
宋
に
よ
っ
て
天
下
が
統
一
さ
れ
る
と
、
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
発
達
し
た
各

地
の
産
業
は
、
国
境
の
無
い
流
通
経
路
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
。
そ
し
て
分
業
に
よ

る
生
産
力
の
拡
大
を
伴
っ
て
、
宋
の
経
済
力
が
著
し
い
高
ま
り
を
み
せ
た
の
は
周

知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
必
然
的
に
表
面
化
し
て
き
た
の
が

奢
修
で
あ
る
。

奢
修
は
経
済
発
展
に
伴
う
購
買
力
の
向
上
な
ど
を
背
景
と
し
た
社
会
現
象
で
あ

る
と
共
に
、
技
術
や
芸
術
な
ど
多
角
的
な
文
化
構
造
の
縮
図
で
も
あ
り
、
時
代
の

世
相
を
知
る
た
め
の
好
材
料
と
な
る
。
経
済
力
の
発
達
は
被
支
配
者
層
に
も
幾
ば

く
か
の
余
裕
を
も
た
ら
し
、
高
度
な
消
費
生
活
を
生
み
出
す
土
壌
と
な
り
、
結
果

と
し
て
文
化
の
向
上
を
促
す
。
し
か
し
そ
の
余
裕
に
基
づ
く
奢
修
の
隆
盛
は
、
消

費
水
準
の
向
上
を
示
す
指
標
と
な
る
一
方
で
、
様
々
な
弊
害
を
引
き
起
こ
す
原
因

と
も
み
な
さ
れ
た
。
宋
以
前
に
お
い
て
は
、
主
に
身
分
不
相
応
な
服
飾
や
建
築
の

流
行
な
ど
に
よ
る
身
分
秩
序
の
廉
爛
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
規
制
し

よ
う
と
す
る
禁
令
が
散
見
し
、
北
宋
に
お
い
て
は
こ
れ
に
加
え
て
、
物
資
の
大
量

は

じ

め

に
北

宋

奢

修

禁

消
耗
に
よ
る
資
源
の
枯
渇
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
も
考
え
ら
れ
、
国
家
統
治
の
土

台
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
た
め
、
し
ば
し
ば
禁
止
の
対
象
と
さ
れ
た
。

奢
修
禁
令
は
基
本
的
に
車
服
制
度
を
根
拠
と
し
て
、
国
家
が
宮
廷
・
官
吏
・
民

衆
な
ど
の
贅
沢
を
禁
じ
た
法
令
で
あ
り
、
禁
止
の
対
象
は
主
と
し
て
様
々
な
装
飾

品
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
装
飾
品
の
製
造
・
着
用
・
売
買
の
禁
止
を
奢
修
禁

令
の
判
断
基
準
と
し
、
奢
修
禁
令
と
表
記
し
て
い
る
も
の
は
金
銀
を
対
象
と
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
禁
止
さ
れ
た
装
飾
品
に
関

し
て
は
金
銀
を
原
料
と
し
た
も
の
が
群
を
抜
い
て
多
く
、
特
に
金
に
対
す
る
禁
令

は
個
別
の
装
飾
品
の
み
な
ら
ず
加
工
形
態
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
銀
等
の
他
の
素

材
と
比
べ
た
場
合
、
そ
の
禁
止
項
目
は
格
段
に
細
部
に
亘
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
加
え
て
金
銀
は
同
じ
く
禁
止
の
対
象
と
な
っ
た
翠
羽
や
真
珠
等
と
は
異
な

り
、
装
飾
品
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
貨
幣
財
と
し
て
の
使
用
が
可
能
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
金
銀
を
対
象
と
す
る
禁
令
の
考
察
は
、
制
度
史
や
服
飾
史
に
止
ま
ら

ず
、
経
済
史
分
野
の
問
題
を
解
く
鍵
と
も
な
り
得
る
と
い
う
点
で
、
特
に
重
要
な

意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

宋
代
の
奢
修
及
び
奢
修
禁
令
に
関
し
て
、
ま
ず
加
藤
繁
氏
の
論
考
を
挙
げ
て
み

(
1
)
 

よ
う
。
氏
は
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
金
銀
の
貨
幣
と
し
て
の
使
用
と
器
物
や
装
飾
品

令

考

ー
金
銀
装
飾
品
に
対
す
る
諸
規
制
と
そ
の
変
遷
I

岡

田

哲

明
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と
し
て
の
使
用
が
、
相
互
に
促
進
し
あ
う
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
禁
令
に
到
る
要
因
や
内
容
に
関
し
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
あ

く
ま
で
禁
令
を
金
銀
器
飾
の
隆
盛
の
傍
証
と
し
て
扱
う
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま

た
、
宮
崎
市
定
氏
は
器
物
や
食
品
に
関
す
る
奢
修
の
歴
史
的
変
遷
を
示
し
、
近
世

に
お
い
て
奢
修
の
内
容
が
量
か
ら
質
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
宋
代
に
お
け
る
奢
移
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
金
銀

や
禁
令
に
関
し
て
論
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
斯
波
義
信
氏
は
衣
食
住
に
関
す
る

多
角
的
な
宋
代
の
奢
修
の
流
行
を
商
品
経
済
の
発
展
の
所
産
で
あ
る
と
し
、
消
費

(3) 

や
欲
望
が
多
様
化
・
大
衆
化
し
た
と
し
て
い
る
。
氏
の
論
考
か
ら
経
済
発
展
と
奢

修
の
増
大
と
の
密
接
な
関
係
が
確
認
で
き
る
が
、
禁
令
に
関
し
て
は
加
藤
氏
の
説

を
補
足
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
奢
修
禁
令
に
焦
点
を
あ

て
た
論
文
で
は
な
く
、
禁
令
の
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。

(
4
)
 

初
め
て
北
宋
の
奢
修
禁
令
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
の
は
勝
山
稔
氏
で
あ
る
。
氏
は

金
に
関
す
る
禁
令
を
主
題
と
し
て
、
真
宗
・
仁
宗
朝
の
禁
令
発
布
の
時
代
背
景
や

要
因
を
研
究
し
て
お
り
、
要
因
に
つ
い
て
は
実
質
的
な
目
的
と
名
目
を
併
せ
て

①
「
財
政
政
策
と
し
て
の
奢
修
禁
令
」

②
「
衣
服
制
・
身
分
秩
序
の
維
持
目
的
の
奢
修
禁
令
」

③
「
災
異
予
防
目
的
の
奢
修
禁
令
」

に
大
別
で
き
る
。
氏
は
「
財
政
政
策
と
し
て
の
奢
修
禁
令
」
に
関
し
て
、
貨
幣
財

と
し
て
の
金
銀
が
減
少
し
た
た
め
、
奢
修
禁
令
は
そ
れ
以
上
の
弊
害
を
防
止
し
、

金
銀
量
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
発
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
。
し
か
し
禁
令
が
ど
の
様
に
運
用
さ
れ
て
金
銀
の
減
少
を
防
止
し
た
か
は
、
充

分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
以
上
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
真
宗
・
仁
宗

朝
を
モ
デ
ル
と
し
て
経
済
政
策
と
し
て
の
奢
修
禁
令
の
効
果
を
考
え
て
み
る
こ
と

(5) 

に
し
た
い
。
ま
た
氏
が
対
象
と
す
る
の
は
主
に
真
宗
・
仁
宗
朝
で
あ
り
、
前
後
の

時
期
の
奢
修
禁
令
に
関
し
て
は
あ
ま
り
論
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
考
証
の

時
代
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
更
に
明
確
に
禁
令
の
本
質
が
見
え
、
奢
修
禁
令
の

実
態
把
握
に
新
た
な
視
座
が
開
け
る
に
違
い
な
い
と
考
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
北
宋
の
政
治
・
経
済
及
び
社
会
問
題
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
手
懸
り
と
し
て
、
北
宋
全
期
に
亘
る
奢
修
禁
令
を

通
覧
し
た
上
で
、
そ
れ
を
巡
る
諸
事
情
に
関
し
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

具
体
的
に
は
、
禁
令
内
容
の
変
遷
や
発
令
件
数
か
ら
当
該
時
期
の
社
会
背
景
を
探

る
こ
と
、
及
び
補
助
貨
幣
財
と
し
て
の
金
銀
が
如
何
に
し
て
保
護
さ
れ
た
か
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
宋
の
貨
幣
経
済
を
総
合
的
に
理
解
す
る
一
助
に
な
る
も
の

一
、
車
服
制
度
と
奢
修
禁
令

本
節
で
は
、
主
に
奢
修
禁
令
が
発
令
さ
れ
る
に
至
っ
た
時
代
背
景
と
目
的
、
及

び
そ
の
禁
止
項
目
に
関
す
る
整
理
と
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

北
宋
に
お
い
て
奢
修
禁
令
が
初
め
て
発
せ
ら
れ
た
の
は
太
宗
朝
の
こ
と
で
あ

り
、
当
時
の
政
治
状
況
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
太
宗
が
即
位

し
た
当
時
、
残
る
独
立
国
は
北
漢
と
呉
越
の
み
で
あ
り
、
ほ
ぼ
天
下
は
統
一
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
呉
越
も
太
平
興
国
三
年
（
九
七
八
年
）
に
は
自
ら
領
土
を
献

じ
て
帰
順
し
、
ま
た
北
漢
も
翌
太
平
興
国
四
年
（
九
七
九
年
）
に
太
宗
の
親
征
に

よ
っ
て
滅
亡
す
る
。
太
宗
は
北
漢
を
滅
ぼ
し
天
下
を
統
一
し
た
勢
い
に
乗
じ
、
五

代
以
来
の
宿
怨
の
地
で
あ
る
燕
雲
の
地
を
奪
い
返
す
べ
く
遼
に
対
し
て
北
伐
を
敢

と
考
え
て
い
る
。
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行
し
た
。
し
か
し
、
高
梁
河
の
戦
い
に
始
ま
る
二
度
の
敗
北
を
喫
し
、
以
後
両
国

間
に
は
長
期
に
わ
た
る
交
戦
状
態
が
続
い
た
。
た
だ
し
国
土
が
奪
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
も
無
く
、
対
外
的
に
も
既
に
宋
の
天
下
は
揺
ぎ
無
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

太
宗
は
こ
の
対
外
的
安
定
を
見
る
や
、
次
は
国
内
の
安
定
を
は
か
り
、
科
挙
に
よ

(6) 

る
文
官
任
用
に
尽
力
し
文
治
国
家
の
体
裁
を
整
え
る
な
ど
守
成
に
努
め
た
。
そ
の

最
中
、
太
宗
は
李
防
に
車
服
制
度
の
整
備
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
李
防
は

太
平
興
国
七
年
（
九
八
二
年
）
に
、

(
A
)
太
宗
、
太
平
興
國
七
年
正
月
、
翰
林
學
士
承
旨
李
防
等
奏
し
て
日
く
、

「
詔
を
奉
じ
、
詳
ら
か
に
車
服
の
制
度
を
定
む
。
請
う
ら
く
は
従
三
品
以
上

は
玉
帯
を
服
し
、
四
品
以
上
は
金
帯
を
服
し
、
以
下
、
升
朝
官
は
未
だ
升
朝

せ
ざ
る
と
雖
も
、
己
に
紫
緋
、
内
職
を
賜
る
の
諸
軍
の
将
校
は
、
拉
び
に
紅

程
金
塗
銀
排
方
を
服
さ
ん
こ
と
を
。
升
朝
と
雖
も
緑
を
着
る
者
は
、
公
服
の

上
に
銀
帯
を
繋
ぐ
を
得
ず
。
餘
官
は
黒
銀
方
圃
膀
及
び
犀
角
帯
を
服
さ
ん
。

貢
士
及
び
膏
吏
・
エ
商
・
庶
人
は
鐵
・
角
帯
を
服
し
、
恩
賜
の
者
は
此
の
制

を
用
い
ず
。
第
支
帯
は
本
是
れ
内
よ
り
出
だ
し
、
以
て
将
相
に
賜
い
し
も

の
、
庶
僚
に
在
り
て
は
、
登
に
合
に
僭
服
す
べ
け
ん
や
。
望
む
ら
く
は
恩
賜

に
非
ざ
る
者
は
、
官
三
品
に
至
ら
ば
乃
ち
之
を
服
す
る
を
得
ん
こ
と
を
。
」

(
7
)
 

と。

(B)
太
宗
、
太
平
興
園
七
年
、
翰
林
學
士
承
旨
李
防
言
え
ら
く
、
「
詔
に
準
じ

て
詳
ら
か
に
車
服
の
制
度
を
定
む
。
諧
う
ら
く
は
升
朝
官
は
銀
装
條
子
の
鞍

勒
に
乗
る
を
許
し
、
六
品
以
下
は
間
装
す
る
を
得
ず
、
其
の
構
は
皆
刺
繍
・

金
皮
の
飾
り
す
る
を
得
ず
。
餘
官
及
び
工
＿
商
・
庶
人
は
、
拉
び
に
烏
漆
の
素

鞍
に
乗
る
を
許
し
、
猥
毛
の
暖
坐
を
用
う
る
を
得
ず
。
其
れ
藍
黄
の
條
子

は
、
宮
禁
に
非
ざ
れ
ば
乗
る
を
得
ず
。
士
庶
・
軍
校
の
白
皮
の
繕
勒
に
乗
る

(
8
)
 

者
は
、
悉
く
禁
断
せ
ん
こ
と
を
。
」
と
。
之
に
従
う
。

と
い
う
帯

(
A
)
と
鞍
勒

(
B
)
に
関
す
る
規
定
を
上
奏
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

記
事
か
ら
、
金
銀
装
飾
品
が
身
分
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
当
然
こ
の
制
度
に
違
反
す
る
者
は
、
身
分
秩
序
を
乱
す
者
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

制
度
を
定
め
れ
ば
、
そ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
か
く
て
用
い
ら
れ
た

の
が
奢
修
禁
令
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
国
家
が
服
飾
を
規
定
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、

端
棋
二
年
十
一
月
九
日
、
詔
し
て
日
く
、
「
國
家
先
に
車
服
の
制
度
を
定

あ
ら
ゆ
る

む
。
聞
く
が
如
く
ん
ば
士
庶
に
尚
お
奢
僭
あ
り
、
と
。
今
後
應
文
武
の
升
朝

官
及
び
武
臣
内
職
、
禁
軍
指
揮
使
、
諸
班
押
班
、
廂
軍
都
虞
侯
、
防
・
圏
副

使
以
上
は
、
娩
び
に
銀
装
條
子
の
鞍
轡
に
乗
る
を
得
。
其
れ
正
五
品
以
上
は

即
ち
蘭
装
す
る
を
許
し
、
餘
人
は
悉
く
禁
ず
。
恩
賜
は
此
に
拘
ら
ず
。
京
官

の
知
州
・
軍
及
び
通
判
に
充
て
ら
る
る
者
に
限
り
て
は
、
櫂
に
六
品
以
下
の

(
9
)
 

升
朝
官
の
例
に
依
り
銀
装
條
子
の
鞍
轡
に
乗
る
を
許
さ
ん
。
」
と
。

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
士
庶
が
制
度
に
反
す
る
贅
沢
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ

か
ら
推
察
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
が
蔓
延
す
れ
ば
国
家
体
制
と
し
て
の
身
分

秩
序
は
崩
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
こ
の
奢
移
禁
令
は
鞍
轡
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、

B
の
制
度
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
奢
修
禁
令
が

車
服
制
度
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

創
業
か
ら
守
成
に
移
行
し
始
め
た
時
代
背
景
よ
り
み
て
、
奢
修
禁
令
は
車
服
制

度
を
遵
守
さ
せ
、
身
分
秩
序
ひ
い
て
は
国
家
の
統
治
体
制
の
安
定
化
を
は
か
る
た

め
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
太
宗
朝
に
至
っ
て
初
め
て
禁
令
が
発
せ

ら
れ
た
の
は
、
安
定
期
に
入
り
本
格
的
に
車
服
制
度
が
確
立
し
た
こ
と
と
無
関
係
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で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
禁
令
の
項
目
が
拡
大
さ
れ
て
い
く
次
第
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
真

宗
・
仁
宗
朝
に
は
、

八
年
三
月
庚
子
、
又
詔
す
ら
く
、
「
中
宮
よ
り
以
下
、
衣
服
は
拉
び
に
金
を

あ
ら
ゆ
る

以
て
飾
と
為
す
を
得
ざ
れ
。
應
蛸
金
、
貼
金
、
棲
金
、
間
金
、
餓
金
、
圏

金
、
解
金
、
刷
金
、
撚
金
、
陥
金
、
明
金
、
泥
金
、
榜
金
、
背
金
、
影
金
、

闊
金
、
盤
金
、
織
金
金
線
は
、
皆
造
る
を
許
さ
ず
。
」
と
。
然
れ
ど
も
上
の

(10) 

好
む
所
な
れ
ば
、
終
に
得
て
絶
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

と
い
う
も
の
や
、

お
の
お

…
…
其
れ
乗
輿
の
法
物
は
、
大
職
を
除
き
て
各
の
箇
制
有
り
。
前
に
依
り
て

行
用
す
る
も
、
内
廷
の
中
宮
よ
り
已
下
は
、
拉
ぴ
に
錐
金
、
貼
金
、
棲
金
、

間
金
、
甍
金
、
解
金
、
刷
金
、
明
金
、
泥
金
、
榜
金
、
欄
金
、
盤
金
、
織
撚

の
金
線
等
に
依
ら
ざ
れ
。
但
し
衣
服
に
装
著
す
る
に
係
る
も
の
は
、
拉
び
に

金
を
以
て
飾
と
為
す
を
得
ざ
れ
。
其
れ
外
廷
・
臣
庶
の
家
は
、
有
司
・
有
封

邑
を
以
て
せ
ず
、
拉
び
に
皆
禁
断
せ
よ
。
宜
し
く
宰
司
を
し
て
前
後
の
條
貫

(11) 

を
申
明
し
て
指
揮
せ
し
む
べ
し
。

と
い
う
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
、
重
複
す
る
も
の
も
含
め
て
実
に
多
く
の
禁
止
項
目
が

見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
物
品
だ
け
で
は
な
く
加
工
形
態
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
こ
の
傾
向
は
既
に
太
宗
朝
に
あ
ら
わ
れ
始
め
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
帯
と
鞍

勒
に
関
す
る
制
度
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
端
洪
二
年
十
一
月
九
日
（
九
八
九
年
）
の

禁
令
で
は
、
規
定
・
制
限
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
全
て
物
品
で
あ
る
。
し
か

し
同
じ
く
端
批
二
年
に

A
の
車
服
制
度
に
依
拠
し
て
発
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
、
帯
や
髪
型
を
対
象
と
し
た
も
の
に
は
、

端
洪
二
年
、
詔
す
ら
く
、
「
縣
・
鎮
場
務
の
諸
色
の
公
人
、
升
び
に
庶
人
・

商
買
．
伎
術
・
官
に
係
わ
ら
ざ
る
伶
人
は
、
只
だ
自
・
白
衣
、
鐵
・
角
帯
の

み
を
服
す
る
を
許
し
、
紫
を
服
す
る
を
得
ざ
れ
。
文
武
の
升
朝
官
及
び
諸
司

副
使
・
禁
軍
指
揮
使
・
廂
軍
都
虞
候
の
家
の
子
弟
は
此
の
限
に
拘
わ
ら
ず
。

帳
頭
巾
子
は
、
自
今
高
さ
は
二
寸
五
分
を
過
ぎ
ざ
れ
。
婦
人
の
俵
醤
は
拉
に

宜
し
く
禁
断
し
、
伯
り
て
高
昏
及
び
高
冠
を
作
る
を
得
ざ
る
べ
し
。
其
れ
銅

金
・
泥
金
・
箕
珠
も
て
衣
服
に
装
綴
す
る
は
、
命
婦
に
服
す
る
を
許
す
を
除

く
の
外
、
餘
人
は
拉
び
に
禁
ぜ
よ
。
」
と
。
至
道
元
年
、
復
び
庶
人
の
紫
を

(12) 

服
す
る
を
許
す
。

と
あ
り
、
初
め
て
銅
金
・
泥
金
と
い
う
加
工
形
態
が
禁
止
対
象
と
な
っ
た
。
こ
れ

(n) 

は
禁
止
物
品
の
指
定
だ
け
で
は
、
多
様
化
す
る
金
銀
装
飾
品
を
網
羅
し
き
れ
ず
、

禁
令
の
拘
束
力
の
弛
緩
と
限
界
が
見
え
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
加
工
形

態
の
細
分
化
は
、
抑
え
き
れ
な
い
奢
修
の
風
潮
の
も
と
で
、
有
効
に
禁
令
の
拘
束

力
を
強
化
•
発
揮
し
、
そ
の
実
効
範
囲
の
拡
大
を
は
か
る
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措

置
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
奢
修
禁
令
は
時
代
性
や
社
会
状
況
を
敏
感
に
受
け
止
め
な
が
ら

発
令
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
太
宗
朝
に
人
々
の

度
を
越
し
た
奢
修
を
戒
め
て
身
分
秩
序
の
維
持
を
は
か
り
、
数
種
の
加
工
形
態
を

禁
止
条
項
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
車
服
制
度
の
不
備
を
補
い
、
よ
り
広
範
囲
の
取

締
り
が
可
能
と
な
っ
た
奢
修
禁
令
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
次
代

の
真
宗
朝
に
引
き
継
が
れ
、
ま
た
も
当
時
の
社
会
状
況
に
即
応
し
て
更
な
る
機
能

を
追
加
す
る
の
で
あ
る
。
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二
、
奢
修
禁
令
と
銅
禁
と
の
比
較

宋
代
に
お
け
る
金
の
使
用
法
は
、
装
飾
品
的
な
も
の
と
貨
幣
的
な
も
の
の
二
種

に
ほ
ぽ
限
定
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
勝
山
氏
が
加
藤
・
古
林
•
宮
崎
各

(14) 

氏
や
日
野
開
三
郎
氏
の
論
考
を
基
に
ま
と
め
て
い
る
。
氏
は
銀
に
関
し
て
「
装
飾

品
よ
り
も
器
物
材
と
し
て
の
需
要
が
多
い
銀
…
」
と
述
べ
る
に
止
ま
る
が
、
銀
も

(15) 

金
と
同
じ
く
装
飾
と
貨
幣
財
の
二
種
類
に
大
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
提
に

た
っ
て
、
奢
修
禁
令
が
こ
の
金
銀
の
使
用
法
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
と
い

う
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

奢
修
禁
令
は
金
銀
の
装
飾
品
的
使
用
を
取
り
締
ま
る
も
の
で
あ
り
、
交
換
の
媒

介
等
の
役
割
を
禁
止
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
名
目
的
に
は
金
銀
の

使
用
は
ほ
ぽ
貨
幣
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
奢
修
禁
令
は
何
ら
か
の
経
済
的
意
図
を
も
っ
て
発
せ
ら
れ
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
が
、
経
済
政
策
と
し
て
禁
令
を
把
握
す
る
に
は
、
そ
れ
に
応
ず
る
内
容

を
直
接
示
す
資
料
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
に
、
経
済
（
貨

幣
）
政
策
で
あ
る
銅
禁
と
の
比
較
を
通
じ
て
分
析
を
行
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。

銅
禁
と
は
銅
銭
の
流
通
量
や
存
在
量
の
減
少
で
あ
る
銭
荒
を
防
ぐ
た
め
に
発
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
荒
木
敏
一
・
曽
我
部
静
雄
両
氏
や
日
野
氏
の
論
考
に
詳
し

(16) 
い
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
も
と
に
銭
荒
と
銅
禁
を
、
そ
し
て
勝
山
氏
が
整
理

し
た
金
銀
減
少
の
主
な
理
由
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

ま
ず
銭
荒
の
原
因
に
つ
い
て
い
え
ば

①
中
国
人
自
身
が
銅
貨
を
錆
毀
し
て
銅
器
製
造
の
材
料
と
す
る

②
外
国
貿
易
に
よ
る
銅
貨
の
海
外
流
出

③
王
安
石
の
税
制
改
革
に
よ
っ
て
民
間
の
銅
貨
が
著
し
く
欠
乏

④
現
銭
の
死
蔵

(17) 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
銅
禁
の
内
容
は

①
銅
銭
の
舘
錯
の
禁
止

②
銅
銭
の
国
外
流
出
の
禁
止

③
銅
器
銅
材
私
有
の
禁
止

④
銅
器
銅
材
私
売
買
の
禁
止

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
金
銀
の
減
少
要
因
と
し
て
は

①
封
禅
費
用
や
各
種
土
木
工
事
費
用
（
真
宗
）

②
民
間
の
金
銀
飾
（
真
宗
・
仁
宗
）

③
鉱
産
の
不
振
（
真
宗
・
仁
宗
[
慶
暦
年
間
]
）

④
商
人
に
よ
る
金
銀
の
国
外
流
出
（
真
宗
）

⑤
民
間
で
の
蓄
蔵
（
真
宗
）

⑥
大
規
模
な
対
外
戦
争
に
よ
る
支
出
（
仁
宗
）

⑦
冗
官
・
冗
兵
に
よ
る
支
出
（
仁
宗
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
銅
禁
の
内
容
は
何
れ
も
国
内
に
お
け
る
銅
銭
量
を
確
保
す

る
た
め
の
も
の
で
、
最
終
的
に
は
銅
銭
の
価
値
の
安
定
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

る
。
ま
た
銭
荒
の
原
因
の
う
ち
、
③
の
王
安
石
の
税
制
改
革
を
巡
る
も
の
に
は
意

(18) 

見
の
対
立
も
見
ら
れ
、
ま
た
時
代
が
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
比
較
対
象
外
と
す

る
が
、
残
り
の

eあ
あ
）
は
勝
山
氏
が
提
示
し
た
金
銀
の
減
少
に
関
わ
る
②

e希
）
と

対
応
し
て
い
る
。
ま
た
金
銀
の
対
外
的
な
動
き
で
あ
る
が
、
真
宗
・
仁
宗
朝
に
お

(19) 

い
て
は
銅
と
同
じ
く
ほ
ぽ
流
出
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
金
銀
量
と
銅
銭
量
が
逼
迫
す
る
理
由
に
は
、
極
め
て
類
似

し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
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(20) 

・
幾
つ
か
の
奢
修
禁
令
と
銅
禁
は
と
も
に
対
象
素
材
の
確
保
に
繋
が
る

・
金
銀
も
銅
銭
と
同
じ
く
、
国
家
と
民
間
に
お
け
る
双
方
向
的
な
関
係
を
形
成

(21) 

す
る
媒
介
財
と
し
て
機
能
す
る

・
金
銀
銅
は
全
て
貨
幣
と
し
て
使
用
さ
れ
、
装
飾
品
と
し
て
も
使
用
で
き
た

•
金
銀
銅
は
自
然
の
所
産
で
あ
り
、
人
為
的
に
生
産
量
を
増
加
•
安
定
さ
せ
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
い
う
共
通
項
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
銅
禁
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
奢
修
禁

令
の
経
済
政
策
と
し
て
の
性
格
が
証
明
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
比
較

対
象
と
し
て
、
銭
荒
と
金
銀
減
少
の
共
通
要
因
の
中
で
も
、
特
に
貨
幣
（
財
）
量

の
減
少
を
惹
起
し
た
で
あ
ろ
う
「
装
飾
品
と
し
て
の
使
用
」
と
「
国
外
流
出
」
を

扱
う
こ
と
と
し
た
。

銅
禁
が
一
時
期
を
除
い
て
は
宋
の
国
是
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
貨
幣
（
銅

銭
）
量
の
減
少
は
憂
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
補

助
貨
幣
と
し
て
、
す
で
に
国
家
経
済
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
通
貨
と
し
て
の
役
割

を
確
定
さ
れ
て
い
た
金
銀
に
関
し
て
も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
先
に
挙
げ

た
共
通
項
の
中
で
も
、
特
に
経
済
活
動
に
深
刻
な
被
害
を
及
ぽ
し
た
と
考
え
ら
れ

(22) 

る
両
者
を
対
象
と
し
、
奢
移
禁
令
が
如
何
な
る
作
用
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
事
態
を

防
ぐ
効
果
を
発
揮
し
た
か
検
討
を
加
え
よ
う
。
そ
し
て
過
度
の
貨
幣
財
の
減
少
を

防
ぐ
と
い
う
貨
幣
政
策
と
し
て
の
意
味
合
い
か
ら
、
こ
れ
を
「
奢
修
禁
令
の
経
済

政
策
と
し
て
の
性
格
」
と
し
た
い
。

ー
．
奢
修
禁
令
に
よ
る
金
銀
装
飾
品
製
作
の
制
限

金
銀
は
鉱
物
と
し
て
の
特
性
か
ら
、
一
度
装
飾
品
と
さ
れ
て
も
錯
解
す
る
こ
と

で
貨
幣
財
へ
の
改
鋳
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
装
飾
品
の
中
に
は
再
利
用
が
不

可
能
な
も
の
が
あ
っ
た
う
え
、
あ
ま
り
に
も
膨
大
な
量
を
装
飾
品
に
加
工
し
た
た

め
、
金
銀
の
運
用
に
支
障
を
き
た
し
か
ね
な
い
と
い
う
風
潮
が
真
宗
・
仁
宗
朝
に

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
大
中
祥
符
元
年
の
こ
と
と
し
て
、

ぜ
ん
ぜ

上
、
輔
臣
に
語
り
て
日
く
、
「
京
師
の
士
庶
、
還
来
漸
ん
と
し
て
奢
修
を
事

と
す
。
衣
服
・
器
玩
、
金
を
錯
か
し
て
飾
と
為
す
も
の
多
く
、
累
り
に
條
約

を
加
う
る
と
雖
も
終
に
未
だ
禁
止
せ
ず
。
エ
人
、
金
を
錬
り
て
箔
と
為
し
、

其
の
徒
日
び
繁
し
。
費
や
す
所
を
計
う
れ
ば
歳
ご
と
に
十
萬
雨
を
下
ら
ず
。

う
た
た

既
に
壊
し
た
れ
ば
復
す
べ
か
ら
ず
、
浸
以
て
風
と
成
る
。
良
に
戒
む
べ
き
な

り
。
」
と
。
乃
ち
三
司
使
丁
謂
に
詔
し
て
、
菖
制
を
申
明
し
、
告
す
る
者
を

募
り
て
之
に
賞
せ
し
む
。
自
今
、
乗
輿
・
服
御
の
塗
金
・
繍
金
の
類
も
亦
須

ら
く
用
う
べ
か
ら
ず
。

と
あ
り
、
真
宗
は
年
に
十
万
両
に
も
及
ぶ
再
利
用
が
不
可
能
な
金
の
消
費
を
問
題

視
し
て
い
る
。
表
I
、
11
を
見
て
も
こ
の
十
万
両
と
い
う
数
が
い
か
に
膨
大
な
量

で
あ
っ
た
か
推
察
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
金
の
浪
費
は
貨
幣
財
量
の
減
少
を
き

た
す
可
能
性
が
あ
る
。
よ
っ
て
国
家
は
装
飾
品
の
製
造
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ

り
、
金
銀
の
消
失
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(24) 

真
宗
朝
に
は
官
民
に
お
け
る
奢
修
が
目
立
ち
、
大
量
の
金
銀
が
装
飾
品
化
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
風
潮
は
仁
宗
朝
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、

…
…
然
る
に
是
の
時
、
海
内
承
平
た
る
こ
と
已
に
久
し
く
、
民
間
の
習
俗
、

ぜ
ん
ぜ

日
び
漸
ん
と
し
て
修
靡
た
り
。
金
を
廉
や
し
以
て
服
器
を
飾
る
者
、
勝
げ
て

(25) 

敷
う
べ
か
ら
ず
。
重
ね
て
禁
ず
る
も
能
＜
止
む
る
莫
し
。

と
い
う
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
民
間
に
お
け
る
金
装
飾
の
流
行
や
、

太
常
少
卿
直
昭
文
館
開
封
の
麗
僑
言
え
ら
く
、
「
京
師
は
天
下
の
本
た
り
。

而
る
に
士
民
の
僭
修
す
る
こ
と
法
無
し
。
室
居
・
服
玩
は
競
い
て
華
靡
を
為
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あ
た
い

し
、
珠
磯
・
金
翠
は
路
衝
を
招
燿
し
、
一
襲
衣
は
其
の
直
翅
だ
に
千
萬
の
み

な
ら
ず
。
請
う
ら
く
は
之
を
條
約
せ
ん
こ
と
を
。
」
と
。
壬
戌
、
詔
す
ら

（％） 

く
、
「
雨
制
は
證
院
と
同
に
詳
ら
か
に
制
度
を
定
め
て
以
聞
せ
よ
。
」
と
。

と
い
う
伊
達
く
ら
べ
と
で
も
言
う
べ
き
風
潮
が
見
ら
れ
、
民
間
の
奢
修
は
止
ま
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
様
な
状
況
の
中
、
金
銀
の
装
飾
品
と
し
て
の
使
用
が
問

題
視
さ
れ
、
例
え
ば
李
観
は
上
申
の
中
で
、

ょょ，

…
…
金
盛
く
出
で
て
用
足
ら
ざ
る
は
、
蓋
し
之
を
用
う
る
者
衆
き
た
め
な

り
。
…
…
古
は
金
銀
を
以
て
幣
と
為
し
、
泉
布
と
拉
行
し
、
既
に
し
て
稚
か

用
い
て
器
飾
と
為
す
。
然
れ
ど
も
亦
未
だ
甚
だ
し
く
は
著
し
か
ら
ざ
る
な

り
。
今
や
翁
然
と
し
て
之
を
用
い
、
品
制
有
る
亡
し
。
閻
閻
を
守
る
者
、
唯

だ
財
是
れ
視
し
、
飲
食
・
頷
沐
の
器
よ
り
玩
好
の
具
ま
で
、
或
い
は
飾
る
に

或
い
は
作
る
に
必
ず
白
金
を
以
て
す
。
斤
を
連
ね
鉤
を
累
ね
、
多
き
を
以
て

い
よ
い
よ
さ
か
ん

栖
と
為
す
。
財
愈
雄
と
な
れ
ば
則
ち
至
ら
ざ
る
所
無
し
。
天
下
を
畢
げ
て

よ

う

ま

す

ま

（

巴

皆
然
る
が
故
に
、
金
盛
く
出
ず
る
と
雖
も
用
盆
す
足
ら
ざ
る
な
り
。

金
が
い
く
ら
採
掘
さ
れ
よ
う
と
も
不
足
す
る
の
は
、
様
々
な
器
物
や
装
飾
の
材
料

と
し
て
金
銀
が
多
用
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
李
観
の

一
意
見
で
は
あ
る
が
、
仁
宗
朝
に
も
多
く
の
金
銀
が
装
飾
品
と
し
て
消
費
さ
れ
た

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
極
め
て
重
要
な
問
題
と
し
て
、
奢
修
禁
令
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
品
は

(28) 

金
銀
共
に
箔
や
メ
ッ
キ
な
ど
が
極
め
て
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
中
祥
符
三

年

(
1
0
1
0
年
）
の
こ
と
と
し
て
、

三
月
、
監
察
御
史
寇
呟
言
え
ら
く
、
「
在
京
の
市
葬
の
賣
る
所
の
銀
器
の

屡
、
多
く
は
雑
じ
う
る
に
銅
を
以
て
す
。
蓋
し
自
来
、
條
約
を
失
い
、
廂
巡

の
得
て
以
っ
て
通
容
す
る
を
致
せ
ば
な
り
。
乞
わ
ん
と
欲
す
ら
く
は
、
特
に

救
命
を
降
し
開
封
府
に
下
し
て
、
諸
廂
を
し
て
界
厳
し
、
切
に
覺
察
・
断
絶

せ
し
め
、
諸
色
の
人
に
告
捉
し
て
官
に
入
れ
、
行
人
を
勒
し
て
看
瞼
せ
ん
こ

と
を
許
さ
ん
。
…
…
所
有
行
鋪
、
自
前
に
下
次
の
銀
を
打
造
し
た
る
物
色

は
、
一
月
の
内
を
限
り
て
好
銀
を
烹
錬
す
る
を
興
し
、
限
浦
つ
る
も
改
髪
せ

ざ
る
者
は
、
拉
び
に
告
捉
施
行
す
る
を
許
さ
ん
こ
と
を
。
」
と
。
之
に
従

(29) 
、つ

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
銀
器
に
銅
を
混
入
す
る
と
い
う
違
法
行
為
に
端
を
発
し
、

こ
れ
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

が
「
一
ヶ
月
以
内
に
違
法
銀
器
を
鎧
か
し
て
好
銀
を
取
り
出
さ
せ
…
」
と
い
う
部

分
で
あ
る
。
つ
ま
り
器
飾
で
あ
れ
ば
一
度
加
工
し
て
も
、
再
び
原
材
料
の
状
態
に

戻
す
こ
と
が
で
き
た
、
す
な
わ
ち
貨
幣
財
と
し
て
の
再
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
禁
令
の
中
で
器
飾
が
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
淳
化
元
年
（
九
九
0
年）

の
一
件
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
製
造
禁
止
で
は
な
く
、
左
蔵
庫
所
蔵
の
金
銀
器
皿

（団）

を
毀
た
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
禁
止
物
品
の
偏
り
か
ら
、
奢
修
禁
令
の
対
象
は

そ
の
大
半
が
「
再
利
用
が
不
可
能
な
装
飾
品
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
類
推

(31) 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
装
飾
品
と
し
て
の
使
用
が
貨
幣
財
量
と
し
て
の
金
銀
の
減

少
を
惹
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貨
幣
財
と
し
て
銅
銭
を
補
完
す
る
こ
と
が
出
来

る
金
銀
で
あ
る
。
特
に
絶
対
量
の
少
な
い
金
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
装
飾
品
と
し

て
、
貨
幣
財
へ
の
改
鋳
が
不
可
能
な
状
態
で
消
費
さ
れ
る
こ
と
は
国
家
に
と
っ
て

憂
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
奢
修
禁
令
に
よ
っ
て
抑
止
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
正
に
銅
禁
に
お
け
る
「
銅
銭
の
錐
鈴
の
禁
止
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
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、ヽつ 2
．
奢
修
禁
令
に
よ
る
金
銀
装
飾
品
の
国
外
流
出
抑
制

金
銀
の
国
外
流
出
は
一
時
的
な
流
通
量
の
減
少
や
保
有
の
偏
り
な
ど
で
は
な

く
、
国
内
に
お
け
る
絶
対
量
の
減
少
、
ひ
い
て
は
価
格
騰
貴
を
も
引
き
起
こ
し
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
真
宗
朝
に
も
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、
大
中
祥
符
元
年

(
1
0
0
八
年
）
の
こ
と
と
し
て

時
に
京
城
の
金
銀
の
債
責
し
。
上
以
て
櫂
三
司
使
丁
謂
に
問
わ
ば
、
謂
言
え

(32) 

ら
く
、
「
西
戎
・
回
鵜
の
市
う
所
と
為
り
、
蕃
に
入
れ
ば
な
り
。
」
と
。

と
あ
り
、
す
で
に
大
中
祥
符
元
年
の
時
点
で
国
外
へ
の
流
出
が
原
因
で
金
銀
価
は

上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
、
ま
た
こ
の
歳
に
初
め
て
金
銀
の
供
出
を

伴
う
奢
修
禁
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
金
価
格
は
上
昇
を
続

け
、
表
III
に
示
し
た
如
く
大
中
祥
符
八
年

(
1
0
一
五
年
）
に
金
価
は
景
徳
四
年

(
1
0
0
七
年
）
の
倍
に
ま
で
高
騰
し
た
。
そ
し
て
同
年
に
再
び
金
の
供
出
を
伴

八
年
、
詔
す
ら
く
、
「
内
庭
は
中
宮
よ
り
以
下
、
拉
び
に
錆
金
、
貼
金
、
間

金
、
餓
金
、
圏
金
、
解
金
、
別
金
、
陥
金
、
明
金
、
泥
金
、
榜
金
、
背
影

金
、
盤
金
、
織
金
、
金
線
撚
絲
も
て
衣
服
に
装
著
す
る
を
得
ず
。
拉
び
に
金

を
以
て
飾
と
為
す
を
得
ず
。
其
れ
外
庭
・
臣
庶
の
家
は
悉
く
皆
禁
断
せ
よ
。

臣
民
の
菌
よ
り
有
す
る
者
は
一
月
に
限
り
て
回
易
す
る
を
許
さ
ん
。
…
…
官

は
じ
め
て

司
の
陳
朕
を
経
て
勘
會
し
、
官
に
詣
ら
ば
聞
奏
し
、
方
公
憑
を
給
し
、
三
司

に
詣
り
て
収
買
せ
し
め
よ
。
其
れ
明
金
も
て
仮
果
・
花
板
・
築
身
の
類
を
装

あ
ら
ゆ
る

う
も
の
、
應
金
を
装
彩
の
物
と
為
す
ば
あ
い
は
、
降
詔
の
前
、
已
に
有
し
た

る
は
更
め
て
毀
壊
せ
ず
、
自
餘
は
悉
く
禁
ぜ
よ
。
違
う
者
は
犯
人
及
び
エ
匠

つ
み

(34)

は
皆
坐
せ
よ
。
」
と
。

と
い
う
、
詔
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
「
一
月
に
限
り
て
回
易

す
る
を
許
さ
ん
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
一
ヶ
月
以
内
な
ら
売
却
し
て
も
良
い
と

い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
そ
の
期
間
が
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
、
以
後
は
そ
の
取
引
を
も

禁
止
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
禁
令
は
金
装
飾
の
製
造
・
着
用

禁
止
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
取
引
さ
え
も
禁
じ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
こ

れ
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
、

己
亥
、
詔
す
ら
く
、
「
近
ご
ろ
錐
金
を
禁
ず
る
に
、
北
境
の
人
は
権
場
に
至

る
も
、
未
だ
條
式
を
知
ら
ず
、
或
い
は
違
禁
の
物
を
賣
り
、
近
邊
の
商
旅
と

貿
易
す
る
を
慮
る
。
宜
し
く
知
雄
州
の
李
允
則
を
し
て
意
を
以
て
北
境
に
諭

表 I 金銀の収入と支出 （単位：両）

金 銀
西暦 元号 皇帝

収入 支出 収入 支出

997年 至道三年 太宗 14800 14870 376000 620000 

1021年 天蒻五年 真宗 14400 13500 883900 580000 

？ 熙寧中 神宗 37985 2909086 

表ll 金銀の歳課 （単位：両）

西暦 元号 皇帝
歳課

金 銀

997年 至道三年 太宗 若干量 145000 

1021年 天蒻五年 真宗 10000 882000 

？ 皇祐中

1ー―-ホ
15095 219829 

？ 治平中 英宗 5439 315213 

1078年 元豊元年 神宗 10710 215385 

※歳課に関しては産出量に和買・丁税・課利などの諸税を含む
か否かの問題がある。

※また天譴の歳課銀は丁税・課利折納・互市所得を含むと考え
られる。

（表 III 典拠 加藤繁『唐宋時代に於ける金銀の研究』）

- 36 -



表m

西暦 冗ー 万ロ 皇帝 金価 銀価 金禁令 銀禁令 金銀禁令

？ ？ 太祖 10000 
975 開宝八 ク

977 太平興国＝ 太宗 10000 
ク ，， ク 8000 

989 端供二 ク 1 I 
990 淳化一 ，，， I 
995 至道一 ク 1 
998 咸平一 六吉-刀 5000 800 
999 ヶ二 ，，， ，，， ，，， 2 
1000 ，，三 ヶ ク ク

1001 ，，，四 ，，， ，， ，，， I 
1002 ，，，五 ク ク ，， 1 
1003 ヶ六 ，，， ，， ，，， 

1006 景徳三 ク 1 
1007 ，，四 ，， 5000 1000 
1008 大中祥符一 ，， 2 2 
1009 ，，ニ ，，， I I 
1011 ク四 ，，， 1 
1012 ，，五 ク 1 I 
1013 ク ....L.. ノ‘ ヶ I 
1014 ，，，七 ，， 1 
1015 ，，八 ，， 約 10000 約 1600 4 
1018 天屈喜二 ，， 1 
1021 ，，五 ，， 

1022 乾興一 仁宗 I 
1026 天聖四 '， 8900 2000 
1030 ヶ八 ，， 

1035 景祐二 ，，， 1 
1036 ，，，三 ヶ I I 
1040 康定一 ', 2000 I 
1042 慶暦二 ，， I 
1043 ，，，三 ク 1 
1045 ，，，五 ，， 

1046 ヶ六 // 約3000
1050 皇祐二 ，，， 

1065 治平二 央サ『ホ

1066 ，，，三 ，， 1 
1068 ‘回’̀‘寧--,--ー 神宗 1 
1075 ，，，八 ，，， 10000 1600 
1076 ，，，九 ，，， 10000 1400 
1077 ，，十 ，，， 

1080 元豊三 ，，， 

1086 元祐一 哲宗 10000 
1087 元祐二 ク ，， 1 
1093 ，，，八 ク ク 1 
1104 串示蜜＿T-一＝ 徽宗 10000 1250 
1105 ク四 ，， ，， 

1111 政和一 ク ク 1 
1119 宣和二 ク ，，， 

1126 靖康一、正月 欽宗 20000 1500 
ク 靖康一、五月 ケ 1 
，， 靖康一、十二月 ク 32000 2200 

1127 靖康二、正月 ，，， 35000 約2500
，，， 靖康二、二月 ，，， 32000 2500 

※金銀価は、それぞれ一両あたりの銅銭（単位：文）との交換レートを示している。
典拠・荒木敏ー「宋代の銅禁ー特に王安石の解禁の銅禁撤廃の事情について一」

・加藤繁『唐宋時代に於ける金銀の研究j、第七章「唐宋時代に於ける金銀の価格」
・日野開三郎『東洋史学論集』巻六、第二部「銅鉄銭問題の研究」
•宮崎市定『五代宋初の通貨問題」、第四章第三節「金銀価格の変遷」
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約 100
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373 
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約300



せ
し
め
、
伯
り
て
降
し
た
る
所
の
詔
を
緑
し
、
之
に
付
せ
し
む
べ
し
。
」

(35) 

゜
と

と
い
う
詔
が
あ
る
。
こ
の
「
近
ご
ろ
錐
金
を
禁
ず
る
に
」
と
い
う
の
は
恐
ら
く
大

中
祥
符
八
年
五
月
壬
午
、
つ
ま
り
五
月
三
日
の
禁
令
と
考
え
て
よ
い
が
、
そ
れ
か

ら
一
ヶ
月
も
経
た
な
い
五
月
二
十
日
に
は
こ
の
よ
う
に
禁
令
を
徹
底
さ
せ
て
い

る
。
こ
の
北
境
と
は
「
意
を
以
て
北
境
に
諭
せ
し
め
」
と
あ
り
、
命
令
の
伝
達

先
が
宋
の
国
内
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
権
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
取
引
の
相

手
は
恐
ら
く
外
国
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
詔
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
権
場
に

お
い
て
宋
の
商
人
が
「
違
禁
の
物
」
す
な
わ
ち
錐
金
の
禁
止
を
守
ら
ず
に
加
工
し

た
金
装
飾
品
を
外
国
に
対
し
て
売
却
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
奢
修
禁
令
は
装
飾
品
の
製
造
・
着
用
禁
止
と
共
に
、
対
外

取
引
を
も
禁
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
禁
令
が
度
々
発
せ
ら
れ
よ
う
と

も
金
銀
装
飾
品
の
製
造
・
着
用
は
官
民
と
も
に
止
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、
た
と
え
一
た
び
禁
止
・
回
収
さ
れ
よ
う
と
も
、
新
た
に
金
を
用
い
て
装
飾
品

が
製
造
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
違
禁
の
品
と
い
え
ど
も
国
内

に
存
在
す
る
以
上
、
回
収
し
て
国
家
の
財
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
新
規
製

造
の
抑
制
と
も
な
ろ
う
。
よ
っ
て
国
外
流
出
抑
制
は
「
現
存
す
る
価
値
財
」
を
保

持
し
、
「
将
来
、
装
飾
品
化
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
貨
幣
財
」
を
確
保
す
る
手
段

と
な
る
。
そ
の
点
か
ら
、
貨
幣
で
あ
る
銅
銭
の
国
外
流
出
を
防
止
し
た
銅
禁
と
、

国
外
流
出
を
防
止
し
貨
幣
財
と
な
り
う
る
金
の
確
保
を
図
っ
た
奢
修
禁
令
は
極
め

て
類
似
し
た
性
質
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3
．
奢
修
禁
令
に
よ
る
金
銀
装
飾
品
の
国
内
取
引
の
制
限

売
買
と
い
う
行
為
は
、
生
産
・
消
費
・
流
通
と
い
う
経
済
の
根
本
要
素
を
結
び

ま、＇
 付

け
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
な
売
買
は
経
済
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
。
こ
れ
は
恐

ら
く
奢
修
禁
令
に
も
適
応
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
禁
令
に
よ
っ
て
金
銀
装
飾
品
の
製

造
・
着
用
・
対
外
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
国
内
取
引
だ
け
が
無

(38) 

制
限
に
認
可
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
す
な
わ
ち
、
売
買
の
禁
止
は
明

文
化
せ
ず
と
も
、
奢
修
禁
令
に
与
件
の
事
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
金
銀
装
飾
品
の
売
買
制
限
を
明
示
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
が
、
大

中
祥
符
五
年

(
1
0
―
二
年
）
に
、

癸
亥
、
詔
す
ら
く
、
「
諸
州
の
金
箔
を
轄
賣
す
る
人
は
井
び
に
元
犯
の
人
よ

り
罪
を
減
ず
る
こ
と
一
等
。
決
し
屹
わ
ら
ば
、
衆
め
し
む
る
こ
と
半
月
な
ら

し
め
よ
。
」
と
。
時
に
杭
州
の
民
周
承
裕
、
私
に
金
を
錬
り
て
箔
と
為
す
。

鄭
仁
澤
な
る
者
あ
り
、
嘗
て
市
い
千
枚
を
得
て
人
に
轄
景
す
。
事
敗
れ
、
全

家
徒
配
せ
ら
る
。
是
に
及
ん
で
、
本
路
の
韓
運
使
陳
奏
佐
上
言
す
ら
く
、

こ

と

み

な

「
情
異
な
る
に
罰
同
じ
ゅ
う
し
、
咸
遠
郡
に
徒
さ
ば
、
恐
ら
く
は
欽
憧
の
意

(39) 

を
傷
な
わ
ん
。
」
と
。
故
に
是
の
詔
有
り
。

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
金
箔
を
製
作
し
た
者
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う

奢
修
禁
令
の
適
用
例
で
あ
る
が
、
製
作
者
と
販
売
者
の
罪
に
格
差
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
こ
の
後
に
は
先
ほ
ど
示
し
た
大
中
祥
符
八
年
五
月
壬
午
の
記
事
が
あ

り
、
金
銀
装
飾
品
の
売
買
に
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
仁
宗
朝
に

乾
興
元
年
五
月
、
詔
す
ら
く
、
「
漢
洞
下
渓
州
教
練
使
の
田
遂
等
、
京
の
進

か
え

奉
よ
り
回
り
辰
州
に
至
る
の
日
、
池
鎮
務
の
貼
検
し
た
る
に
金
漆
銀
装
の
椅

子
一
隻
有
り
。
是
れ
本
州
刺
史
彰
儒
猛
、
装
造
せ
し
む
る
と
稲
す
。
宜
し
く

開
封
府
を
し
て
、
厳
し
く
指
揮
を
行
な
わ
し
む
べ
し
。
在
京
の
行
鋪
・
商
販

の
人
は
、
自
今
、
外
逍
の
進
奉
の
人
員
井
び
に
渓
洞
の
蟹
人
と
、
制
度
を
違
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越
し
た
る
器
用
を
製
造
す
る
こ
と
、
及
び
禁
権
の
物
色
を
買
賣
す
る
を
得

ず
。
灰
帯
し
て
勝
に
本
道
に
蹄
ら
ん
と
す
る
は
、
人
の
陳
告
す
る
を
許
し
、

（
船
）

拉
び
に
営
に
決
配
す
べ
し
。
」
と
。

と
い
う
、
制
度
に
違
反
し
た
器
用
の
製
造
や
政
府
専
売
品
の
売
買
を
禁
じ
た
詔
が

あ
り
、
こ
れ
は
金
銀
細
工
の
物
品
の
持
込
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
制

度
を
違
越
し
た
る
器
用
」
や
「
禁
権
の
物
色
」
は
奢
修
禁
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

て
き
た
金
銀
装
飾
品
の
可
能
性
が
高
い
。
断
定
は
差
し
控
え
る
が
、
こ
れ
も
ま
た

金
銀
装
飾
品
の
売
買
禁
止
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

売
買
の
抑
制
は
、
生
産
・
流
通
・
消
費
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
か
ら
現
場
へ
の
経
路

を
遮
断
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
金
銀
量
の
確
保
を
図
る
こ
と

は
難
し
い
が
、
物
品
の
移
動
を
抑
止
す
る
こ
と
で
製
造
・
着
用
・
対
外
取
引
禁
止

等
の
禁
令
の
拘
束
力
を
強
化
す
る
効
果
は
充
分
期
待
で
き
よ
う
。
こ
の
政
策
内
容

は
禁
止
対
象
と
な
っ
た
装
飾
品
の
取
引
制
限
と
い
う
点
で
、
銅
禁
に
お
け
る
「
銅

器
銅
材
私
売
買
の
禁
止
」
と
同
じ
性
格
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。4
．
奢
修
禁
令
の
機
能
の
追
加

こ
の
よ
う
な
奢
修
禁
令
に
よ
る
金
銀
装
飾
品
の
「
製
造
」
「
対
外
取
引
」
及
び

「
国
内
取
引
」
の
制
限
は
、
大
衆
の
経
済
行
動
や
消
費
生
活
に
よ
る
需
要
量
と
金

銀
産
出
量
な
ど
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
生
じ
、
そ
れ
が
国
家
経
済
や
社
会
生
活
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
銅
銭
は
鋳
造
貨
幣
、

金
銀
は
秤
量
貨
幣
と
い
う
差
異
が
存
在
し
、
多
く
の
奢
修
禁
令
が
車
服
制
度
な
ど

を
根
拠
と
し
て
い
る
た
め
単
純
な
比
較
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
貨
幣
及

び
貨
幣
財
の
装
飾
品
加
工
へ
の
抑
制
と
国
外
流
出
抑
制
を
は
か
る
と
い
う
点
に
お

い
て
両
者
は
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
財
の
一
定
量
確
保
と
い
う
意
味
で

の
「
経
済
政
策
と
し
て
の
性
格
」
が
奢
修
禁
令
に
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
可
能
な

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
奢
修
禁
令
と
鋼
禁
の
比
較
か
ら
は

・
銅
禁
↓
銅
材
と
銅
銭
の
量
を
維
持
し
て
価
値
を
安
定
さ
せ
る
。

．
奢
修
禁
令
↓
金
銀
の
量
を
維
持
し
て
価
値
を
安
定
さ
せ
る
。

と
い
う
構
図
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
中
祥
符
元
年
か
ら
八
年
ま
で

に
金
価
格
が
高
騰
し
た
理
由
に
は
、
勝
山
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
禁
令
に
「
金

の
国
家
へ
の
供
出
」
と
い
う
特
異
事
項
を
付
加
さ
せ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ち

な
み
に
大
中
祥
符
年
間
以
後
、
再
ぴ
禁
令
に
供
出
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
は
無
か
っ

た
。
ま
た
禁
令
が
頻
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
遵
守
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
も
要
因
の
一
っ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

(41) 

太
宗
朝
で
は
太
祖
朝
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
金
銀
を
大
量
に
放
出
し
て
お
り
、
そ
の

点
か
ら
み
て
金
銀
の
不
足
に
よ
る
奢
修
禁
令
と
は
断
定
し
が
た
い
。
そ
れ
に
対
し

て
真
宗
・
仁
宗
朝
で
は
金
銀
の
不
足
か
ら
奢
修
禁
令
を
発
し
た
場
合
が
多
い
。
よ

っ
て
、
奢
修
禁
令
に
経
済
政
策
と
し
て
の
機
能
が
付
加
さ
れ
た
の
は
、
真
宗
朝
以

降
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
禁
令
の
条
項
に
大
幅
な
改
変
は
見
ら
れ

ず
、
車
服
制
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
身
分
秩
序
の
維
持
」
と
い
う
目
的

が
失
わ
れ
、
純
粋
な
経
済
政
策
と
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
真
宗
朝
以
後
は
、
発

令
当
時
の
社
会
状
況
や
経
済
状
況
に
よ
り
、
「
身
分
秩
序
の
維
持
」
も
し
く
は

「
貨
幣
財
の
確
保
」
の
ど
ち
ら
に
比
重
が
か
か
る
か
に
よ
っ
て
、
禁
令
の
語
句
が

変
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
太
宗
朝
で
は
身
分
秩
序

を
維
持
さ
せ
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
た
禁
令
は
、
真
宗
・
仁
宗
朝
に
な
る
と

「
装
飾
品
へ
の
加
工
や
国
外
流
出
に
起
因
す
る
、
貨
幣
財
で
あ
る
金
銀
の
絶
対
量

の
減
少
防
止
」
と
い
う
経
済
政
策
と
し
て
の
要
素
が
加
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
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(42) 

る
。
そ
し
て
そ
の
政
策
内
容
は
金
銀
装
飾
品
の
製
造
と
取
引
の
禁
止
を
定
め
、

時
と
し
て
金
の
回
収
な
ど
を
加
え
な
が
ら
、
貨
幣
財
と
し
て
の
金
銀
の
数
量
維
持

三
、
奢
移
禁
令
の
発
令
件
数

奢
修
禁
令
の
件
数
は
、
真
宗
・
仁
宗
朝
を
ピ
ー
ク
と
し
て
神
宗
朝
以
降
は
減

少
、
も
し
く
は
時
期
的
な
偏
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
奢
修
禁
令
の

本
質
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
、
経
済
・
社
会
・
政
治
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類

し
、
北
宋
朝
の
過
去
の
発
令
要
因
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
神
宗
朝
以
降
の
件
数
の

減
少
と
偏
り
を
め
ぐ
り
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
経
済
的
要
因
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
す
る
。
真
宗
・
仁
宗
朝
の
発
令
動

機
と
し
て
、
金
銀
量
の
減
少
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
主
た
る
要
因
の
―
つ
に
金
銀

の
国
外
流
出
が
あ
る
が
、
神
宗
朝
に
な
る
と
、
そ
れ
を
特
に
問
題
視
し
た
記
事
は

管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
表
I
、
11
に
示
し
た
北
宋
の
金
銀
収
入
を

見
る
と
、
神
宗
朝
は
太
宗
や
真
宗
の
頃
と
比
べ
大
幅
な
増
加
を
見
せ
て
お
り
、
こ

れ
も
奢
修
禁
令
が
減
少
し
た
一
因
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
収
入
増
加
の
理
由
の
一
っ
と
し
て
、
財
政
上
に
お
け
る
金
銀
使
用
の
活
発

化
が
考
え
ら
れ
る
。
神
宗
朝
は
金
銀
の
活
発
な
使
用
が
な
さ
れ
た
時
代
と
さ
れ
て

い
る
力
こ
の
背
景
に
は
『
築
全
集
』
巻
―
-
+
―
―
一
に
「
夫
れ
、
金
吊
は
軽
貨
に
し

て
緩
急
に
集
め
易
し
」
と
記
さ
れ
た
、
軽
貨
と
し
て
の
利
便
性
を
も
っ
て
の
活
用

も
あ
ろ
う
。
神
宗
朝
に
は
宋
の
国
是
と
も
い
え
る
銅
禁
が
一
時
的
に
解
除
さ
れ
た

a) 
が
、
そ
の
一
方
で
蓄
蔵
や
銅
錯
そ
れ
に
国
外
流
出
に
よ
る
銭
荒
が
更
に
悪
化
し

（品）

て
い
る
。
い
か
に
銅
銭
鋳
造
量
が
増
加
し
よ
う
と
、
流
通
量
や
絶
対
量
が
減
少
す

を
は
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

れ
ば
必
然
的
に
他
の
貨
幣
財
へ
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ご
く
一
例
に
過
ぎ

な
い
が
神
宗
朝
に
お
い
て
も
、

又
、
登
運
司
、
六
路
及
び
京
東
轄
運
司
に
詔
し
、
封
椿
の
茶
本
・
租
税
の
錢

(46) 

を
金
、
銀
、
綿
、
絹
に
易
え
て
京
に
上
ら
し
む
。

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
特
性
が
経
済
活
動
に
有
利
に
働
い
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
北
宋
で
は
銅
銭
が
不
足
す
る
と
、
代
わ
り
に
他
の
貨
幣
財
を
も
っ
て
こ
れ
を

(47) 

補
お
う
と
し
、
そ
の
中
に
金
銀
も
含
ま
れ
て
い
た
。
金
（
銀
）
の
軽
貨
と
し
て
の

利
便
性
は
神
宗
朝
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
銭
荒
の
被
害
の
著
し
か
っ
た
神

宗
朝
に
、
銅
銭
不
足
を
補
い
う
る
金
銀
の
収
入
が
増
加
し
た
理
由
と
し
て
、
金
銀

使
用
の
増
加
も
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
金
銀
自
体
の

(48) 

収
入
が
増
加
し
た
こ
と
も
、
奢
修
禁
令
に
よ
っ
て
金
銀
量
を
保
護
す
る
必
要
性
を

低
下
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
社
会
的
要
因
を
奢
修
の
伝
播
と
禁
令
の
理
念
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

(49) 

上
層
階
級
の
奢
修
は
下
層
階
級
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
徽
宗
朝

に
お
い
て
も
、

宣
和
の
季
、
京
師
の
士
庶
、
競
い
て
掘
黄
を
以
て
腹
園
を
為
り
、
之
を
腰
上

黄
と
謂
う
。
婦
人
の
便
服
は
衿
紐
を
施
さ
ず
、
束
身
は
短
製
に
し
て
、
之
を

不
製
衿
と
謂
う
。
宮
披
よ
り
始
ま
り
、
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
國
を
通
じ

て
皆
之
を
服
す
。
明
年
、
徽
宗
内
調
し
て
上
皇
と
稲
し
、
意
に
青
城
の
遂
有

り
、
而
し
て
金
虜
の
華
を
乱
し
、
制
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
卒
る
。
斯
も
亦

た
ぐ
い

(50)

服
妖
の
比
な
る
か
な
。

と
し
て
、
開
封
の
士
庶
が
宮
廷
の
服
飾
に
倣
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
奢
修
の
傾

向
を
有
効
に
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
皇
帝
や
官
僚
達
が
率
先
し
て
奢
修
を
慎
ま
な

(51) 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冨
弼
は
奢
修
禁
令
に
関
し
て
、
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冨
弼
等
繹
し
て
曰
く
、
「
國
の
奢
を
去
る
は
上
の
者
よ
り
始
む
れ
ば
則
ち
天

下
化
に
従
わ
ざ
る
は
無
し
。
況
や
禁
を
去
る
こ
と
厳
明
な
る
を
や
。
慎
宗

は
な
は

朝
、
錯
金
の
服
を
禁
ず
る
こ
と
甚
だ
謹
む
。
然
る
に
、
累
り
に
制
令
を
下
せ

ど
も
犯
す
者
絶
え
ず
。
故
に
内
な
れ
ば
則
ち
宮
中
巳
下
に
詔
し
、
外
な
れ
ば

則
ち
大
臣
の
家
よ
り
し
、
悉
く
金
を
以
て
衣
服
を
飾
る
を
得
ざ
ら
し
め
ん
。

復
た
厳
憲
を
申
べ
天
下
に
布
か
ば
、
此
れ
よ
り
更
に
犯
す
者
無
か
ら
ん
。
蓋

(52) 

し
上
の
者
よ
り
始
む
れ
ば
法
禁
明
ら
か
な
り
。
」
と
。

と
述
べ
て
お
り
、
奢
修
を
有
効
に
取
り
締
ま
る
に
は
上
層
階
級
か
ら
節
倹
に
努
め

る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
徽
宗
朝
の
官
民
が
度
々
の

奢
修
禁
令
（
金
銀
を
対
象
と
し
な
い
も
の
も
含
む
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奢
修
を

続
け
た
理
由
が
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
花
石
綱
や
万
歳
山
の
造
営
な
ど
の
贅
沢

を
極
め
た
徽
宗
が
い
く
ら
「
奢
移
を
控
え
よ
」
と
命
じ
た
と
こ
ろ
で
、
確
た
る
効

果
を
発
揮
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
皇
帝
の
奢
移
が
民
間
の

文
化
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
が
『
東
京
夢
華
録
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
高

(53) 

度
な
消
費
生
活
を
持
続
さ
せ
た
一
因
で
も
あ
ろ
う
。

奢
修
禁
令
の
根
底
に
は
度
を
越
し
た
奢
修
を
戒
め
、
そ
れ
と
共
に
身
分
秩
序
の

維
持
を
は
か
る
目
的
が
あ
る
。
す
る
と
奢
修
禁
令
減
少
の
要
因
を
考
え
る
に
は
、

こ
の
奢
修
問
題
そ
の
も
の
を
探
る
必
要
が
あ
る
が
、
神
宗
朝
の
こ
と
と
し
て
、

都
提
學
市
易
司
買
昌
衡
等
言
え
ら
く
、
「
金
賓
は
衣
食
の
資
す
る
所
に
非
ざ

れ
ば
、
但
だ
嘗
に
其
の
修
僭
を
禁
ず
べ
き
の
み
。
若
し
棄
壊
す
る
こ
と
有
れ

ば
、
薗
法
は
之
を
致
す
に
死
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
罪
を
論
ず
る
こ
と
太
だ

こ
ま

重
く
、
募
る
に
厚
賞
を
以
て
せ
ば
、
則
ち
禁
を
為
す
こ
と
太
だ
密
や
か
な

り
。
今
新
救
は
止
だ
錯
を
以
て
飾
と
為
す
者
を
坐
す
る
の
み
。
さ
す
れ
ば
則

ち
菖
法
已
に
剛
改
さ
れ
、
其
の
金
銀
を
廃
壊
す
る
は
、
蓋
し
已
に
禁
ず
る
無

し
。
然
れ
ど
も
民
、
尚
お
前
法
に
循
い
、
未
だ
敢
え
て
通
用
せ
ず
。
已
に
し

て
本
司
を
し
て
金
銀
箔
を
造
り
て
出
賣
せ
し
め
ん
。
」
と
。
上
、
批
す
ら
く

「
市
易
務
の
箔
金
は
宜
し
く
出
賣
を
罷
む
べ
し
。
已
に
成
る
も
の
は
後
宛
に

(54) 

於
い
て
折
換
を
作
す
を
聰
さ
ん
。
」
と
。

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
分
の
「
今
は
た
だ

錯
金
装
飾
を
禁
じ
る
だ
け
な
の
で
、
過
去
の
奢
修
禁
令
は
既
に
剛
改
さ
れ
、
金
銀

の
浪
費
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
民
衆
は
過

去
の
奢
俊
禁
令
に
従
い
金
銀
の
浪
費
を
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
漿
壊
と
い
う
の
は
、
再
加
工
が
不
可
能
な
装
飾
を
惜
し
む
べ
き
こ
と
と
し
た
真

宗
・
仁
宗
朝
の
例
か
ら
見
て
、
恐
ら
く
装
飾
品
な
ど
と
し
て
の
使
用
を
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
、
意
味
と
し
て
は
金
銀
を
装
飾
品
と
し
て
利
用
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
依
然
と
し
て
鈎
金
装
飾
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
旧
法
に
従
っ
て
全
て
の
浪
費
が
無
く
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
過
去

の
禁
令
が
民
衆
の
奢
修
を
あ
る
程
度
抑
制
し
、
民
衆
自
身
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
度
を
越
し
た
奢
修
が
減
少
し
た
こ
と

も
、
奢
修
禁
令
が
減
少
し
た
要
因
の
一
っ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
こ
れ
に

類
似
し
た
事
例
は
徽
宗
朝
に
も
見
ら
れ
る
。
当
時
の
民
間
の
奢
修
を
知
る
も
の
と

し
て
は
、七

年
、
臣
僚
上
言
す
ら
く
「
輩
穀
の
下
、
移
靡
に
奔
競
し
、
未
だ
革
ま
ら
ざ

る
者
有
り
。
居
室
・
服
用
は
牡
麗
を
以
て
相
誇
り
、
珠
磯
・
金
玉
は
奇
巧
を

ま
す
ま

以
て
相
勝
る
。
獨
だ
貴
近
の
み
な
ら
ず
、
比
比
紛
紛
た
り
て
、
日
び
盆
す
滋

き
こ
と
甚
だ
し
。
臣
嘗
て
之
を
考
う
る
に
『
申
令
法
禁
、
具
る
と
雖
も
、
其

の
罰
尚
お
軽
く
、
有
司
玩
習
し
、
以
て
此
に
至
れ
り
。
』
と
。
民
庶
の
家
の

如
き
は
輛
に
乗
る
を
得
ざ
る
も
、
今
京
城
内
の
暖
輌
、
命
官
に
非
ざ
れ
ば
富
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民
・
娼
優
・
下
賤
に
至
る
ま
で
、
遂
に
以
て
常
と
為
れ
り
。
籟
か
に
見
る

に
、
近
日
内
禁
に
赴
き
乗
り
て
以
て
皇
城
の
門
に
至
る
者
、
奉
祀
に
乗
り
て

~
お
も

宮
廟
に
至
る
者
有
り
、
坦
然
と
し
て
畏
避
す
る
所
無
し
。
臣
妄
り
に
以
為
え

ら
く
、
護
を
僭
え
分
を
犯
す
は
、
禁
ず
る
も
亦
以
て
緩
め
る
べ
か
ら
ず
。
」

と
。
是
に
於
い
て
詔
し
、
品
官
に
非
ざ
れ
ば
暖
輌
に
乗
る
を
得
ざ
ら
し
む
。

是
よ
り
先
、
櫂
登
遣
提
畢
淮
南
東
路
學
事
の
丁
瑠
言
え
ら
く
、
「
衣
服
の
制

は
尤
も
緩
め
る
べ
か
ら
ず
。
今
閻
閻
の
卑
、
偏
優
の
賤
、
男
子
は
犀
玉
を
服

帯
し
、
婦
人
は
金
珠
を
塗
飾
し
、
尚
お
僭
修
す
る
も
の
多
く
、
未
だ
古
制
と

合
わ
ず
。
臣
恐
る
ら
く
は
、
證
官
の
議
す
る
所
、
止
だ
大
典
を
正
す
の
み
に

し
て
、
未
だ
此
に
及
ぶ
に
退
あ
ず
、
と
。
伏
し
て
願
わ
く
は
明
ら
か
に
有
司

に
詔
し
、
厳
し
く
法
度
を
立
て
、
古
を
酌
み
て
今
に
便
し
、
義
を
以
て
證
を

起
こ
さ
ん
こ
と
を
。
閻
閻
の
卑
を
し
て
、
尊
き
者
と
榮
を
同
じ
う
す
る
を
得

ざ
ら
し
め
、
借
優
の
賤
を
し
て
、
貴
き
者
と
麗
を
拉
ぶ
る
を
得
ざ
ら
し
め

よ
。
此
の
法
、
一
た
び
正
さ
ば
、
名
分
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
り
、
湊
倫
を

(56) 

革
め
以
て
忠
厚
に
蹄
せ
ん
。
登
に
之
を
小
補
と
日
わ
ん
や
。
」
と
。

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
開
封
で
の
奢
修
や
、
そ
れ
が
車
服
制
度
に
違
反
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
徽
宗
朝
に
は
階
層
を
越
え
た
奢
移
が
な
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
熙
寧
八
年
(
1
0
七
五
年
）
で
見
ら
れ
た
民
衆
の
自
主

的
な
奢
修
抑
制
の
態
度
が
完
全
に
失
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、

其
れ
賣
薬
・
賣
卦
は
皆
冠
帯
を
具
え
、
乞
弓
に
至
る
ま
で
、
亦
規
格
有
り
。

い
さ
さ

稚
か
憬
怠
す
る
が
似
き
は
、
衆
の
容
れ
ざ
る
所
な
り
。
其
れ
士
農
工
商
の
諸

お
の
お

(56)

行
、
百
戸
の
衣
装
は
各
の
本
色
有
ら
ば
、
敢
え
て
越
外
せ
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
社
会
的
身
分
や
職
業
に
よ
っ
て
服
装
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ

を
蔑
ろ
に
す
れ
ば
相
手
に
さ
れ
な
い
と
い
う
社
会
的
慣
習
が
大
き
く
作
用
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
徽
宗
朝
下
の
人
々
は
国
家
が
定
め
た
制
度
と
は
恐
ら
く
別
に
、
自

ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
内
の
職
業
・
身
分
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
が
果
た
し
て
熙
寧
八
年
の
記
事
の
よ
う
に
、
奢
修
禁
令
に
よ
る
取
締
り

の
影
響
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
神
宗
朝
以
降
（
も
し
く
は
そ
れ
以
前

か
ら
）
、
民
衆
は
国
家
が
規
定
し
た
身
分
制
度
に
違
反
す
る
ほ
ど
の
奢
修
を
行
う

一
方
で
、
服
飾
を
通
じ
た
社
会
生
活
の
ル
ー
ル
を
自
ら
形
成
し
、
許
容
と
排
斥
と

い
う
奨
励
・
罰
則
を
も
っ
て
秩
序
維
持
を
は
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
最
後
に
政
治
的
要
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
神
宗
・
哲
宗
朝
の
奢
修

禁
令
の
発
せ
ら
れ
た
時
期
を
見
る
と
、
一
定
の
偏
差
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ

り
、
そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

神
宗
：
王
安
石
が
参
知
政
事
に
任
命
さ
れ
た
熙
寧
二
年
(
1
0
六
九
年
）
か

ら
、
同
中
書
門
下
平
章
事
を
辞
す
る
熙
寧
七
年
(
1
0
七
四
年
）
ま
で

の
期
間
は
一
件
も
奢
修
禁
令
は
な
く
、
再
任
さ
れ
た
熙
寧
八
年
か
ら
、

中
央
を
離
れ
江
寧
に
退
く
熙
寧
九
年
ま
で
に
は
、
金
銀
を
対
象
と
し
な

(57) 

い
も
の
が
一
件
あ
る
の
み
で
あ
る
。

哲
宗
：
哲
宗
朝
の
奢
修
禁
令
は
、
旧
法
党
が
枢
機
を
掌
握
し
て
い
た
元
祐
年
間

と
、
哲
宗
が
崩
御
し
た
翌
月
の
元
符
―
―
一
年
二
月
(
―
1
0
0
年
）
の
二

(58) 

回
で
あ
り
、
新
法
党
支
持
で
あ
っ
た
哲
宗
の
親
政
期
間
中
（
紹
聖
年

間
）
に
は
発
令
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
偏
り
を
見
る
限
り
、
奢
修
禁
令
の
発
令
に
は
新
法
・
旧
法
の
党
派
問
題
が
介

在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
哲
宗
朝
の
も
の
で
あ
る
が
、

戊
午
、
御
史
中
丞
李
之
純
言
え
ら
く
、
「
臣
僚
上
言
し
、
厳
し
く
制
度
を
立

て
、
以
て
奢
僭
の
源
を
絶
ち
、
邪
修
を
杜
絶
し
、
以
て
風
俗
の
厚
き
を
成
さ

ん
こ
と
を
乞
う
。
閻
巷
の
庶
人
に
至
る
ま
で
、
錦
綺
を
服
し
、
珠
磯
を
侃
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し
、
屋
室
は
宏
麗
に
し
て
、
器
用
は
僭
越
な
れ
ば
、
皆
禁
止
す
べ
し
。
…
…

と
し
て
過
度
の
奢
修
の
現
状
を
述
べ
、
続
け
て
真
珠
に
関
す
る
禁
令
の
再
施
行
を

求
め
、
そ
の
後
に
、

…
…
及
び
民
間
、
諸
般
の
金
飾
の
物
を
服
用
し
、
浮
移
尤
も
甚
だ
し
、
而
れ

ど
も
條
貫
は
止
だ
錐
金
を
禁
ず
る
の
み
。
其
れ
鎮
金
、
貼
金
の
類
は
、
皆
是

は
な
は

れ
至
賓
を
棄
壊
し
宮
披
を
僭
擬
す
る
も
の
な
り
。
往
年
の
條
禁
甚
だ
多
く
、

亦
乞
う
ら
く
は
修
立
し
て
銅
金
の
法
の
如
く
に
せ
ん
こ
と
を
。
」
と
。
詔
し

て
鎮
金
、
貼
金
の
類
は
、
證
部
を
し
て
菖
條
を
検
畢
せ
し
め
、
珠
子
は
戸
部

(59) 

を
し
て
相
度
り
て
以
聞
せ
し
む
。

と
し
て
金
銀
を
対
象
と
し
た
奢
修
禁
令
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
上
奏
文
は
旧
法
党

が
政
治
の
表
舞
台
に
あ
っ
た
と
き
の
も
の
で
、
し
か
も
李
之
純
は
元
祐
党
籍
碑
に

も
名
を
連
ね
ら
れ
た
旧
法
党
人
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
金
財
を
対
象
と
し
た
奢
修

禁
令
は
旧
法
党
色
の
濃
い
政
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
時
代
を
く
だ

り
、
欽
宗
朝
に
な
る
と

蜻
康
の
初
め
、
舒
王
王
安
石
を
宣
聖
に
配
享
す
る
を
罷
め
、
復
び
春
秋
博
士

を
置
き
、
又
錐
金
を
禁
ず
。
時
に
皇
弟
粛
王
、
虜
に
使
い
し
、
其
の
拘
留
す

る
と
こ
ろ
と
為
り
、
未
だ
蹄
ら
ず
。
神
師
道
、
虜
を
墜
た
ん
と
欲
す
る
も
、

議
和
既
に
し
て
定
ま
り
、
其
の
去
る
に
縦
し
、
遂
に
防
禦
の
備
え
を
講
ぜ

ず
。
太
學
の
軽
薄
の
子
、
之
が
為
め
に
語
り
て
日
く
「
粛
王
を
救
け
ず
し
て

舒
王
を
巖
し
、
大
金
を
禦
が
ず
し
て
錐
金
を
禁
じ
、
防
秋
を
議
せ
ず
し
て
春

(60) 

秋
を
治
す
。
」
と
。

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
錯
金
と
は
、
春
秋
博
士
を
置
い
た
後
の
こ

(61) 

と
な
の
で
五
月
十
日
の
「
士
庶
の
家
に
錯
金
を
以
っ
て
飾
と
為
す
を
禁
ず
。
」
と

(62) 

い
う
禁
令
で
あ
る
。
欽
宗
朝
は
旧
法
党
復
権
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
が
王
安
石
の

(63) 

配
享
を
解
除
し
、
春
秋
博
士
を
設
置
し
た
理
由
で
あ
る
。
そ
し
て
「
又
、
錯
金
を

禁
ず
」
と
あ
る
た
め
、
こ
れ
も
旧
法
党
政
治
を
実
施
す
る
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
た
と
推
論
で
き
る
。
よ
っ
て
神
宗
朝
以
降
、
特
に
金
財
を
対
象
と
し
た
奢
修
禁

令
に
は
、
新
旧
両
党
派
の
政
治
理
念
が
深
く
関
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
上
、
北
宋
朝
の
禁
令
を
考
察
し
て
き
た
が
、
今
一
度
整
理
し
て
み
よ
う
。
太

宗
朝
の
奢
修
禁
令
は
車
服
制
度
の
遵
守
と
身
分
秩
序
の
維
持
を
主
目
的
と
し
て
い

た
の
に
対
し
、
真
宗
・
仁
宗
朝
に
お
け
る
経
済
の
困
窮
を
受
け
て
、
経
済
政
策
的

要
素
（
貨
幣
財
の
装
飾
品
化
・
国
外
流
出
・
国
内
取
引
の
制
限
）
を
追
加
す
る
に

至
り
、
ま
た
供
出
と
い
う
直
接
的
な
財
貨
獲
得
方
法
を
付
加
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

神
宗
朝
以
降
、
禁
令
の
発
令
件
数
は
減
少
の
一
途
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ

の
理
由
は
金
銀
量
の
安
定
や
、
人
々
の
自
主
的
な
職
業
・
身
分
秩
序
の
形
成
、
そ

し
て
恐
ら
く
は
新
旧
両
法
党
の
政
治
理
念
の
差
異
な
ど
が
複
合
的
に
組
み
合
わ
さ

っ
て
い
た
事
情
が
考
え
ら
れ
た
。
禁
令
は
北
宋
初
期
の
段
階
か
ら
、
政
治
・
経
済

・
社
会
問
題
を
敏
感
に
受
け
入
れ
、
そ
の
変
化
に
応
じ
て
時
代
に
適
応
す
る
形
態

を
と
り
、
特
に
真
宗
朝
以
降
に
付
加
さ
れ
た
貨
幣
財
を
保
護
す
る
経
済
政
策
と
し

て
の
機
能
は
、
今
後
、
貨
幣
経
済
を
総
合
的
に
理
解
す
る
上
で
見
逃
す
こ
と
は
出

来
な
い
。
し
か
し
、
つ
い
に
北
宋
末
期
に
至
る
ま
で
、
奢
修
を
禁
止
す
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
は
思
う
ほ
ど
の
効
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は

人
々
の
富
を
渇
望
す
る
こ
と
が
、
国
家
の
規
制
力
に
打
ち
勝
つ
と
い
う
事
実
を
表

象
し
て
お
り
、
北
宋
社
会
の
生
き
生
き
と
し
た
、
ま
た
生
々
し
い
様
相
の
一
断
面

お

わ

り

に
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を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
言
う
な
ら
、
北
宋
朝
の
奢
修
の
風
潮

は
、
そ
の
成
熟
し
た
文
化
と
共
に
南
宋
朝
に
引
き
継
が
れ
、
高
度
な
消
費
生
活
を

求
め
る
人
々
と
、
そ
れ
を
奢
修
禁
令
に
よ
っ
て
抑
制
し
よ
う
と
す
る
国
家
と
の
闊

ぎ
あ
い
も
ま
た
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
北
宋
に
お
け
る
、
従
来
奢
修
禁
令
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
考
察
し
た

が
、
そ
の
一
っ
の
帰
結
点
と
し
て
「
奢
修
禁
令
機
能
の
限
界
」
を
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
奢
修
禁
令
は
車
服
制
度
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
身
分
秩

序
の
維
持
と
い
う
問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
奢
修
の
実
態
は
緒

言
に
示
し
た
宮
崎
・
斯
波
両
氏
の
論
考
の
如
く
、
装
飾
品
に
限
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
食
物
に
関
し
て
も
北
宋
当
時
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
金

銀
以
外
の
禁
令
を
見
て
も
、
取
り
締
ま
ら
れ
る
の
は
装
飾
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ

は
恐
ら
く
贅
沢
を
規
制
す
る
名
目
と
し
て
法
的
に
完
備
し
て
い
る
も
の
が
、
車
服

関
係
に
限
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
見
て
き
た
真
宗
・
仁
宗
朝
に
お
け

る
禁
令
は
、
経
済
政
策
と
し
て
の
性
格
が
備
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
名
目
は
車

服
制
度
に
依
拠
し
て
い
る
。
―
つ
の
禁
令
に
よ
っ
て
「
身
分
秩
序
の
維
持
」
と

「
貨
幣
財
量
の
維
持
」
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
い
う
こ
と
は
至
極
当

然
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
奢
修
禁
令
の
限
界
が
見
え
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
車
服
制
度
を
根
拠
と
す
る
限
り
、
抑
制
の
対
象
と
し
て

食
物
を
含
む
奢
修
全
般
に
及
ぼ
す
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
今
後
は
こ
の
視
座
に
立
ち
、
奢
修
の
抑
制
方
法
を
奢
修
禁
令
だ
け

に
見
る
の
で
は
な
く
、
マ
ク
ロ
的
な
視
点
で
消
費
活
動
全
般
を
通
覧
し
、
そ
の
抑

制
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
北
宋
全
時
期
を
通
じ
た
経

済
発
展
の
長
期
的
変
動
と
、
こ
こ
で
見
て
き
た
北
宋
期
の
奢
修
禁
令
の
変
遷
と
を

比
較
し
、
そ
の
因
果
関
係
を
探
る
こ
と
も
奢
修
像
の
把
握
に
必
要
な
作
業
で
あ
ろ

注『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
は
『
長
編
』
、
『
宋
會
要
輯
稿
』
は
『
宋
會
要
』
と
略
記
し
た
。

(
l
)

加
藤
繁
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
器
飾
」
（
『
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研

究
』
第
六
章
、
東
洋
文
庫
、
一
九
二
五
年
）
を
参
照
。

宮
崎
市
定
「
中
国
に
於
け
る
奢
修
の
変
遷
ー
羨
不
足
論
ー
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』

第
一
巻
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
。

斯
波
義
信
「
社
会
と
商
業
」
（
『
宋
代
商
業
史
研
究
』
第
七
章
、
風
間
書
房
、
一

九
六
八
年
）
を
参
照
。

勝
山
稔
「
北
宋
代
に
お
け
る
奢
修
禁
令
の
考
察
|
真
宗
代
の
金
飾
禁
令
集
中
と

公
私
経
済
に
於
け
る
金
の
集
散
|
」
(
『
東
方
学
』
第
九
二
輯
、
一
九
九
六
年
）
、

同
氏
「
北
宋
代
に
於
け
る
奢
修
禁
令
実
施
と
そ
の
構
造
に
つ
い
て
ー
仁
宗
代
の

各
種
禁
令
施
行
の
要
素
と
そ
の
変
化
ー
」
（
『
社
会
文
化
史
学
』
三
六
、
一
九
九

六
年
）
を
参
照
。

本
稿
で
は
、
禁
令
が
国
家
と
い
う
団
体
の
経
済
活
動
の
み
な
ら
ず
、
民
間
と
い

う
言
わ
ば
個
人
に
お
け
る
金
の
使
用
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
観
点

か
ら
、
財
政
政
策
で
は
な
く
経
済
政
策
と
す
る
。

太
宗
は
国
内
の
安
定
化
を
図
る
一
環
と
し
て
、
科
挙
制
度
の
整
備
の
ほ
か
に
書

物
の
編
纂
事
業
な
ど
も
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
多
く
の
業
績

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
で
は
塩
卓
悟
氏
が
「
宋
太
宗
の
文
化
事
業
|
『
太
平

広
記
』
を
中
心
に
ー
」
（
『
比
較
文
化
史
研
究
』
第
五
号
、
二
0

0
三
年
）
に
お

い
て
、
『
太
平
広
記
』
の
編
纂
を
巡
る
政
治
・
人
事
問
題
を
論
考
し
て
い
る
。

『
宋
史
』
巻
一
百
五
十
三
、
輿
服
五
、
太
平
興
國
七
年
正
月
條
（
太
宗
、
九
八
二

年）『
宋
史
』
巻
一
百
五
十
、
輿
服
二
、
太
平
興
國
七
年
條

『
宋
會
要
』
輿
服
志
四
ー
五
、
端
洪
二
年
十
一
月
九
日
條
（
太
宗
、
九
八
九
年
）

『
燕
翼
飴
謀
録
』
巻
二
、
大
中
詳
符
八
年
三
月
庚
子
條
（
真
宗
‘
1
0
一
五
年
）

『
宋
大
詔
令
集
』
巻
一
百
九
十
九
、
慶
暦
二
年
五
月
戊
寅
條
（
仁
宗
‘
1
0
四
二

(
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)
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(
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)
 

(
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う
。
そ
れ
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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ー

年）『
宋
史
』
巻
一
百
五
十
三
、
輿
服
五
、
躇
批
二
年
條

こ
れ
は
宋
代
に
入
り
、
金
銀
の
装
飾
方
法
が
発
達
し
た
こ
と
が
理
由
の
一
っ
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
加
藤
氏
が
前
掲
書
の
四
六
一
頁
ー

四
六
二
頁
で
「
金
器
飾
も
益
流
行
し
た
が
、
取
分
け
錯
金
貼
金
等
の
鈴
金
装
飾

が
大
に
発
達
し
、
其
の
為
に
金
を
慶
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
一
般
金
器

飾
は
姑
く
置
い
て
、
鈴
金
の
禁
止
に
全
力
を
傾
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
、

錯
金
装
飾
の
発
展
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
林
森
廣
氏
も
「
宋
代
の
金
銀

釧
工
業
|
金
銀
匠
と
金
銀
鋪
ー
」
（
『
明
石
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第

一
五
号
、
一
九
七
三
年
）
に
お
い
て
、
金
銀
鋪
・
金
銀
匠
・
文
思
院
に
お
け
る

金
銀
装
飾
の
発
達
や
生
産
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行

研
究
か
ら
宋
代
に
お
け
る
金
銀
装
飾
法
の
発
達
を
窺
い
矧
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
勝
山
氏
は
太
宗
の
金
銀
放
出
政
策
に
よ
り
民
間
に
大
量
の
金
銀
が
流
通
し

た
こ
と
が
、
民
間
に
お
け
る
金
飾
の
普
及
の
端
緒
が
開
か
れ
た
要
因
と
し
て
い

る
が
（
前
掲
『
東
方
学
』
論
文
、
第
七
頁
を
参
照
）
、
こ
れ
も
金
銀
装
飾
品
の
多

様
化
に
結
び
つ
こ
う
。

勝
山
氏
『
東
方
学
』
論
文
を
参
照
。
ま
た
氏
は
第
六
頁
1
七
頁
に
お
い
て
金
銀

の
使
用
法
を
述
べ
る
中
で
、
宮
崎
氏
の
論
考
を
基
に
太
宗
以
降
の
こ
と
と
し
て

「
周
知
の
如
く
宋
代
で
は
銅
銭
の
国
外
流
出
や
「
銭
荒
」
と
称
さ
れ
た
粗
悪
銭
の

横
行
と
良
銭
の
器
物
へ
の
改
鋳
な
ど
、
主
貨
幣
で
あ
る
銅
銭
は
常
に
多
く
の
不

安
定
要
因
を
抱
え
て
お
り
、
以
後
金
銀
は
公
私
の
経
済
に
不
可
欠
な
貨
幣
材
ヘ

と
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
銅
銭
の
減
少
を
補
う
た
め
に
金
銀

が
使
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

加
藤
氏
の
論
考
（
前
掲
書
、
第
二
、
三
章
及
び
第
六
章
）
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
基
本
的
に
両
者
の
使
用
方
法
に
差
は
無
い
。
銀
が
金
よ
り
も
幅
広
い
階
層

の
人
々
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
ま
た
宮
崎
氏
（
『
五
代
宋
初
の
通
貨
問

題
』
第
二
三
五
頁
、
星
野
書
店
、
一
九
四
三
年
）
が
銀
は
金
以
上
に
貨
幣
的
用

途
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
も
、
存
在
量
が
多
く
、
ま
た
そ
の
た
め
に
同
一
重

量
あ
た
り
の
価
格
が
金
よ
り
も
低
く
小
額
取
引
に
適
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
ま
た
勝
山
氏
の
述
べ
る
装
飾
と
器
物
の
差
異
で
あ
る
が
、

17 16 

禁
民
間
造
銀
鞍
瓦
及
金
錢
、
又
禁
盤
楚
金
綾
゜

『
長
編
』
巻
四
十
八
、
咸
平
四
年
正
月
丙
寅
條
（
真
宗
‘
1
0
0
一年）

と
い
う
よ
う
に
装
飾
も
器
物
も
共
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
や
、

大
中
詳
符
元
年
、
三
司
言
「
…
自
今
金
銀
箔
線
、
貼
金
、
鎖
金
、
泥
金
、
楚

金
線
装
貼
什
器
土
木
玩
用
之
物
、
蚊
請
禁
斯
、
非
命
婦
不
得
以
為
首
飾
。
…
」

『
宋
史
』
巻
一
百
五
十
三
、
輿
服
五
、
大
中
詳
符
元
年
條
（
真
宗
‘
1
0
0
八

年）

と
い
う
よ
う
に
金
銀
の
装
飾
加
工
方
法
を
併
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奢
修
禁

令
中
に
お
い
て
は
金
銀
の
立
場
は
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
奢
修

禁
令
を
見
る
限
り
は
金
と
銀
を
同
列
に
扱
っ
て
も
問
題
は
無
い
も
の
と
考
え

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
稿
に
お
い
て
装
飾
と
表
記
し
て
い
る
場
合
は
、
器
物
も

含
む
も
の
と
す
る
。
ま
た
金
禁
令
が
銀
禁
令
よ
り
発
令
件
数
が
多
い
こ
と
も
、

恐
ら
く
絶
対
量
の
差
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
表
の

I
、
II
を
見
れ
ば
収

人
・
支
出
と
も
に
銀
の
方
が
多
く
、
こ
こ
か
ら
生
産
盤
・
消
費
量
・
流
通
量
に

関
し
て
は
銀
の
ほ
う
が
勝
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
す
る
と
浪
費
に

よ
る
数
量
の
逼
迫
は
金
の
ほ
う
が
顕
著
に
表
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た

め
に
量
的
余
裕
の
あ
る
銀
よ
り
も
金
に
対
す
る
取
締
り
が
頻
発
し
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

荒
木
敏
一
「
宋
代
の
銅
禁
|
特
に
王
安
石
の
解
禁
の
銅
禁
撤
廃
の
事
情
に
つ
い

て
ー
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
巻
、
第
一
号
、
一
九
三
八
年
）
、
曽
我
部
静
雄

「
宋
の
銭
荒
」
（
『
文
化
』
第
三
巻
、
第
三
号
、
一
九
三
六
年
）
、
日
野
氏
（
『
東
洋

史
学
論
集
』
巻
六
、
第
二
部
「
銅
鉄
銭
問
題
の
研
究
」
、
三
一
書
房
、
一
九
八
三

年
）
を
参
照
。

日
野
氏
は
銅
銭
を
対
象
と
し
た
禁
令
と
銅
材
を
対
象
と
し
た
禁
令
を
、
そ
れ
ぞ

れ
「
銭
禁
」
「
銅
禁
」
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。
し
か
し
氏
も
「
す
で
に
述
べ
し

如
く
銅
禁
は
銭
禁
の
趣
旨
を
徹
底
せ
し
む
る
を
主
眼
と
し
て
設
け
ら
れ
た
禁
令

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
禁
令
は
常
に
互
助
相
伴
の
関
係
に
あ
っ
た
。
」
と
し

て
、
両
者
は
相
互
に
補
完
し
あ
う
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
私
有
の
禁
止
に

関
し
て
氏
は
「
民
間
の
蓄
う
る
所
の
銅
器
は
、
悉
く
送
官
し
、
錢
を
給
し
て
之

を
償
わ
ん
。
」
（
『
宋
會
要
』
食
貨
第
三
十
四
、
坑
冶
、
太
平
興
國
二
年
條
）
や
仏
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像
な
ど
の
鋳
造
禁
止
令
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
が
、
前
者
に
関
し
て
は
大
中

祥
符
元
年
の
奢
修
禁
令
の
「
冶
工
の
用
う
る
所
の
器
は
悉
く
送
官
せ
よ
。
諸
州

の
寺
観
、
金
箔
を
以
っ
て
尊
像
を
飾
る
者
あ
ら
ば
、
拠
り
て
三
司
に
申
し
、
自

ら
金
銀
の
エ
価
を
窟
し
、
文
思
院
に
就
き
て
換
給
す
る
を
聴
さ
ん
。
」
（
『
宋
史
』

巻
一
百
五
十
三
、
輿
服
五
、
大
中
詳
符
元
年
條
）
と
同
じ
内
容
で
あ
り
、
ま
た

後
者
に
関
し
て
は
多
く
の
奢
修
禁
令
に
見
ら
れ
る
金
銀
装
飾
品
の
製
造
禁
止
と

同
じ
も
の
と
考
え
て
良
い
。
ま
た
売
買
の
禁
止
に
関
し
て
は
本
文
に
て
説
明
す

る
が
、
奢
修
禁
令
に
も
金
銀
装
飾
品
等
の
売
買
の
禁
止
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ

る
。
以
上
、
銅
禁
と
銭
禁
が
補
完
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
と
、
日
野
氏
の
説
く
と

こ
ろ
の
銅
禁
が
奢
修
禁
令
の
禁
止
事
項
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

は
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
銅
禁
も
銭
禁
も
全
て
「
銅
禁
」
に
統
一

し
、
奢
修
禁
令
と
の
比
較
対
象
と
し
た
い
。

東
一
夫
『
王
安
石
新
法
の
研
究
』
第
一
編
、
第
二
章
「
宋
代
郷
村
に
お
け
る
貨

幣
経
済
」
（
風
間
書
房
、
一
九
七
0
年
）
、
毛
塚
康
明
「
王
安
石
新
法
と
銭
荒
ー

募
役
法
存
廃
を
め
ぐ
る
論
争
を
手
懸
り
と
し
て
ー
」
（
柳
田
節
子
先
生
古
希
記
念

『
中
国
伝
統
社
会
と
家
族
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

北
宋
代
に
お
け
る
金
銀
の
対
外
的
な
動
き
に
は
、
主
に
「
貿
易
」
「
朝
貢
」
「
賜

与
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
愛
宕
松
男
氏
（
『
東
洋
史
論
集
』
第
五
巻
、

第
二
部
「
色
目
人
研
究
」
、
三
一
書
房
、
一
九
八
九
年
）
、
加
藤
氏
（
前
掲
書
、

第
八
章
、
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
産
出
及
び
輸
出
入
」
）
、
宮
崎
氏
（
前
掲

書
、
第
四
章
、
第
三
節
、
第
四
項
「
金
銀
債
格
の
変
遷
」
）
ら
の
論
考
に
お
い

て
、
真
宗
・
仁
宗
朝
に
は
か
な
り
の
金
銀
が
外
国
へ
流
出
し
て
い
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

金
銀
の
浪
費
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
発
令
さ
れ
た
奢
修
禁
令

は
、
浪
費
を
防
ぎ
結
果
的
に
利
用
可
能
量
の
確
保
に
結
ぴ
つ
い
た
も
の
と
考
え

て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

上
謂
宰
相
日
「
近
覧
上
封
事
所
述
、
頗
言
風
俗
修
靡
、
有
傷
淳
倹
。
公
卿
士

庶
、
服
用
躁
制
、
至
有
鈴
金
飾
衣
、
或
以
珠
翠
者
。
詢
之
曰
『
費
金
敷
甚

多
。
』
且
金
至
賓
也
、
使
之
為
泥
、
誠
亦
可
惜
。
」

『
長
編
』
巻
四
十
四
、
咸
平
二
年
五
月
丙
戌
條
（
真
宗
、
九
九
九
年
）
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こ
こ
で
は
、
金
は
至
宝
で
あ
り
泥
金
と
為
す
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
と
し

て
お
り
、
度
を
越
し
た
贅
沢
と
共
に
、
金
を
装
飾
品
に
加
工
す
る
こ
と
が
惜
し

む
べ
き
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
泥
金
は
画
材
な

ど
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
画
材
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
恐
ら

く
こ
れ
を
元
の
金
に
戻
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
再
利
用
が
出
来
な
い
た
め
に

「
惜
し
む
べ
き
事
」
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
金
銀
の
浪
費
を

惜
し
み
、
確
保
を
は
か
る
の
は
真
宗
・
仁
宗
朝
の
経
済
政
策
と
し
て
の
奢
修
禁

令
に
共
通
す
る
事
項
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

加
藤
氏
前
掲
書
、
第
三
章
、
第
二
節
「
公
経
済
に
於
け
る
金
銀
の
貨
幣
的
用
途
」

を
参
照
。

「
銅
銭
の
死
蔵
」
や
「
金
銀
の
蓄
蔵
」
も
経
済
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

が
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
流
通
量
の
減
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
今
回
は
考
察
の
対

象
外
と
し
、
貨
幣
財
と
し
て
の
利
用
可
能
量
や
絶
対
量
の
減
少
と
い
う
、
よ
り

深
刻
な
被
害
を
及
ぽ
す
と
考
え
ら
れ
る
「
装
飾
品
と
し
て
の
使
用
」
と
「
国
外

流
出
」
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
そ
れ
は
、
流
通
量
の
減
少
で
あ
れ
ば
大
中
祥

符
年
間
の
禁
令
の
よ
う
な
強
制
的
な
供
出
に
よ
っ
て
も
問
題
の
解
決
は
図
れ
る

が
、
利
用
可
能
量
・
絶
対
量
の
減
少
は
素
材
そ
の
も
の
の
消
失
で
あ
る
た
め
、

回
収
に
よ
る
量
の
補
填
も
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

『
長
編
』
巻
六
十
八
、
大
中
詳
符
元
年
二
月
乙
巳
條
（
真
宗
‘
1
0
三
八
年
）

前
掲
注

(20)
（23)
の
史
料
を
参
照
。

『
宋
史
』
巻
一
百
八
十
五
、
食
貨
下
七
、
院
冶
（
仁
宗
、
景
祐
中
）

『
長
編
』
巻
一
百
十
八
、
景
祐
三
年
二
月
丙
辰
條
（
仁
宗
‘
1
0
三
六
年
）

『
李
甑
集
』
巻
第
十
六
、
富
國
策
第
三

こ
の
問
題
は
加
藤
氏
も
述
べ
て
お
り
、
当
時
の
奢
修
禁
令
は
「
金
器
飾
も
益
流

行
し
た
が
、
取
分
け
舘
金
貼
金
等
の
鈴
金
装
飾
が
大
い
に
発
達
し
、
其
の
為
に

金
を
棄
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
一
般
金
器
飾
は
姑
く
置
い
て
、
鈴
金
の

禁
止
に
全
力
を
傾
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
前
掲
書
、
第
四
六
一

1
四
六
二
頁
を

参
照
）
と
し
て
い
る
。

『
宋
會
要
』
食
貨
志
三
七
ー
五
、
大
中
詳
符
三
年
三
月
條
（
真
宗
、

年）

1
0
1
0
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(33) 

(31) 

(30) 
乙
巳
、
令
左
蔵
庫
籍
所
掌
金
銀
器
皿
之
屡
、
悉
毀
之
。
有
司
言
「
中
有
制
作
精

巧
者
、
欲
留
以
備
進
御
。
」
上
曰
「
牌
焉
用
此
。
汝
以
奇
巧
為
貴
、
我
以
慈
倹
為

賓
。
」
卒
皆
毀
之
。
左
正
言
、
直
史
館
謝
泌
賀
曰
「
聖
意
如
是
、
天
下
大
幸
。
」

上
性
節
倹
、
退
朝
常
著
華
陽
巾
、
布
褐
、
紬
條
、
内
服
惟
鞄
絹
。
咸
屡
経
滞

濯
、
乗
輿
給
用
之
物
、
無
所
増
益
焉
。

『
長
編
』
巻
三
十
一
、
淳
化
元
年
八
月
條
（
太
宗
、
九
九
0
年
）

た
だ
し
、
史
料
上
で
改
鋳
が
不
可
能
と
明
記
し
て
い
る
の
は
金
箔
だ
け
で
あ
る

た
め
、
今
後
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
「
禁
令
に
含
ま
れ
る
金
銀
の
加
工
形
態

を
明
ら
か
に
し
、
再
利
用
が
可
能
か
不
可
能
か
を
判
断
す
る
」
と
い
う
作
業
が

必
要
に
な
ろ
う
。

『
長
編
』
巻
六
十
八
、
大
中
詳
符
元
年
正
月
甲
戌
條
（
真
宗
‘
1
0
0
八
年
）

勝
山
氏
は
こ
の
奢
修
禁
令
の
発
令
動
機
を
「
国
庫
金
の
減
少
を
補
う
た
め
の
金

の
供
出
令
を
、
奢
修
禁
令
の
名
目
で
下
令
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
方
が
妥
当
で

あ
る
。
」
と
し
て
い
る
（
前
掲
『
東
方
学
』
論
文
、
第
一
0
頁
を
参
照
）
。

『
宋
史
』
巻
一
百
五
十
三
、
輿
服
五
、
大
中
詳
符
八
年
五
月
壬
午
條
（
真
宗
、
一

0
一
五
年
）

『
長
編
』
巻
八
十
四
、
大
中
詳
符
八
年
五
月
己
亥
條

『
宋
大
詔
令
集
』
巻
一
百
九
十
九
、
政
事
五
十
二
禁
約
下
、
禁
錆
金
詔
に
、
今
挙

げ
た
『
宋
史
』
の
記
述
と
同
じ
内
容
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
中
祥
符
八
年

五
月
壬
午
と
な
っ
て
い
る
。

一
ヶ
月
の
期
限
を
定
め
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
一
月
も
経
た
な
い
内
に
商
人
に

よ
る
金
装
飾
品
の
対
外
貿
易
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
回
易
の
許
可
は
自
由
な

売
買
の
許
可
で
は
な
く
同
史
料
の
「
三
司
に
詣
り
て
収
買
せ
し
む
」
と
い
う
よ

う
に
取
引
相
手
が
三
司
で
あ
っ
た
か
、
若
し
く
は
国
内
取
引
に
止
め
る
な
ど
、

何
ら
か
の
限
定
さ
れ
た
取
引
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

奢
修
禁
令
に
よ
っ
て
装
飾
品
の
製
造
や
着
用
を
禁
じ
て
い
て
も
、
自
由
な
売
買

が
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
密
造
な
ど
が
横
行
す
る
こ
と
は
充
分
想
定
で
き
る
。

例
え
ば
新
た
に
製
造
さ
れ
た
物
品
も
、
第
二
節
第
二
項
で
挙
げ
た
大
中
祥
符
八

年
の
金
の
供
出
を
伴
う
禁
令
に
あ
る
「
…
詔
を
降
す
前
、
巳
に
有
し
た
る
は
、

更
め
て
毀
壊
せ
ず
…
」
と
い
う
よ
う
な
条
件
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
、
禁
令
施

49 
、.-

(45) 
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(43) 
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(42 
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(41) 
行
以
前
に
作
ら
れ
た
製
品
で
あ
る
と
偽
っ
て
流
通
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
考
え

ら
れ
、
法
の
弛
緩
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
長
編
』
巻
七
十
八
、
大
中
詳
符
五
年
六
月
癸
亥
條
（
真
宗
‘
1
0
―
二
年
）

『
宋
會
要
』
食
貨
志
三
七
ー
九
、
乾
興
元
年
五
月
條
（
仁
宗
‘
1
0
二
ニ
年
）

宮
崎
市
定
「
銅
銭
と
金
銀
と
の
関
係
」
（
『
五
代
宋
初
の
通
貨
問
題
』
第
四
章
、

第
三
節
、
星
野
書
店
、
一
九
四
三
年
）
を
参
照
。

こ
の
真
宗
・
仁
宗
朝
の
禁
令
は
後
の
時
代
に
ま
で
参
考
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
南
宋
期
の
こ
と
と
し
て
、

十
二
月
七
日
、
諸
王
宮
、
大
小
學
教
授
、
錢
観
、
復
乞
「
検
會
詳
符
・
天
聖

・
景
祐
以
来
救
條
、
申
厳
約
束
」
詔
、
今
後
錆
金
為
服
、
増
賞
錢
三
百
貫
゜

『
宋
會
要
』
刑
法
ニ
ー
―
一
五
、
禁
約
、
紹
興
五
年
十
二
月
七
日
（
高
宗
、
一

一
三
五
年
）

と
あ
り
、
南
宋
初
代
皇
帝
の
高
宗
の
治
世
に
お
い
て
、
大
中
祥
符
・
天
聖
・

景
祐
の
禁
令
に
基
づ
い
て
錆
金
を
戒
め
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

加
藤
氏
前
掲
書
、
第
二
七
三
頁
を
参
照
。

日
野
氏
前
掲
書
（
巻
六
、
第
二
部
、
第
一
章
「
北
宋
時
代
に
お
け
る
銅
鉄
銭
の

鋳
造
額
に
つ
い
て
」
）
、
荒
木
氏
前
掲
論
文
を
参
照
。

日
野
氏
前
掲
書
、
第
二
九
六
頁
1
三
一
五
頁
を
参
照
。

『
長
編
』
巻
二
百
十
九
、
熙
寧
四
年
正
月
己
酉
條
（
神
宗
‘
1
0
七
一
年
）

前
掲
注

(14)
を
参
照
。

加
藤
氏
は
産
地
の
数
が
必
ず
し
も
産
額
と
比
例
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い

る
が
、
金
に
関
し
て
は
「
北
宋
の
初
、
唐
末
に
比
し
て
産
金
地
が
稚
減
少
し
、

真
宗
・
英
宗
の
頃
に
至
っ
て
特
に
甚
し
く
減
少
し
、
僅
に
五
六
州
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、
後
梢
増
加
し
、
神
宗
元
豊
の
初
に
は
二
十
州
前
後
を
数
え
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
銀
に
関
し
て
は
「
北
宋
の
初
め
、
産
銀
の

州
は
著
し
く
減
少
し
、
熙
寧
・
元
豊
の
際
に
至
っ
て
復
た
増
加
し
た
こ
と
が
窺

は
れ
る
。
」
と
し
て
い
る
（
加
藤
氏
前
掲
書
、
第
五
一
五
頁
（
金
）
及
び
第
五
一
―

六
頁
（
銀
）
を
参
照
）
。
こ
れ
も
ま
た
金
銀
収
入
増
加
の
理
由
で
あ
る
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。

社
会
的
上
層
階
級
の
奢
修
が
下
層
階
級
の
生
活
に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
こ
と
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(52) 

(50) 

(51) 
は
多
く
の
史
料
に
散
見
す
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
斯
波
氏
は
「
こ
れ
ら
の
奢

移
の
風
潮
は
宮
廷
、
士
大
夫
層
か
ら
次
第
に
庶
民
の
間
に
、
ま
た
中
央
か
ら
地

方
へ
と
浸
透
し
た
。
」
（
前
掲
書
、
第
四
六
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

『
捏
史
」
巻
五
「
宣
和
服
妖
」

前
掲
注

(10)
の
史
料
に
、
中
宮
以
下
に
金
飾
禁
止
を
申
し
渡
し
た
が
「
然
れ

ど
も
上
の
好
む
所
は
、
終
に
得
て
絶
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
あ
り
、
真
宗
の

嗜
好
が
原
因
で
一
部
の
装
飾
品
を
絶
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
あ
る
。

『
宋
史
全
文
績
資
治
通
鑑
』
巻
六
、
大
中
詳
符
元
年
三
月
條
（
真
宗
‘
1
0
0
八

年）言
う
ま
で
も
無
く
『
東
京
夢
華
録
』
に
残
さ
れ
る
開
封
の
都
市
生
活
を
も
っ

て
、
北
宋
末
期
の
社
会
生
活
の
全
体
像
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
庶

民
の
奢
修
を
語
る
上
で
は
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
書
物
で
あ
り
、
こ
こ
で
描

か
れ
た
庶
民
生
活
は
奢
修
禁
令
を
考
え
る
重
要
な
史
料
と
な
る
。

『
長
編
』
巻
―
一
百
六
十
二
、
熙
寧
八
年
四
月
丁
亥
條
（
神
宗
‘
1
0
七
五
年
）

『
宋
史
』
巻
一
百
五
十
三
、
輿
服
五
、
政
和
七
年
條
（
徽
宗
、
一
―
―
七
年
）

『
東
京
夢
華
録
』
巻
五
「
民
俗
」

そ
れ
は
『
宋
史
』
巻
一
百
五
十
三
、
輿
服
五
、
熙
寧
九
年
條
で
、
こ
れ
が
果
た

し
て
王
安
石
が
中
央
か
ら
退
く
前
か
後
か
は
分
か
ら
な
い
。

こ
れ
は
金
銀
を
対
象
と
し
な
い
奢
修
禁
令
で
あ
る
。
勝
山
氏
『
東
方
学
』
論
文

の
附
表
「
北
宋
奢
修
禁
令
一
覧
」
を
参
照
。

前
後
の
史
料
は
共
に
『
長
編
』
巻
四
百
八
十
三
、
元
祐
八
年
四
月
戊
午
條
（
哲

宗
‘
1
0
九
三
年
）
の
も
の
で
あ
る
。

『
難
肋
編
』
巻
中

『
宋
會
要
』
刑
法
禁
約
ニ
ー
九
六
、
靖
康
元
年
五
月
十
日
條
（
欽
宗
一
―
二
六

年）．
王
安
石
の
配
享
解
除
や
春
秋
博
士
の
設
置
に
関
し
て
は
外
山
軍
治
『
金
朝
史
研

究
』
第
六
0
九
頁
（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。

外
山
氏
前
掲
書
所
収
の
「
靖
康
の
変
に
お
け
る
新
旧
両
法
党
の
勢
力
関
係
」
を

参
照
。

し
か
し
新
法
政
治
を
建
前
と
し
た
徽
宗
朝
に
、
元
符
雑
赦
に
基
づ
い
た
銅
金
を

対
象
と
し
た
禁
令
が
発
令
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
た
め
、
党
派
問
題
と
奢
修
禁

令
の
関
係
は
更
に
詳
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
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