こ
の
事
書
と
い
ふ
黙
で
、
そ

れ
は
小
説
の
如
き
も
の
を
資
料
と
し
た
り
し
て
み
る
と
い
ふ
黙
に
あ
る
。
つ
ま
り
信
用
し
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
取
っ

て
み
る
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
呉
績
な
ど
は
最
も
こ
の
織
を
攻
め
て
居
り
次
で
銭
大
衡
の
「
考
異
」
趙
下
窩
の
「
互
讃
」
に

そ
の
瓢
が
深
く
研
究
さ
れ
て
居
る
。
然
し
こ
の
欠
黙
だ
け
を
以
て
新
六
書
を
撹
難
ず
る
の
は
當
ら
漁
。
若
し
事
實
と
義

　
　
　
　
二
丁
唐
…
漁
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就
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二
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新
庸
書
に
晶
肌
て
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山
ハ
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例
と
は
綜
合
せ
ら
れ
て
文
章
を
以
て
現
は
さ
れ
た
と
き
に
は
、
新
身
書
列
傳
な
ど
巧
み
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
＝
一
例

を
あ
げ
る
と
、
藩
鎭
直
叙
の
文
は
主
と
し
て
杜
牧
の
風
を
帯
び
、
段
秀
實
の
傳
は
柳
子
厚
の
書
い
た
も
の
に
よ
っ
て
作

ら
れ
、
石
張
巡
、
許
遠
傳
は
夫
々
韓
愈
、
暴
走
の
も
の
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
所
を
見
る
と

傳
が
宋
郷
の
影
響
を
受
け
た
瓢
が
分
明
で
あ
る
。
私
の
考
へ
で
は
唐
の
元
和
頃
の
一
般
益
者
の
生
張
中
に
は
、
一
種
國

粋
主
義
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、
之
が
五
代
に
一
時
中
絶
し
、
宋
に
な
っ
て
再
び
現
ぼ
れ
て
強
い
影
．
響
を
齎

ら
し
た
。
宋
郷
は
恐
ら
く
こ
の
派
の
独
者
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
ふ
。
宋
那
は
徒
ら
に
形
式
の
美
を
追
ひ
内
容
の
無
き
詔

勅
な
ど
を
一
般
に
削
っ
て
み
る
が
、
こ
の
考
へ
は
列
傳
の
庭
々
に
覗
は
れ
て
る
る
と
認
ら
れ
る
。

然
ら
ば
次
鹸
陽
脩
の
嚢
と
言
は
れ
・
本
紀
と
志
と
は
如
何
あ
ら
嘉
。
＋
七
史
纒
に
ば
、
新
唐
書
の
本
紀
は
働

見
る
に
把
へ
な
い
乏
云
っ
て
み
る
が
、
そ
の
理
山
と
す
る
所
を
記
し
て
み
な
い
。
然
し
こ
の
本
紀
に
就
い
て
は
、
宋
代

か
ら
既
に
非
難
が
あ
っ
た
。
隊
は
春
秋
の
筆
法
で
義
例
を
入
ケ
釜
敷
く
言
ふ
が
、
事
實
を
疎
そ
か
に
し
て
る
る
芝
い
ふ

の
で
あ
る
。
實
際
、
吾
々
に
も
本
紀
は
簡
に
過
ぎ
る
戚
が
あ
る
が
然
し
含
ん
で
み
る
事
實
の
項
数
は
必
ず
し
も
蕾
唐
書

よ
り
少
い
わ
け
で
は
な
い
。
然
ら
ば
敏
は
何
故
特
に
か
、
る
表
現
法
を
探
っ
た
か
で
あ
る
。
新
付
書
の
高
組
（
李
淵
）
本

紀
は
文
と
し
て
非
常
に
立
派
で
、
薦
ん
で
面
白
い
が
、
こ
れ
を
蕾
信
書
や
晶
群
、
追
継
大
雅
の
大
唐
創
業
起
居
注
な
ど
、

比
較
し
て
護
ん
で
見
て
、
第
一
に
唐
に
義
兵
を
超
し
た
も
の
は
誰
で
あ
る
と
し
て
み
る
か
又
義
兵
を
起
す
と
は
如
何
な

る
こ
と
を
注
目
し
て
見
る
。
温
大
雅
の
起
居
注
仁
よ
乃
と
萢
義
は
李
淵
の
意
か
ら
出
て
み
る
が
、
且
李
淵
は
階
を
亡
す



意
は
な
い
と
あ
る
。
影
戯
に
兵
を
起
し
た
李
密
は
階
の
十
大
悪
を
攻
め
階
を
生
民
の
敵
必
す
滅
す
べ
し
と
し
て
居
る
が

起
居
注
に
見
ゆ
る
李
下
は
む
し
ろ
階
を
守
り
立
て
》
薗
ら
は
そ
の
灘
を
受
け
る
を
旨
と
し
て
居
る
。
所
が
新
儒
書
に
よ

る
と
、
兵
を
暴
げ
た
も
の
は
、
太
宗
李
世
民
で
あ
る
と
し
て
み
る
。
誓
唐
書
に
は
李
世
民
が
父
に
畏
め
て
暴
志
し
た
と

あ
っ
て
、
些
さ
か
穏
和
に
な
っ
て
み
る
Q
つ
ま
り
新
重
書
で
は
，
こ
の
間
の
意
を
極
め
て
明
瞭
に
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
太
宗
本
紀
に
は
李
淵
の
言
葉
と
し
て
兵
を
爆
げ
π
の
は
汝
で
あ
る
、
吾
は
汝
に
從
は
ん
と
記
し
て
み
る
起
義
の
墨

は
全
く
太
宗
か
ら
出
だ
と
認
め
、
而
し
て
新
翠
蔓
で
は
唐
が
兵
を
起
し
た
と
き
の
、
天
下
観
離
の
状
態
を
明
自
に
書
い

て
み
る
、
そ
こ
で
太
宗
の
立
案
は
天
下
萬
民
の
た
め
に
し
た
と
見
、
階
の
帝
室
を
守
り
立
て
る
意
は
認
め
な
い
わ
け
で

・
あ
る
。
こ
れ
は
温
大
雅
の
意
見
と
は
違
っ
て
み
る
。
奮
唐
書
で
は
、
こ
の
間
の
こ
と
を
如
何
に
解
繹
し
た
か
極
め
て
不

明
瞭
で
あ
る
。
だ
“
劉
文
静
の
傳
に
李
世
民
の
活
動
を
述
べ
て
み
る
の
で
、
之
を
磁
心
に
側
め
ば
、
少
年
英
氣
の
李
世

民
を
地
方
に
流
寓
し
て
天
下
の
愛
を
見
て
居
る
一
機
略
の
士
が
唆
か
し
て
大
事
を
平
げ
た
と
解
せ
ら
れ
る
が
李
淵
が
之

を
如
何
に
庭
理
し
π
か
李
世
民
が
眞
に
主
働
者
で
あ
っ
た
か
や
全
く
分
か
ら
な
い
。
か
＼
る
黙
を
新
暦
書
は
非
常
に
明

齢
に
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
y
要
之
す
る
に
新
驚
愕
は
明
ら
か
に
李
淵
は
傍
役
で
李
世
民
が
主
役
で
あ
る
と
し
て
み

る
。
新
唐
書
は
材
料
と
し
て
起
居
注
を
採
レ
、
ピ
れ
を
一
流
の
史
話
を
以
て
書
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
普
通
支
那

の
學
者
は
里
諺
書
は
唐
の
國
史
か
ら
探
っ
た
と
し
て
み
る
。
謹
擦
は
な
い
が
、
長
慶
以
前
に
於
て
は
そ
の
こ
と
は
ま
つ
有

り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
唐
の
序
歌
は
起
居
注
と
は
已
に
異
っ
た
立
場
で
書
か
れ
た
こ
と
を
推
察
す
る
に
難
く
な
く
鯨
程
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改
作
さ
れ
て
凡
て
の
事
情
が
判
然
と
し
て
み
る
。
非
理
は
非
常
に
多
く
の
材
料
を
探
り
、
立
場
を
異
に
し
た
も
の
を
も

容
れ
て
巧
み
に
調
和
し
て
み
る
が
、
然
し
史
観
の
流
れ
と
い
ふ
も
の
は
、
な
か
一
明
瞭
で
な
い
。
兎
も
駒
澤
る
蕪
實

に
甥
す
る
解
繹
乃
至
史
概
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
新
唐
書
の
書
き
方
は
非
常
に
筋
が
通
っ
て
み
る
Q
か
く
新
唐
書
は

唐
の
帝
國
の
創
立
者
を
太
宗
李
世
民
で
あ
る
と
明
瞭
に
定
め
た
。
そ
の
意
味
は
高
組
太
宗
の
爾
…
紀
の
讃
に
よ
っ
て
最
も

阻
か
で
あ
る
。
高
耐
の
讃
に
は
李
淵
の
功
業
に
響
き
何
の
参
る
、
所
も
な
く
、
た
い
唐
の
起
る
べ
き
運
命
の
一
般
的
叙

述
の
あ
る
計
で
あ
お
。
而
し
て
太
宗
の
讃
に
於
て
唐
の
制
度
文
物
の
美
が
成
立
つ
た
と
解
す
る
。
叢
に
唐
の
王
室
が
道

徳
的
標
準
を
示
す
と
云
ふ
意
昧
が
確
立
す
る
。
然
し
か
、
る
新
癒
書
の
観
方
が
果
し
て
史
實
を
客
槻
的
に
正
確
に
捉
へ

得
・
か
、
ど
嘉
は
別
懇
で
あ
・
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偶

　
新
馬
書
本
紀
の
凡
例
は
や
は
り
呂
夏
卿
が
書
い
て
み
る
。
今
其
黙
を
別
ど
し
て
車
鍔
爾
本
紀
の
異
岡
を
考
へ
る
と
、

新
唐
書
は
主
と
し
て
國
燈
に
關
す
る
事
國
交
と
忠
義
と
叛
臣
と
の
記
述
を
専
に
し
て
居
る
、
之
恐
ら
く
歓
陽
型
の
春
秋

に
謁
し
て
抱
く
｝
見
解
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
欧
陽
脩
は
経
を
以
て
経
を
理
解
す
る
と
い
ふ
方
法
を
取

る
。
故
に
春
秋
の
直
筆
を
主
張
す
る
。
こ
れ
勿
論
欧
陽
修
の
主
脳
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
主
筆
の
把
め
に
新
唐
書

が
蕾
唐
心
に
劣
る
と
は
云
は
れ
な
い
。
奮
耳
茸
の
長
慶
域
前
の
分
は
出
來
が
悪
い
と
云
は
れ
て
居
る
。
こ
の
部
分
の
本

紀
に
つ
い
て
考
ふ
に
其
事
實
に
於
て
も
詔
に
於
て
も
通
運
の
重
用
し
な
い
も
の
が
多
い
○
之
は
恐
ら
く
通
鑑
の
選
澤
の

結
果
削
除
し
た
と
見
る
べ
く
、
材
料
が
多
い
と
云
ふ
理
由
で
奮
早
書
を
推
賞
し
て
は
な
ら
な
い
。
事
實
詔
勅
の
如
き
も



そ
の
立
時
に
暴
行
せ
ら
れ
た
と
は
考
へ
ら
れ
す
而
も
衰
頽
時
代
に
あ
っ
て
朝
廷
を
中
心
と
し
て
書
く
と
な
れ
ば
些
細
な

天
子
の
私
生
活
な
ど
が
、
長
々
と
書
か
れ
て
み
る
は
止
む
を
得
ぬ
。
か
う
い
ふ
詔
勅
類
や
天
子
の
私
生
活
の
記
事
な
ど

は
國
家
的
歴
史
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
削
っ
て
し
ま
っ
て
一
向
差
支
へ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
露
な
瓢
か
ら
見
て
も

新
全
書
の
方
が
蕉
唐
書
よ
り
も
、
よ
り
多
く
客
部
的
な
も
の
を
有
っ
て
み
る
。
其
歴
史
の
理
解
の
仕
方
に
し
て
も
例
へ

ば
、
宣
戦
の
世
を
以
て
、
奮
唐
書
は
、
宣
宗
革
質
の
情
の
故
に
天
下
は
不
和
で
あ
っ
た
と
し
て
み
る
が
、
新
唐
書
の
方

で
は
、
唐
の
天
下
は
宣
宗
の
時
か
ら
衰
へ
始
め
た
と
書
い
て
み
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
激
の
客
槻
的
な
見
方
が

正
し
い
。

　
次
に
志
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
い
て
も
呂
夏
卿
の
凡
例
が
あ
る
○
そ
れ
以
外
新
唐
薯
の
禮
樂
志
、
五
行
志
は

非
常
に
特
色
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
意
か
と
い
ふ
古
代
の
禮
樂
は
基
く
所
が
あ
る
、
後
世
の
禮
樂
は
名

で
あ
る
、
禮
は
人
情
の
自
然
に
よ
っ
て
成
る
も
の
が
正
し
い
、
こ
の
正
し
い
と
見
ら
れ
る
も
の
だ
け
を
豊
代
か
ら
抜
い

て
叙
述
し
た
も
の
が
新
壁
書
の
禮
樂
志
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
五
行
志
は
從
添
附
會
さ
れ
だ
諸
學
説
を
省
き
純
輝
の
儒
説

の
み
を
暴
げ
る
。
つ
ま
b
探
る
難
き
も
の
に
慣
値
の
差
を
つ
け
、
萬
世
の
標
準
と
な
る
可
き
楼
…
な
も
の
だ
け
を
採
る
と

す
る
。
然
し
新
唐
芋
が
最
も
唐
代
の
特
長
を
理
解
せ
し
め
る
も
の
は
、
そ
の
爆
睡
志
、
兵
志
、
儀
衡
志
で
あ
る
。
こ
の

三
志
は
新
唐
墨
に
於
い
て
始
め
て
設
け
ら
れ
た
●
も
の
で
あ
る
、
尤
も
三
志
の
中
で
選
爆
志
は
杜
佑
の
蓮
典
か
ら
來
る
も

の
と
解
せ
ら
る
y
が
、
然
し
兵
と
儀
衡
と
は
そ
の
内
容
全
く
通
典
の
そ
れ
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
右
。
こ
の
兵
志
儀
衛

　
　
　
　
新
麿
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志
は
王
疇
の
作
乏
い
ふ
説
乏
、
激
陽
脩
砂
作
と
い
ふ
説
と
二
つ
の
説
が
あ
る
が
、
眞
相
は
亡
者
の
合
筆
に
成
る
も
の
と

さ
れ
よ
う
。
儀
衡
志
は
實
に
新
召
書
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
儀
衛
は
唐
の
王
室
の
特
長
で
あ
っ
た
が
、
か
、
る

志
を
立
つ
る
こ
と
は
唐
の
王
室
を
理
解
す
る
の
に
面
白
い
試
み
で
あ
る
。
儀
侯
兵
は
全
隊
の
農
民
か
ら
選
び
、
更
に
農

民
は
均
田
法
に
よ
っ
て
生
活
を
保
誰
さ
れ
て
る
る
の
で
、
結
局
王
室
は
一
般
風
趣
に
守
ら
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
。
新
蕾
毛
書
の
食
貨
志
を
比
較
す
る
に
、
均
田
法
の
理
解
に
醤
し
て
も
爾
者
の
皇
別
は
明
瞭
で
あ
る
。
薔
唐
書
に
よ

っ
た
の
で
は
こ
の
均
田
法
の
立
派
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
分
ら
な
い
。
又
府
兵
制
度
の
崩
壊
は
捕
…
鑑
に
は
開
元
十
年
の

こ
と
、
し
て
を
b
蕾
貴
書
と
同
じ
で
あ
る
が
、
所
が
通
鑑
に
は
こ
の
こ
と
を
書
い
た
最
後
に
、
蕾
唐
書
に
は
見
え
な

い
「
兵
農
之
分
從
之
始
尖
」
と
い
ふ
字
句
が
足
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
考
へ
は
新
唐
書
か
ら
虚
心
に
導
入
さ
れ
π
も
の
と

解
さ
れ
る
。
新
唐
書
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
已
に
王
子
麟
の
玉
垂
に
も
言
っ
て
み
る
通
り
、
異
説
が
多
く
、
私

と
し
て
も
勿
論
、
主
槻
的
猫
断
的
な
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
兎
も
角
、
新
講
書
の
考
へ
方
が
強
く
後
世
を
支
配
し

て
居
る
こ
と
事
實
で
あ
る
。
宋
｝
代
の
歴
史
思
想
の
流
れ
は
、
又
こ
の
間
に
も
窺
へ
る
わ
け
で
あ
る
。
國
家
と
い
ふ
も

の
を
明
瞭
に
し
ょ
う
と
い
ふ
考
へ
方
は
宋
代
に
出
挙
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
へ
方
の
源
は
勿
論
唐
代
に
詣
り
得
る
も

の
で
は
あ
る
が
。
欧
陽
衛
は
、
か
、
る
時
代
の
考
へ
方
を
明
確
に
具
現
し
て
み
る
入
で
あ
る
。
つ
ま
り
仁
宗
の
頃
か
ら

已
に
こ
の
考
へ
方
の
現
は
れ
た
こ
と
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
後
の
朱
子
の
内
意
綱
目
は
、
勿
論
藁
家
意
識
を
明
瞭
に
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
蔚
芽
は
巳
に
新
右
書
に
於
て
見
ら
れ
る
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
。
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