
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

考
古
学
の
引
用

は
じ
め
に

井
上
靖
は
新
聞
記
者
か
ら
転
身
し
た
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
井
上
を
「
足
で

書
く
作
靴
」
と
評
し
た
の
は
山
本
健
吉
で
あ
る
が
、
井
上
の
取
材
能
力
が
高
く

評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
一
つ
の
証
左
に
も
な
ろ
う
。
確
か
に
、
井
上
の
作
品

群
（
特
に
歴
史
小
説
）
は
、
膨
大
な
資
料
（
史
料
）
に
支
え
ら
れ
た
、
「
歴
史

的
」
に
確
度
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
確
度
が
作
品
の
評

価
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
作
品
だ
け

で
は
な
く
、
井
上
の
取
材
に
対
す
る
姿
勢
と
い
う
も
の
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ

　
本
稿
で
扱
う
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
は
、
「
文
芸
春
秋
」
昭
和
二
十
六
年
八
月

号
（
第
二
十
九
巻
第
十
一
号
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
短
編
集
『
あ
る
偽
作
家

の
生
涯
』
（
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
二
十
日
、
創
元
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。
こ

四
四

山
　
　
田
　
　
哲
　
　
久

れ
ま
で
の
研
究
で
は
「
歴
史
小
説
」
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
「
玉
碗
記
」
が
「
歴
史
小
説
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
ジ
ャ

ン
ル
の
問
題
に
は
触
れ
な
い
。

　
「
玉
碗
記
」
は
、
「
安
閑
天
皇
」
の
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
を
中
心
に
据
え
た

も
の
で
、
実
際
の
事
件
を
題
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
事
件
を
そ
の
ま
ま
書
け

ば
、
そ
れ
は
新
聞
記
事
に
な
る
。
し
か
し
、
井
上
は
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
と

い
う
事
件
を
一
つ
の
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
実
際
の
事
件
は
作

品
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
引
用
さ
れ
る
の
は
事
実
と
し

て
の
事
件
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
事
件
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

「
玉
碗
記
」
に
は
、
様
々
な
書
物
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿

の
目
的
は
、
「
玉
碗
記
」
に
引
用
さ
れ
た
も
の
が
、
作
品
内
で
ど
の
よ
う
に
機

能
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。



一
、
「
玉
碗
記
」
執
筆
ま
で

「
西
琳
寺
の
玉
碗
」
の
発
見
－

　
昭
和
二
十
五
年
八
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
毎
日
新
聞
大
阪
本
社
で
開
催

さ
れ
た
、
河
内
郷
土
文
化
研
究
会
主
催
の
「
西
琳
寺
講
演
会
」
の
会
場
に
一
つ

の
器
物
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
「
玉
碗
」
で
あ
る
。
「
夕
刊
毎
日
新
聞
」
は
、
フ
西

琳
寺
の
玉
碗
が
発
見
さ
る
　
明
治
初
年
来
行
方
不
明
中
の
国
宝
級
」
と
の
見
出

し
の
記
事
で
、
「
玉
碗
」
の
写
真
と
共
に
、
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て

　
　
明
治
初
年
以
来
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
大
阪
南
河
内
郡
古
市
町
の
名
刹

　
　
西
琳
寺
の
宝
物
「
玉
碗
」
の
所
有
者
が
あ
ら
わ
れ
た
ー
十
二
日
毎
日
新

　
　
聞
大
阪
本
社
で
開
か
れ
た
河
内
郷
土
文
化
研
究
会
主
催
の
「
西
琳
寺
講
演

　
　
会
」
の
会
場
へ
布
施
市
荒
川
三
、
行
松
勢
二
氏
（
二
回
が
同
家
に
伝
わ

　
　
る
「
玉
碗
」
の
鑑
定
を
求
め
た
が
講
師
東
京
国
立
博
物
館
石
田
茂
作
博
士

　
　
が
鑑
定
し
た
と
こ
ろ
こ
の
「
玉
碗
」
こ
そ
長
年
探
し
求
め
て
い
た
西
琳
寺

　
　
宝
物
の
随
一
と
い
わ
れ
る
「
玉
碗
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
、
近
づ
く
文
化

　
　
財
保
護
法
の
施
行
を
前
に
関
係
者
ら
を
喜
ば
せ
て
い
る

　
本
稿
で
扱
う
「
玉
碗
記
」
は
、
こ
の
「
西
琳
寺
」
の
「
玉
碗
」
を
題
材
に
し

て
い
る
。
次
に
「
玉
碗
」
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
同
年
十
月
二

十
九
日
で
あ
る
。
こ
の
間
も
、
「
考
古
学
雑
誌
」
や
「
史
迫
と
美
術
」
な
ど
、

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

考
古
学
の
分
野
で
は
、
熱
心
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
昭
和
二
十
五

年
十
月
二
十
九
日
付
の
「
毎
日
新
聞
（
大
阪
）
」
で
は
、
「
正
倉
院
白
破
璃
碗
と

同
一
の
作
か
　
梅
原
京
大
教
授
『
西
琳
寺
の
玉
碗
』
を
調
査
」
と
の
見
出
し
で
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
約
千
四
百
年
前
、
安
閑
陵
に
副
葬
品
と
し
て
埋
め
ら
れ
た
の
が
徳
川
初
期

　
　
頃
発
掘
さ
れ
て
そ
の
後
明
治
初
年
以
来
、
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
わ
が

　
　
国
稀
有
の
古
代
ガ
ラ
ス
器
「
西
琳
寺
の
玉
碗
」
は
布
施
市
荒
川
三
、
行
松

　
　
勢
二
氏
家
伝
の
も
の
と
し
て
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
去
る
八
月
東
京

　
　
国
立
博
物
館
、
石
田
茂
作
博
士
が
国
宝
級
の
逸
品
と
折
紙
を
つ
け
た
が
か

　
　
ね
て
古
代
ガ
ラ
ス
器
の
調
査
を
行
っ
て
い
た
京
大
教
授
梅
原
末
治
博
士
は

　
　
同
碗
の
本
格
的
調
査
に
の
り
出
し
同
類
型
の
も
の
と
み
ら
れ
る
正
倉
院
御

　
　
物
、
白
破
璃
碗
と
比
べ
て
研
究
す
る
た
め
二
十
六
日
行
松
氏
方
か
ら
問
題

　
　
の
「
玉
碗
」
を
と
り
よ
せ
正
倉
院
で
御
物
と
対
照
調
査
を
行
っ
た
。

　
こ
こ
ま
で
の
記
事
で
整
理
で
き
る
の
は
、
以
下
の
事
実
で
あ
る
。
ま
ず
、

「
玉
碗
」
の
発
見
は
、
昭
和
二
十
五
年
八
月
十
二
日
に
「
毎
日
新
聞
大
阪
本
社
」

で
開
催
さ
れ
た
「
西
琳
寺
講
演
会
」
の
会
場
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
を

鑑
定
し
た
の
は
、
「
西
琳
寺
講
演
会
」
の
講
師
を
務
め
た
「
東
京
国
立
博
物
館

石
田
茂
作
博
士
」
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
同
年
十
月
二
十
六
日
に
「
京
大

教
授
梅
原
末
治
博
士
」
に
よ
っ
て
、
「
正
倉
院
」
に
お
い
て
、
「
正
倉
院
御
物
」

で
あ
る
「
白
破
璃
碗
」
と
の
「
対
照
調
査
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
「
白
破
璃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五

｜



　
　
　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

碗
」
と
「
同
一
人
の
作
」
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
導
か
れ
た
こ
と
。
以
上
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
玉
碗
」
の
発
見
か
ら
、
「
対
照
調
査
」
ま
で
、
「
玉
碗
記
」
で

扱
わ
れ
る
事
件
は
、
忠
実
に
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
竹
。

　
と
こ
ろ
で
、
他
紙
を
調
査
し
て
も
、
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
に
関
す
る
記
事

は
見
ら
れ
な
い
。
毎
日
新
聞
社
が
取
材
を
独
占
し
た
事
件
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

当
時
、
「
東
京
本
社
出
版
局
」
に
異
動
し
て
い
た
と
は
言
加
、
依
然
毎
日
新
聞

社
の
社
員
で
あ
っ
た
井
上
は
、
こ
の
「
玉
碗
」
に
関
す
る
情
報
に
事
欠
か
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

二
、
調
査
の
周
囲情

報
提
供
者
・
加
藤
三
之
雄
－

　
で
は
、
井
上
は
「
玉
碗
記
」
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

調
査
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
こ
の
調
査
の
経
緯
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
た
も
の
は
な
づ
。
ま
た
、
井
上
自
身
の
発
言
も
残
っ
て
は
い
る
犬
、
執

筆
に
あ
た
っ
て
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
事
実
関
係
が
判
然
と
し
な
い
の

で
、
こ
こ
で
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
は
、
「
玉
碗
記
」
の
中
に
登
場
す
る
書
物
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

「
玉
碗
記
」
に
は
、
書
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
書
物
が
四
冊
引
用
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
「
玉
碗
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
『
河
内
名
所
図
会
』
、
三
浦
蘭

阪
『
河
内
控
古
小
識
』
、
大
田
南
畝
『
一
話
二
言
』
、
藤
井
貞
幹
『
集
古
図
』
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

こ
れ
ら
四
冊
の
入
手
経
路
か
ら
確
認
し
よ
う
。

　
井
上
は
自
作
に
つ
い
て
の
発
言
が
非
常
に
多
い
作
家
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う

「
玉
碗
記
」
に
つ
い
て
も
、
何
度
か
そ
の
創
作
過
程
に
つ
い
て
発
言
し
て
い
飴
。

「
安
閑
天
皇
の
玉
椀
」
（
昭
2
8
・
１
）
で
は
、
「
玉
碗
」
発
見
の
経
緯
を
述
べ
た

後
、
執
筆
の
動
機
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
（
。

　
　
私
は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
の
で
、
そ
の
玉
椀
が
そ
う
し
た
史
的
価
値
を

　
　
持
つ
も
の
と
は
全
く
知
ら
ず
た
ま
た
ま
そ
の
発
見
に
関
与
し
た
毎
日
新
聞

　
　
社
（
大
阪
）
の
論
説
委
員
長
加
藤
三
之
雄
氏
よ
り
そ
の
話
を
耳
に
し
た
時
、

　
　
そ
れ
の
持
つ
運
命
的
な
も
の
に
創
作
意
欲
を
刺
戟
さ
れ
、
一
篇
の
小
説
に

　
　
書
き
上
げ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
（
傍
線
引
用
者
）

　
こ
こ
で
は
、
井
上
の
「
玉
碗
記
」
執
筆
の
き
っ
か
け
が
「
毎
日
新
聞
社
（
大

阪
）
の
論
説
委
員
長
加
藤
三
之
雄
氏
」
か
ら
の
「
話
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
作
品
の
内
部
に
関
し
て
は
「
玉
椀
」
の
持
つ
「
運
命
的
な
も
の
に

創
作
意
欲
を
刺
戟
さ
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
け
て
前
述
し
た
四
冊

の
書
物
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
玉
椀
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
十
月
の
中
頃
で
あ
る
。

　
　
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
講
堂
で
石
田
茂
作
博
士
の
「
西
淋
寺
と
飛
鳥
文
化
」

　
　
と
い
う
講
演
が
開
か
れ
た
が
、
そ
の
席
へ
同
博
士
の
鑑
定
を
乞
う
た
め
に

　
　
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
、
西
淋
寺
旧
蔵
の
宝
物
と
し
て
江
戸
時
代
に
は
二
、

　
　
三
の
書
物
（
『
河
内
名
所
図
会
』
ノ
ニ
浦
蘭
阪
『
河
内
撫
古
小
識
』
、
大
田

｜



南
畝
『
一
話
二
言
』
、
藤
井
貞
幹
『
集
古
図
』
）
に
も
記
載
さ
れ
、
明
治
の

初
め
廃
仏
毀
釈
の
余
波
を
受
け
て
ど
こ
か
に
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
玉
椀
で
あ
っ
た
。

　
私
が
こ
の
話
を
加
藤
三
之
雄
氏
か
ら
耳
に
し
た
の
は
、
こ
の
講
演
会
が

開
か
れ
て
か
ら
何
日
も
経
っ
て
い
な
い
時
で
、
発
見
さ
れ
た
玉
椀
と
御
物

の
「
破
璃
椀
」
の
二
個
が
奈
良
の
正
倉
院
で
梅
原
末
治
博
士
の
手
で
対
照

調
査
が
行
わ
れ
る
少
し
前
で
あ
っ
た
。

　
加
藤
氏
の
斡
旋
で
、
私
も
そ
の
席
へ
見
学
に
行
く
手
筈
に
な
っ
て

が
、
出
発
間
際
に
発
熱
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

示
し
、
／
は
改
行
を
示
す
。
ま
た
判
別
不
明
の
文
字
は
口
で
記
す
。

①お
手
紙
あ
り
が
と
う
。
廿
六
日
の
梅
原
教
授
の
二
つ
の
／
破
璃
碗
対
照
調
査
（

同
封
廿
九
日
附
本
紙
（
大
阪
）
所
／
載
の
記
事
の
通
り
予
定
通
り
行
は
れ
ま
し

た
。
／
同
席
し
た
例
の
横
山
氏
の
話
に
よ
る
と
あ
の
正
倉
／
院
の
廊
下
に
緋
毛

脛
を
布
い
て
二
つ
を
並
べ
た
／
と
こ
ろ
い
か
に
も
晩
秋
の
日
を
受
け
て
い
さ
ｒ

か
黄
色
／
を
お
び
て
和
く
輝
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
当
に
別
れ
／
て
い
た
二
人

い
た
　
　
が
奇
し
く
も
こ
の
日
め
ぐ
り
あ
っ
た
と
い
う
／
感
じ
で
、
梅
原
氏
も
す
っ
か
り

　
「
玉
椀
」
の
「
発
見
」
を
「
昭
和
二
十
五
年
の
十
月
の
中
頃
」
と
述
べ
て
い

る
の
は
、
井
上
の
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
文
章
か
ら
は
、

事
実
関
係
が
判
然
と
し
な
い
書
き
方
で
は
あ
る
が
、
前
述
の
四
冊
が
加
藤
氏
か

ら
の
情
報
提
供
に
よ
る
資
料
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
そ
の
調
査
に

「
発
熱
」
の
た
め
、
「
い
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
こ
と
も
分
か
る
。
『
井
上

靖
全
集
』
（
別
巻
）
所
収
の
「
井
上
靖
年
譜
」
に
お
い
て
も
、
当
時
の
井
上
の

足
跡
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
に
紹

介
す
る
資
料
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
一
通
の
手
紙
が
あ
る
。
差
出
人
は
件
の
加
藤
三
之
雄
氏
。
宛
先
は

「
東
京
本
社
出
版
局
／
毎
日
情
報
編
集
部
／
井
上
靖
様
」
と
あ
る
。
以
下
に
こ

の
手
紙
の
全
文
及
び
同
封
資
料
に
つ
い
て
紹
介
す
軸
。
数
字
は
便
僕
の
枚
数
を

井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

感
檄
し
と
ぅ
く
／
玉
碗
の
方
（
京
都
へ
も
っ
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
／
で

す
。
あ
の
折
一
寸
お
話
し
し
た
通
り
最
初
／
鑑
定
し
た
の
は
奈
良
国
立
博
物
館

の
石
田
／
茂
作
博
士
で
、
か
ね
て
同
博
物
館
に
買
い
あ
げ
た
い
／

②と
い
う
意
向
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
何
し
ろ
お
役
所
の
／
こ
と
で
金
が
急

に
間
に
合
（
な
い
の
で
せ
っ
か
ち
に
梅
原
／
先
生
（
自
ら
が
十
万
円
ぐ
ら
ゐ
直

ぐ
に
つ
く
っ
て
来
る
／
と
い
き
り
た
っ
て
い
る
始
末
。
小
生
ら
中
に
た
つ
も
の

も
／
こ
れ
に
（
少
々
困
っ
て
い
る
形
で
す
。
内
口
（
所
有
／
者
に
返
す
こ
と
（

な
く
す
る
危
険
か
す
か
に
あ
る
／
と
い
う
こ
と
で
、
出
来
る
な
ら
バ
、
博
物
館

に
収
め
／
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
／
小
説
に
書
か
れ
た
ら
大
変
結

構
と
存
じ
ま
す
が
／
お
書
の
折
藤
井
貞
観
の
集
古
図
、
太
田
／
南
畝
（
蜀
山

人
）
の
一
話
一
言
、
河
内
名
所
／
図
絵
な
ど
安
閑
天
皇
陵
か
ら
出
土
の
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

／
記
し
て
い
る
も
の
御
一
覧
願
い
度
く
、
同
時
／
に
日
本
書
記
安
閑
天
皇
の
項

も
ち
ら
っ
と
／

③の
ぞ
い
て
お
い
て
頂
け
た
ら
結
構
と
存
じ
ま
す
。
／
あ
そ
こ
に
は
愛
宕
春
日
山

田
皇
女
の
首
飾
り
を
／
盗
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
ホ
ン
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
出
て
い

／
ま
す
が
、
も
し
玉
碗
の
主
題
を
こ
の
／
あ
た
り
・
に
求
め
ら
れ
る
な
ら
ば
こ
の

一
件
と
／
玉
碗
と
を
か
ら
ま
せ
る
の
も
一
案
だ
と
、
こ
れ
（
／
横
山
氏
の
申
し

草
で
す
。
但
し
小
生
な
ど
／
に
（
河
内
の
上
代
の
こ
う
し
た
宮
廷
の
模
様
と
い

う
も
の
／
が
ど
う
も
は
っ
き
り
し
た
映
像
に
な
っ
て
来
ま
せ
ん
／
ま
た
事
実
史

実
と
い
う
も
の
が
ま
こ
と
に
乏
し
い
／
の
で
す
。
も
し
大
兄
が
こ
の
へ
ん
の
こ

と
少
し
で
も
／
詳
し
い
こ
と
聞
き
度
い
と
仰
れ
バ
、
（
今
度
御
下
阪
の
節
）
小

生
と
し
て
／
も
っ
と
も
適
当
な
老
学
者
を
御
紹
介
す
る
／
用
意
（
あ
り
ま
す
／

④兎
も
角
手
も
と
に
あ
っ
た
玉
碗
と
中
箱
、
外
箱
／
一
式
、
並
に
正
倉
院
御
物
の

方
の
複
製
寫
し
／
も
同
封
お
目
に
か
け
て
お
き
ま
す
。
／
外
箱
の
裏
の
文
字
（

こ
の
間
申
上
げ
た
古
市
村
／
庄
屋
が
西
琳
寺
へ
寄
進
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
、

／
中
箱
（
漆
、
金
文
字
）
の
方
（
加
茂
保
考
／
と
い
う
書
家
が
「
御
鉢
」
と
銘

を
奉
っ
た
こ
／
と
を
記
し
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
蜀
／
山
人
の
一
話

言
口
に
詳
し
く
出
て
い
ま
す
。
／
こ
う
し
て
西
琳
寺
什
宝
と
し
て
、
著
名
で
あ

っ
た
／
の
が
明
治
初
年
の
排
佛
毀
釈
で
同
寺
も
苦
境
／
に
陥
り
当
時
の
住
職
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

手
ば
な
し
て
行
方
／
不
明
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
／
右
取
り
敢
へ
ず
御
返
事

旁
々
お
知
ら
せ
／

③い
た
し
て
お
き
ま
す
／
先
日
概
要
を
お
話
し
た
と
き
大
兄
口
口
口
口
／
を
指
さ

れ
た
よ
う
に
別
れ
て
い
た
二
つ
ー
／
小
生
と
し
て
も
こ
の
二
つ
を
双
生
児
の
よ

う
に
西
域
か
／
ら
支
那
へ
、
支
那
か
ら
朝
鮮
へ
、
そ
し
て
日
本
へ
／
と
永
の
旅

路
を
共
に
し
た
も
の
と
考
へ
た
い
の
／
で
す
。
記
事
の
う
ち
の
こ
の
く
だ
り
も

実
（
、
小
生
の
／
加
筆
で
す
ー
が
漫
遁
し
た
こ
と
が
や
ま
／
口
口
口
口
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
が
う
っ
か
り
す
る
と
／
又
な
く
な
る
危
険
の
あ
る
こ
と
も
十
分
運

命
的
／
な
も
の
を
考
へ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
は
大
／
変
で
す
が
。
　
　
十

月
廿
日
　
口
口
口
口

井
上
靖
兄
　
　
口
口

　
以
上
の
内
容
の
手
紙
と
共
に
石
田
茂
作
「
資
料
紹
介
西
琳
寺
白
瑠
璃
椀
」
の

論
文
の
抜
刷
が
同
封
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
の
手
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
た
封

筒
に
は
、
「
東
京
本
社
出
版
局
／
毎
日
情
報
編
集
部
／
井
上
靖
様
／
北
川
兄

成
る
べ
く
早
く
／
井
上
君
に
お
届
け
願
い
ま
す
　
加
藤
／
十
月
三
一
日
／
大
阪

総
務
局
／
加
藤
三
之
雄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宛
先
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
お

そ
ら
く
毎
日
新
聞
社
内
の
郵
便
物
と
し
て
ま
と
め
て
郵
送
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。



加
藤
氏
の
手
紙
が
書
か
れ
た
便
僕
は
毎
日
新
聞
社
（
大
阪
）
の
も
の
で
あ
る
。

　
冒
頭
に
「
お
手
紙
あ
り
が
と
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
加
藤
氏
の
手
紙

が
、
井
上
か
ら
の
手
紙
へ
の
返
信
で
あ
る
こ
と
は
予
想
が
っ
く
。
そ
の
井
上
の

手
紙
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
加
藤
氏
白
身
の
述
懐
が
参
考
に
な
仙
。

　
先
に
述
べ
た
梅
原
氏
に
よ
る
「
姉
妹
器
」
の
対
面
が
あ
っ
て
間
も
な
く

の
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
戦
後
私
は
ベ
ル
リ
ン
か
ら
帰
っ
て
、
大
阪
本

社
で
し
ば
ら
く
編
集
局
次
長
と
い
う
職
に
あ
っ
た
の
で
、
し
ぜ
ん
井
上
君

と
は
直
接
話
し
合
う
こ
と
も
あ
っ
て
よ
く
識
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
て

「
井
上
さ
ん
に
玉
碗
を
小
説
に
し
て
も
ら
え
ま
い
か
」
と
突
飛
な
こ
と
を

い
い
だ
し
た
の
は
横
山
氏
で
あ
る
。
と
に
か
く
耳
に
入
れ
よ
う
と
い
っ
て

お
い
た
が
、
そ
の
頃
も
と
の
職
場
で
あ
る
毎
日
に
ち
ょ
い
ち
ょ
い
姿
を
出

し
て
い
た
井
上
君
に
そ
の
話
を
す
る
と
、
コ
茨
う
か
が
い
ま
し
ょ
う
、
と

い
う
こ
と
で
、
間
も
な
く
安
閑
陵
前
の
横
山
邸
で
井
上
君
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
「
玉
碗
」
発
見
以
来
の
経
過
を
か
い
つ
ま
ん
で
二
人
で
話
す

と
、
井
上
君
は
メ
モ
を
取
っ
て
帰
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
「
林
芙

美
子
に
百
枚
の
も
の
を
頼
ん
で
い
た
文
芸
春
秋
が
、
林
さ
ん
の
病
気
で
、

急
に
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
を
僕
に
頼
ん
で
来
た
の
で
、
あ
れ
を
題
材
に
し
て

書
こ
う
と
思
う
の
で
ご
了
承
ね
が
い
た
い
」
と
い
う
手
紙
が
私
あ
て
に
来

－
だ
。
む
ろ
ん
願
っ
て
も
な
い
こ
と
な
の
で
了
解
の
返
事
を
出
し
て
お
く
と
、

間
も
な
く
同
誌
に
の
っ
た
の
が
「
玉
碗
記
」
で
あ
る
。
（
傍
線
引
用
者
）

　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

　
つ
ま
り
、
こ
の
加
藤
氏
が
井
上
に
宛
て
た
手
紙
は
、
「
玉
碗
」
を
題
材
と
し

た
小
説
を
執
筆
す
る
こ
と
を
「
了
解
」
し
た
手
紙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
も
こ
の
手
紙
か
ら
は
以
下
の
こ
と
が
分
か
る
。
「
対
照

調
査
」
に
井
上
は
参
加
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
三
浦
蘭
阪
『
河
内
控
古
小

識
』
を
除
く
前
述
の
三
冊
の
書
物
は
、
加
藤
氏
の
進
言
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、

「
日
本
書
紀
」
の
記
述
を
「
玉
碗
記
」
の
内
容
に
組
み
込
む
点
に
つ
い
て
は
、

「
横
山
氏
」
の
進
言
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
二
つ
の
「
玉
碗
」
（
西
琳
寺
の
玉

碗
と
正
倉
院
白
瑠
璃
碗
）
が
「
避
遁
」
し
た
点
に
注
目
し
た
の
は
、
井
上
で
あ

っ
た
こ
と
。
ま
た
こ
の
手
紙
と
加
藤
氏
の
文
章
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
井
上
は

「
対
照
調
査
」
に
は
参
加
し
て
い
な
い
が
、
現
地
に
取
材
に
赴
い
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
仙
。
以
上
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
「
玉
碗
記
」
執

筆
に
際
し
て
は
、
加
藤
氏
と
横
山
氏
の
協
力
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
立
証
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
協
力
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
制
限
」
と
い
う
言
葉
に
変
わ
り
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
を
め
ぐ
る
背
景
が
、
井
上

の
執
筆
に
「
制
限
」
を
与
え
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
井
上
は

後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
「
安
閑
天
皇
の
玉
椀
ヒ
。

　
　
「
玉
椀
記
」
の
方
は
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
直
後
で
は
あ
っ
た
し
、
そ
れ

　
　
が
学
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
持
と
う
と
し
て
い
る
矢
先
で
あ
っ

　
　
た
だ
け
に
、
あ
ま
り
・
自
由
な
想
像
を
駆
使
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
作
品
と
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井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

　
　
し
て
は
自
分
な
が
ら
不
出
来
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
分
析
と
、
こ
の
井
上
自
身
の
発
言
を
踏
ま
え
て
、
作
品
に
戻
っ

て
み
る
と
、
「
玉
碗
記
」
は
こ
の
加
藤
氏
の
進
言
を
悉
く
作
品
に
取
り
入
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
述
の
四
冊
の
書
物
の
引
用
や
、
「
日
本
書
記
安
閑
天

皇
の
項
」
の
引
用
、
そ
し
て
、
「
愛
宕
春
日
山
田
皇
女
の
首
飾
り
を
／
盗
ま
れ

た
と
い
う
こ
と
」
は
「
理
路
（
首
飾
）
の
盗
難
事
件
」
と
い
う
形
で
作
品
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
玉
碗
記
」
と
い
う
作
品
自
体
が
、
加
藤
氏
や

横
山
氏
の
進
言
だ
け
を
元
に
構
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
述
べ
る
つ

も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
と
い
う
事
件
の
性
質
か
ら
、

や
は
り
執
筆
に
際
し
て
、
い
く
ら
か
の
「
制
限
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
箇
所
が
、
次
に
示
す
四
冊
の
書
物
の

引
用
の
形
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
書
物
の
引
用

「
玉
碗
」
白
」
体
が
持
つ
物
語
－

井
上
は
「
安
閑
天
皇
の
玉
椀
」
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
の
玉
椀
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
年
の
秋
、
「
史
差
と
美
術
」
二
〇
九

　
号
に
梅
原
末
治
博
士
が
「
安
閑
陵
出
土
の
破
璃
碗
に
就
い
て
」
と
い
う
文

　
章
を
発
表
し
て
い
る
し
、
藤
沢
一
夫
氏
が
同
じ
雑
誌
の
二
〇
七
号
に
「
安

　
閑
天
皇
陵
発
見
の
白
瑠
璃
碗
」
と
い
う
▽
又
を
寄
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
同

　
じ
頃
「
考
古
学
雑
誌
」
三
十
六
巻
四
号
に
、
石
田
茂
作
氏
が
「
西
淋
寺
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
瑠
璃
碗
」
と
い
う
か
な
り
詳
細
な
報
告
を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
少
し

　
　
遅
れ
て
藤
沢
一
夫
氏
が
、
再
び
「
あ
し
か
び
」
二
万
に
「
破
璃
碗
の
驚

　
　
異
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
「
毎
日
新
聞
」
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
玉
碗
」
の
発
見
が
、

考
古
学
の
分
野
に
お
い
て
大
き
な
期
待
を
持
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
件
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
井
上
が
言
及
し
て
い
る
論
文
で
あ
る
。
こ
の

内
、
石
田
茂
作
氏
「
西
琳
寺
白
瑠
璃
坑
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
し
か
加
藤
氏
の

手
紙
に
同
封
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
に
は
前
述
の
四
冊
の

書
物
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
「
玉
碗
記
」
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
井
上
が
こ

れ
ら
の
論
文
を
参
照
し
た
可
能
性
は
高
い
。

　
で
は
、
ま
ず
は
「
玉
碗
記
」
に
お
け
る
四
冊
の
書
物
の
引
用
部
分
を
確
認
し

て
お
こ
う
。
作
業
の
性
質
を
考
え
て
、
本
文
の
引
用
は
初
出
の
文
章
を
底
本
と

す
る
。
「
玉
碗
記
」
に
は
、
前
述
の
四
冊
の
書
物
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
享
和
元
年
刊
の
『
河
内
名
所
図
会
』
の
古
市
郡
西
琳
寺
の
條
に
は
、

　
　
　
　
玉
碗
　
当
山
の
什
宝
也
、
亙
四
寸
、
深
弐
寸
八
歩
、
巡
り
・
、
底
、
一

　
　
　
　
　
　
　
面
に
星
の
ご
と
く
円
形
つ
ら
な
る
。
玉
性
分
明
な
ら
ず
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
れ
は
今
よ
り
八
十
年
前
、
洪
水
の
時
、
安
閑
天
皇
陵
の
土
砂

　
　
　
　
　
　
　
崩
れ
落
ち
、
其
中
よ
り
朱
な
ど
多
く
出
で
、
こ
れ
に
交
り
て

　
　
　
　
　
　
　
出
る
と
な
り
、
其
地
は
村
内
、
田
中
何
某
と
い
ふ
農
家
の
持

｜



　
　
　
　
　
　
　
地
な
り
、
当
寺
に
蔵
む

　
　
　
と
あ
り
、
文
化
元
年
版
の
三
浦
蘭
阪
の
『
河
内
批
古
小
識
』
の
西
琳
寺

　
　
の
條
に
も
、

　
　
　
　
玉
盤
　
安
閑
帝
陵
畔
所
出

　
　
　
と
見
え
て
い
る
。
当
時
河
内
西
琳
寺
の
寺
宝
と
し
て
余
程
有
名
だ
っ
た

　
　
も
の
と
見
え
る
。

　
　
　
ま
た
蜀
山
人
、
大
田
南
畝
の
「
一
話
二
言
」
に
も
ご
川
内
古
市
玉
碗

　
　
記
ガ
と
し
て
、
国
栖
景
雷
と
京
都
の
茶
人
宗
達
と
が
撰
し
た
二
つ
の
文
を

　
　
記
録
し
て
い
る
し
、
藤
井
貞
幹
の
「
集
古
図
」
に
は
こ
の
玉
碗
の
図
が
載

　
　
っ
て
い
る
。

　
　
　
コ
話
一
言
」
所
録
の
国
栖
景
雷
の
文
に
は
、

　
　
　
　
兵
華
の
後
、
里
の
民
、
此
御
陵
を
あ
ば
き
し
に
や
、
此
の
里
の
長
、

　
　
　
　
神
谷
と
い
ふ
者
の
奴
僕
土
中
よ
り
玉
盤
二
を
獲
た
り
、
其
家
に
納
る

　
　
　
　
こ
と
百
余
年
に
し
て
終
に
西
淋
寺
に
寄
附
す

　
　
　
と
あ
る
。

　
い
ず
れ
も
書
物
か
ら
の
引
用
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
な
お
「
兵
華
」
は
、
初

刊
の
状
態
で
「
兵
革
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
ど
こ
か
ら
引

用
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
参
照
し
た
可
能
性
の
高
い
、
前
述

し
た
四
つ
の
論
文
か
ら
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
論
文
に
も
、
四
冊
の

書
物
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

引
用
箇
所
を
確
認
す
る
。

　
ま
ず
は
、
加
藤
氏
の
手
紙
に
同
封
さ
れ
て
い
た
、
石
田
茂
作
「
資
料
紹
介

西
琳
寺
白
瑠
璃
椀
」
で
あ
仙
。
こ
の
論
文
に
は
、
「
河
内
名
所
図
会
」
へ
の
言

及
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
此
の
器
に
つ
い
て
享
和
六
年
版
の
河
内
名
所
図
絵
は
「
玉
椀
、
当
山
の
什

　
　
宝
亘
四
寸
深
さ
二
寸
八
歩
巡
り
底
一
面
に
星
の
ご
と
き
円
形
連
る
。
玉
性

　
　
分
明
な
ら
ず
。
こ
れ
は
今
よ
り
八
十
年
前
洪
水
の
時
、
安
閑
天
皇
陵
の
土

　
　
砂
崩
れ
散
っ
て
其
中
よ
り
朱
な
ど
多
く
出
て
、
こ
れ
に
交
っ
て
出
る
と
な

　
　
り
。
其
地
は
村
内
田
中
某
と
い
ふ
農
家
の
持
地
な
り
。
当
寺
に
蔵
む
」
と

　
　
あ
る
。

　
小
説
「
玉
碗
記
」
に
引
用
さ
れ
た
箇
所
と
相
当
す
る
箇
所
に
つ
い
て
の
引
用

で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
碗
」
が
「
椀
」
に
な
っ
て
い
た
り
、
「
也
」
が
省
略
さ
れ

て
い
た
り
、
「
崩
れ
落
ち
」
が
「
崩
れ
散
っ
て
」
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
異
同

が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
石
田
論
文
に
は
、
コ
話
二
回
」
の
文
章
も
引

用
さ
れ
て
い
る
。
「
玉
碗
記
」
の
文
章
に
対
応
す
る
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
兵
革
の
後
里
の
民
此
御
陵
を
あ
ば
き
し
に
や
、
此
の
里
の
長
神
谷
と
い
ふ

　
　
者
の
奴
僕
土
中
よ
り
玉
盤
二
を
獲
た
り
。
其
家
に
納
る
こ
と
百
余
年
に
し

　
　
て
終
に
西
琳
寺
に
寄
附
す
。

　
句
読
点
の
箇
所
は
異
な
る
が
、
漢
字
の
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。

碗
記
」
本
文
と
対
応
す
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一

ほ
ぼ
、
「
玉



　
　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

次
に
、
対
照
調
査
を
実
際
に
行
っ
た
梅
原
末
治
の
論
文
で
あ
る
「
安
閑
陵
出

土
の
破
璃
碗
に
就
い
て
」
に
移
ろ
沁
。
こ
の
論
文
に
も
、
「
一
話
一
言
」
の
引

用
が
見
ら
れ
る
。

　
　
所
が
破
璃
碗
の
出
土
に
就
い
て
は
、
右
の
外
に
、
君
も
引
用
し
て
い
ら
れ

　
　
る
『
一
話
二
回
』
中
に
載
せ
て
あ
る
寛
政
八
年
四
月
国
栖
景
雷
の
書
い
た

　
　
文
中
に
、
別
個
の
重
要
な
記
事
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は

　
　
　
（
前
略
）
兵
革
の
後
里
の
民
此
陵
を
あ
ば
き
し
に
や
、
此
の
里
の
長
、

　
　
　
神
谷
と
い
ふ
者
の
奴
僕
土
中
よ
り
玉
盤
二
を
獲
た
り
、
其
家
に
納
る
こ

　
　
　
と
百
余
年
に
し
て
終
に
西
琳
寺
に
寄
附
す
。

　
　
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
の
「
一
話
二
言
」
の
引
用
も
、
「
玉
碗
記
」
の
該
当
箇
所
と
一
致
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
も
石
田
論
文
の
引
用
と
同
じ
く
、
句
読
点
以
外
は
「
玉
碗

記
」
と
相
当
す
る
。
も
っ
と
も
「
一
話
二
回
」
は
、
「
玉
碗
記
」
執
筆
当
時
、

こ
れ
ら
の
論
文
以
外
で
も
、
比
較
的
安
易
に
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
日
本
随
筆
大
成
』
所
収
の
「
一
話
一
言
」
で
あ
仙
。
『
日
本
随
筆
大

成
』
に
お
け
る
該
当
箇
所
は
以
下
で
あ
る
。

　
兵
革
の
後
里
の
民
此
御
陵
を
あ
ば
き
し
に
や
、
此
の
里
の
長
神
谷
と
い
ふ

　
者
の
奴
僕
、
土
中
よ
り
玉
盤
二
を
獲
た
り
、
其
家
に
納
る
こ
と
百
余
年
に

　
し
て
、
終
に
西
琳
寺
に
寄
附
す
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
二
つ
の
論
文
と
同
様
で
あ
る
。
句
読
点
以
外
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

全
て
一
致
す
る
。
句
読
点
の
位
置
を
除
い
た
箇
所
が
一
致
す
る
の
だ
か
ら
、
こ

れ
ら
の
中
か
ら
、
井
上
が
「
玉
碗
記
」
の
典
拠
と
し
た
も
の
を
特
定
す
る
の
は
、

困
難
で
あ
る
。
加
藤
氏
の
手
紙
に
同
封
さ
れ
て
い
た
、
石
田
論
文
を
句
読
点
の

位
置
を
変
え
て
引
用
し
た
と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
妥
当
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
で
は
次
に
藤
沢
一
夫
「
安
閑
天
皇
陵
発
見
の
白
瑠
璃
七
」
の
考
察
に

移
ろ
う
。
「
玉
碗
記
」
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　
　
西
琳
寺
の
玉
碗
と
云
う
の
は
『
河
内
名
所
図
会
』
（
享
和
元
年
刊
）
の

　
　
古
市
郡
西
琳
寺
の
条
に

　
　
　
玉
碗
　
当
山
の
什
宝
也
、
亙
四
寸
、
深
弐
寸
八
歩
、
巡
り
、
底
、
一
面

　
　
　
　
　
　
に
星
の
ご
と
く
円
形
つ
ら
な
る
。
玉
性
分
明
な
ら
ず
、
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
今
よ
り
八
十
年
前
、
洪
水
の
時
、
安
閑
天
皇
陵
の
土
砂
崩
れ
落

　
　
　
　
　
　
ち
、
其
中
よ
り
朱
な
ど
多
く
出
で
、
こ
れ
に
交
り
て
出
る
と
な

　
　
　
　
　
　
り
、
其
地
は
村
内
、
田
中
何
某
と
い
ふ
農
家
の
持
地
な
り
、
当

　
　
　
　
　
　
寺
に
蔵
む
。

　
　
　
と
あ
り
、
出
雲
行
者
、
三
浦
蘭
阪
の
『
河
内
植
古
小
識
』
（
享
和
三
年

　
　
序
、
文
化
元
年
践
）
西
琳
寺
の
條
に

　
　
　
　
玉
盤
　
安
閑
帝
陵
畔
所
出

　
　
　
と
見
え
て
い
ま
し
て
、
当
時
こ
の
寺
の
名
物
と
し
て
著
聞
の
も
の
で
あ

　
　
　
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
ま
た
蜀
山
人
、
大
田
南
畝
の
『
一
話
一



　
　
　
言
』
に
も
「
河
内
古
市
玉
碗
記
」
と
し
て
国
栖
景
雷
と
、
京
都
の
茶
人

　
　
　
宗
達
と
が
撰
し
た
二
つ
の
文
を
録
し
て
い
ま
す
。
藤
井
貞
幹
の
「
集
古

　
　
　
図
」
に
は
図
が
載
っ
て
居
り
、

　
先
ほ
ど
示
し
た
「
玉
碗
記
」
の
本
文
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
内
容
だ
け
で
は

な
く
、
文
章
の
構
造
ま
で
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
玉
碗
記
」
の
該

当
箇
所
の
文
章
は
、
こ
の
藤
沢
論
文
を
引
用
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
「
玉
碗
記
」
執
筆
の
た
め
に
、
井
上
が
古
市

を
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
加
藤
氏
の
文
章
か
ら
確
認
で
き
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
書

物
を
実
際
に
見
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
執
筆
に
際
し
て
は
確

実
な
論
文
か
ら
の
引
用
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
箇

所
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
旧
記
か
ら
す
る
と
、
玉
碗
は
出
土
後
百
余
年
神
谷
家
（
『
河

　
　
内
名
所
図
会
』
で
は
田
中
家
）
に
伝
え
ら
れ
、
後
西
琳
寺
に
寄
進
さ
れ
た

　
　
も
の
で
あ
る
が
、
国
栖
景
雷
の
記
事
が
書
か
れ
た
の
が
寛
政
八
年
だ
か
ら
、

　
　
そ
の
出
土
の
年
は
寛
政
八
年
か
ら
ど
ん
な
に
少
な
く
と
も
百
余
年
湖
っ
た

　
　
時
代
で
、
元
禄
年
間
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
「
玉
碗
」
の
出
土
の
年
に
つ
い
て
の
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て

は
、
次
の
梅
原
論
文
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
「
安
閑
陵
出
土
の
破

璃
碗
に
就
い
て
」
昭
2
6
・
２
）
。

　
　
　
こ
の
記
事
か
ら
す
る
と
出
土
後
百
余
年
間
神
谷
家
に
伝
へ
ら
れ
た
後
、

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

　
西
琳
寺
に
寄
進
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
出
土
の
年
は
記
事
の
書
か

　
れ
た
西
暦
一
七
九
六
年
た
る
寛
政
八
年
か
ら
百
余
年
に
更
に
若
干
の
年
を

　
加
へ
た
頃
と
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ま
仮
に
百
年
と
し
て
も
そ
れ

　
は
元
禄
九
年
に
な
る
の
で
（
後
略
）

こ
こ
で
も
、
忠
実
に
論
文
の
内
容
を
踏
ま
え
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

仙
。
井
上
は
、
こ
の
よ
う
に
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
の
経
緯
と
、
「
玉
碗
」
に

つ
い
て
の
分
析
に
関
係
す
る
文
章
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
扱
っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
井
上
の
態
度
で
は
な
く
、

引
用
の
形
で
あ
る
。
書
名
を
明
示
し
、
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
に
従
っ
て
書
く
の
で

は
な
く
、
確
実
な
研
究
論
文
か
ら
の
引
用
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
玉
碗
記
」

と
い
う
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
特
質
が
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
と
い
う
事
件
は
、
い

わ
ば
そ
れ
白
体
が
一
つ
の
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
そ
の
「
発

見
」
の
物

碗
記
」
は

｀　舌五

叩
を
支
え
て
い
る
の
が
、
「
玉
碗
」
自
体
が
持
つ
物
語
で
あ
る
。
「
玉

　
二
つ
の
「
器
」
の
「
漫
遁
」
を
一
つ
の
物
語
と
し
て
捉
え
て
い
る

が
、
そ
れ
は
「
玉
碗
記
」
独
白
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
前
掲
し
た
「
毎

日
新
聞
」
の
記
事
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
柚
。

も
し
こ
の
二
つ
が
い
ず
れ
の
こ
ろ
か
一
対
の
も
の
と
し
て
大
陸
か
ら
渡
っ

た
も
の
と
し
た
ら
一
方
は
土
中
に
埋
も
れ
一
方
は
正
倉
院
の
倉
に
お
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
互
二



　
　
　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

　
　
千
数
百
年
ぶ
り
に
漫
遁
し
か
こ
と
に
な
る
。

　
二
つ
の
「
玉
碗
」
が
「
千
数
百
年
ぶ
り
に
漫
遁
」
す
る
こ
と
は
、
そ
の
事
件

自
体
が
物
語
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
物
語
性
を
担
保
す
る
も
の

が
、
考
古
学
的
な
見
地
で
あ
る
。
「
玉
碗
」
の
素
性
を
分
析
し
た
学
術
論
文
に

よ
っ
て
、
「
玉
碗
」
が
「
安
閑
天
皇
の
玉
碗
」
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
・
、
そ
の
妃
で
あ
る
「
春
日
皇
女
」
が
召
喚
さ
れ
、
二
人
の
物
語
に
変
換
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
文
か
ら
の
引
用
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
玉
碗
記
」

は
そ
の
物
語
を
過
不
足
な
く
、
作
品
内
に
取
り
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
物
語
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
玉
碗
記
」
に
お
け
る
も
う

一
つ
の
物
語
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、
も
う
一
つ
の
物
語

二
つ
の
物
語
の
結
合
点
－

　
こ
の
「
玉
碗
記
」
と
い
う
作
品
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
物
語
か
ら
成
立
し

て
い
る
。
一
つ
は
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
①
「
玉
碗
」
発
見
を
め
ぐ
る
経

緯
と
「
玉
碗
」
自
体
が
持
つ
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
Ｉ
つ
が
②
「
木

津
」
と
「
多
緒
」
の
悲
恋
－
互
い
の
愛
情
へ
の
疑
惑
－
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
物
語
が
互
い
に
関
係
す
る
の
が
こ
の
「
玉
碗
記
」
と
い
う
作
品

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
踏
ま
え
る
と
、
①
と
②
の
関
係
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
①
は
主
に
、
井
上
及
び
協
力
者
に
よ
る
調
査
を
踏
ま
え
た
物
語
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
玉
碗
」
自
体
が
持
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ

の
ま
ま
物
語
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
①
に
②
を
ど
の
よ
う
な
形
で
関
係
さ
せ

る
か
が
、
「
玉
碗
記
」
と
い
う
小
説
の
持
つ
方
法
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、
冒
頭
で
「
玉
碗
」
に
興
味
を
持
っ
た
理
由
を
、

そ
れ
が
「
安
閑
天
皇
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
」
か
ら
だ
と
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
私
に
安
閑
天
皇
の
名
と
そ
の
妃
春
日
皇
女
の
名
を
、
今
日
ま
で
私
の
記

　
　
憶
か
ら
消
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
あ
る
種
の
感
銘
で
刻
み
込
ん
だ
の
は
、

　
　
私
の
義
弟
の
木
津
元
介
で
あ
っ
て
、
十
年
程
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
私
」
が
「
玉
碗
」
に
興
味
を
持
っ
た
理
由
が
、
「
木
津
元
介
」
と
い
う
人
物

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
玉
碗
記
」
と
い
う
作
品
の
全
体
像

を
見
渡
し
た
時
、
冒
頭
で
こ
の
よ
う
な
文
章
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

①
と
②
の
物
語
が
関
係
し
合
い
な
が
ら
進
行
し
て
い
く
こ
と
を
読
者
に
予
感
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
念
を
押
す
よ
う
に
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
史
的
興
味
と
か
美
術
的
興
味
と
い
う
よ
う
な
は
っ
き
り
と
形
を
整
え
て
い

　
　
る
関
心
の
持
ち
方
で
は
な
く
、
た
だ
な
ん
と
な
く
、
安
閑
天
皇
に
関
係
の

　
　
あ
る
品
な
ら
見
て
お
い
て
も
い
い
、
そ
ん
な
そ
の
時
の
私
の
気
持
の
動
き

　
　
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

｜



　
引
用
さ
れ
る
箇
所
と
は
違
い
、
「
私
」
は
一
見
「
史
的
興
味
」
と
は
距
離
を

置
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
に
、
「
私
」
は
「
対
照
調
査
」
の
途
中
で

席
を
外
し
て
し
ま
う
。

　
し
か
し
、
「
私
」
が
「
玉
碗
」
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
「
安
閑
天

皇
」
に
関
係
の
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
玉
碗
」
が

「
安
閑
天
皇
」
の
も
の
で
な
い
限
り
は
、
「
私
」
は
「
玉
碗
」
に
興
味
を
示
さ
な

い
。
で
は
、
「
玉
碗
」
と
「
安
閑
天
皇
」
の
接
続
は
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
考
古
学
の
成
果
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
「
玉
碗
記
」
と
い
う
作
品
の
方
法
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に

象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
明
日
二
つ
の
往
古
の
器
物
が
同
じ
場
所
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
を
思
い
出
す

　
　
と
、
突
然
大
き
な
感
動
が
私
の
非
を
突
き
抜
け
て
行
く
の
を
感
じ
た
。
そ

　
　
れ
は
二
個
の
器
物
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
安
閑
天
皇
と
妃
の
長
く
相

　
　
離
れ
て
い
た
愛
情
が
千
何
百
年
か
の
歳
月
を
隔
て
て
、
再
び
相
会
う
こ
と

　
　
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
決
し
て
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な

　
　
い
よ
う
に
、
そ
の
時
の
私
に
は
思
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
文
章
で
は
、
「
二
個
の
器
物
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
安
閑
天
皇
」
と
「
妃
」

の
愛
情
の
「
象
徴
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
私
」
は
「
二
個

の
器
物
」
の
「
対
照
調
査
」
を
、
「
長
く
相
離
れ
て
い
た
愛
情
が
千
何
百
年
か

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

の
歳
月
を
隔
て
て
、
再
び
相
会
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
捉
え
て
い
る
。

こ
の
「
私
」
の
解
釈
に
は
一
つ
の
前
提
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
玉
碗
」
が
「
安
閑

天
皇
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
最
初
か
ら
確
定

し
た
も
の
（
つ
ま
り
読
者
が
共
有
で
き
る
よ
う
な
常
識
）
で
は
な
く
、
作
品
の

中
に
、
考
古
学
の
成
果
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
立
す
る
事
実
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
を
踏
ま
え
た
形
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　
木
津
の
愛
情
と
多
緒
の
愛
情
が
、
二
個
の
往
古
の
器
物
の
よ
う
に
、
い
つ

か
相

ま
で
一　　八

ぞ
っ
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
日
が
い
つ
か
や
っ
て
来
る

一
人
の
悲
し
み
は
決
し
て
消
え
る
こ
と
な
く
、
今
も
こ
の
晩
秋
の
清

　
　
澄
な
空
気
の
中
を
流
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
こ
で
は
、
「
木
津
の
愛
情
と
多
緒
の
愛
情
」
が
「
二
個
の
往
古
の
器
物
」

に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
「
玉
碗
記
」
に
お
け
る
引
用
の
機
能
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
忠
実
に
考
古
学
的
見
地
に
依
っ
た
引
用
の
機

能
で
あ
る
。
「
二
個
の
往
古
の
器
物
」
が
、
特
に
「
発
見
」
さ
れ
た
「
玉
碗
」

が
、
「
安
閑
天
皇
」
の
「
玉
碗
」
で
あ
る
保
証
が
な
け
れ
ば
、
「
木
津
」
と
「
多

緒
」
の
「
愛
情
」
を
、
「
器
物
」
に
仮
託
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
玉
碗
記
」

で
は
、
「
発
見
」
さ
れ
た
「
玉
碗
」
が
、
確
実
に
「
安
閑
天
皇
」
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
方
法
が
、
前

述
し
た
引
用
の
形
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

五
五



井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

お
わ
り
に

　
「
玉
碗
」
の
「
発
見
」
は
、
地
域
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
、
考
古
学

界
に
と
っ
て
は
一
つ
の
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
件
を
小
説
と
し
て
扱
う
こ
と
。

そ
れ
は
、
毎
日
新
聞
の
美
術
記
者
を
長
い
間
勤
め
た
井
上
に
と
っ
て
二
言
わ
ば

培
っ
た
技
術
を
発
揮
す
る
機
会
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
井
上
は
、
事
実
を

事
実
と
し
て
扱
い
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
に
新
し
い
物

語
を
加
え
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
加
え
ら
れ
た
物
語

は
、
考
古
学
的
正
し
さ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
玉
碗
記
」
で
は
、

実
証
的
に
立
論
さ
れ
た
考
古
学
の
成
果
を
根
底
に
置
き
、
そ
れ
ら
を
引
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

注①
　
山
本
健
吉
は
河
盛
好
蔵
・
河
上
徹
太
郎
・
山
本
健
吉
・
臼
井
吉
見
・
吉
田
健
一

　
「
井
上
靖
の
魅
力
－
座
談
会
に
よ
る
現
代
作
家
論
－
」
（
「
文
学
界
」
第
十
三
巻
第
八

　
号
、
昭
和
三
十
四
年
八
月
一
日
、
文
芸
春
秋
新
社
）
に
お
い
て
、
「
あ
の
人
（
井
上

　
靖
・
引
用
者
注
）
が
足
で
書
く
と
い
う
の
を
非
常
に
重
要
視
し
た
い
ん
で
す
。
」
と

　
述
べ
て
い
る
。

②
　
フ
西
琳
寺
の
玉
碗
〃
発
見
さ
る
　
明
治
初
年
来
行
方
不
明
中
の
国
宝
級
」
（
「
夕
刊

　
毎
日
新
聞
」
昭
和
二
十
五
年
八
月
十
五
日
）

③
「
対
照
調
査
」
に
つ
い
て
は
、
事
実
と
作
品
と
の
間
で
多
少
の
ズ
レ
が
あ
る
。
「
玉

　
碗
記
」
で
は
、
「
対
照
調
査
」
の
日
は
、
「
十
一
月
と
い
う
月
も
ぎ
り
ぎ
り
に
押
し
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
ま
っ
た
日
」
か
ら
「
二
、
三
日
先
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
毎
日
新
聞
（
大
阪
）
」
の

　
記
事
（
既
出
）
に
よ
れ
ば
、
「
対
照
調
査
」
の
日
は
、
「
十
月
二
十
六
日
」
と
な
っ
て

　
い
る
。

①
　
『
井
上
靖
全
集
』
別
巻
（
平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
、
新
潮
社
）
所
収
の
「
井

　
上
靖
年
譜
」
に
は
、
昭
和
二
十
三
年
「
四
月
、
東
京
本
社
出
版
局
書
籍
部
副
部
長
と

　
な
り
単
身
上
京
」
と
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
二
十
五
年
「
三
月
、
出
版
局
付
と
な
り
、

　
本
格
的
に
創
作
活
動
の
態
勢
に
入
る
。
」
と
あ
る
。

⑤
　
先
行
研
究
で
、
「
玉
碗
記
」
を
作
品
論
と
し
て
単
独
で
論
じ
た
も
の
は
な
い
。
い

　
ず
れ
の
先
行
研
究
も
「
歴
史
小
説
」
の
内
の
Ｉ
つ
と
し
て
、
「
玉
碗
記
」
に
言
及
し

　
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
綿
本
誠
「
歴
史
と
叙
情
－
井
上
靖
の
歴
史
文
学
を
め
ぐ
る
Ｉ

　
断
片
－
」
（
「
文
学
碑
」
第
九
号
、
昭
和
四
十
二
年
九
月
Ｔ
日
、
白
の
会
）
、
曽
根
博

　
義
「
井
上
靖
に
お
け
る
《
歴
史
》
」
（
『
現
代
文
学
研
究
シ
リ
ー
ズ
1
6
　
井
上
靖
』
（
昭

　
和
六
十
一
年
五
月
二
十
日
、
尚
学
図
書
）
や
、
山
崎
一
穎
「
井
上
靖
－
そ
の
歴
史
小

　
説
考
－
」
（
『
井
上
靖
－
詩
と
物
語
の
饗
宴
』
所
収
、
平
成
八
年
十
二
月
十
日
、
至
文

　
堂
）
な
ど
、
井
上
の
「
歴
史
小
説
」
全
体
に
つ
い
て
の
論
考
は
多
い
が
、
井
上
が

　
「
玉
碗
記
」
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
参
照
し
た
資
料
な
ど
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥
　
例
え
ば
、
井
上
靖
「
白
瑠
璃
碗
」
（
「
国
立
博
物
館
ニ
ュ
ー
ス
」
第
ｍ
号
、
昭
和
三

　
十
九
年
十
二
旦
日
）
で
は
、
「
私
が
初
め
て
こ
の
白
瑠
璃
碗
を
見
だ
の
は
、
器
が

　
石
田
博
士
の
鑑
定
を
得
た
直
後
で
、
所
有
者
の
行
松
勢
次
氏
の
お
宅
へ
出
向
い
て
、

　
そ
こ
の
奥
の
座
敷
で
見
せ
て
戴
い
た
。
」
と
あ
る
。

⑦
　
井
上
自
身
が
「
玉
碗
記
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
章
は
、
「
安
閑
天
皇
の
玉
椀
」

　
（
「
芸
術
新
潮
」
第
四
巻
第
二
万
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
、
新
潮
社
）
、
「
白
瑠
璃

　
碗
を
見
る
」
（
「
毎
日
新
聞
」
、
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
十
九
日
）
、
「
白
瑠
璃
碗
」
（
前

　
掲
）
の
三
つ
で
あ
る
。

⑧
「
椀
」
と
「
淋
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
初
出
の
表
記
を
採
用
し
た
。
本
稿
で
は
、

　
「
安
閑
天
皇
の
玉
椀
」
の
文
章
及
び
題
に
関
し
て
は
、
初
出
の
表
記
を
採
用
す
る
。



　
な
お
、
「
椀
」
「
淋
」
の
表
記
に
関
し
て
は
、
井
上
靖
『
歴
史
小
説
の
周
囲
』
（
昭
和

　
四
十
八
年
一
月
二
十
日
、
講
談
社
）
に
収
録
さ
れ
た
時
に
は
「
椀
」
「
淋
」
の
表
記

　
の
ま
ま
で
あ
り
、
講
談
社
文
庫
版
・
井
上
靖
『
歴
史
小
説
の
周
囲
』
（
昭
和
五
十
八

　
年
五
月
十
五
日
、
講
談
社
）
で
、
「
碗
」
「
琳
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
加
藤
三
之
雄
「
書
簡
（
資
料
番
号
回
詔
つ
）
」
（
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
「
井
上

　
靖
文
庫
」
所
蔵
）

⑩
　
加
藤
三
之
雄
「
「
玉
碗
」
顛
末
記
」
（
「
羽
曳
野
史
」
第
三
号
、
昭
和
五
十
三
年
三

　
月
三
十
一
日
、
羽
曳
野
市
史
編
纂
委
員
会
）

⑨
　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
安
閑
天
皇
の
玉
椀
」
で
井
上
が
述
べ

　
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
井
上
の
足
跡
を
確
定
さ
せ
る
た
め
に
も
、

　
こ
の
加
藤
氏
の
手
紙
は
有
効
で
あ
ろ
う
。

⑩
　
石
田
茂
作
「
資
料
紹
介
　
西
琳
寺
白
瑠
璃
腕
」
（
「
考
古
学
雑
誌
」
第
三
十
六
巻
第

　
四
号
、
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
十
五
日
、
野
村
書
店
）

⑩
　
梅
原
末
治
「
安
閑
陵
出
土
の
破
璃
碗
に
就
い
て
」
（
「
史
述
と
美
術
」
第
二
〇
九
号
、

　
昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
、
史
差
美
術
同
孜
会
）

⑩
　
日
本
随
筆
大
成
編
集
部
編
『
日
本
随
筆
大
成

　
吉
川
弘
文
館
』

別
巻
』
（
昭
和
三
年
四
月
十
日
、

⑤
　
藤
沢
一
夫
「
安
閑
天
皇
陵
発
見
の
白
瑠
璃
碗
」
（
「
史
差
と
美
術
」
第
二
〇
七
号
、

　
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
一
日
、
史
差
美
術
同
放
会
）

⑩
「
玉
碗
」
の
「
出
土
」
の
年
次
に
つ
い
て
は
、
梅
原
氏
と
藤
沢
氏
で
見
解
が
異
な

　
る
。
藤
沢
氏
が
そ
の
「
出
土
」
を
「
享
保
の
頃
」
ス
安
閑
天
皇
陵
発
見
の
白
瑠
璃

　
碗
」
昭
2
5
・
１
１
こ
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
梅
原
氏
は
「
元
禄
九
年
」
ス
安
閑
陵
出

　
土
の
披
璃
碗
に
就
い
て
」
昭
2
6
・
２
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
藤
沢
氏
が
「
肢

　
璃
碗
の
驚
異
」
（
「
あ
し
か
び
」
第
一
集
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
▽
日
、
大
阪
府
文
芸

　
懇
話
会
）
に
お
い
て
、
こ
の
梅
原
説
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
玉
碗
」
の

　
「
出
土
」
の
年
次
に
つ
い
て
は
、
梅
原
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
玉
碗

井
上
靖
「
玉
碗
記
」
論

　
記
」
で
は
、
「
出
土
」
の
年
次
は
「
元
禄
年
間
」
と
な
っ
て
お
り
、
梅
原
説
が
採
用

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑤
「
正
倉
院
白
破
璃
碗
と
同
一
の
作
か
梅
原
京
大
教
授
『
西
琳
寺
の
玉
碗
』
を
調
査
」

　
（
「
毎
日
新
聞
（
大
阪
）
」
昭
和
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
）

〔
付
記
〕
本
稿
で
引
用
し
た
井
上
靖
の
文
章
は
、
特
記
し
た
も
の
を
除
き
『
井
上
靖
全

　
　
　
集
』
全
二
十
八
巻
・
別
巻
一
　
（
平
成
七
年
四
月
二
十
日
～
平
成
十
二
年
四
月
二

　
　
　
十
五
日
、
新
潮
社
）
を
底
本
と
す
る
。
関
係
資
料
の
引
用
・
閲
覧
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
井
上
ふ
み
氏
、
井
上
修
一
氏
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
特
別
の
ご
高
配
を
頂
い

　
　
　
た
。
深
く
謝
意
を
示
し
た
い
。

五
七




