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中
国
史
上
に
お
け
る
明
清
時
代
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
社
会
が
一
っ

の
成
熟
段
階
に
達
し
た
時
期
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
人
び
と
は
、

花
や
木
な
ど
の
自
然
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
愛
玩
用
の
花
と
ど
の
よ

邸

う
に
親
し
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

歴
史
上
の
花
の
文
化
に
関
し
て
は
、
塚
本
洋
太
郎
や
中
尾
佐
助
氏

の
研
究
が
あ
る
。
両
氏
の
著
作
は
、
中
国
だ
け
に
限
ら
ず
世
界
各
地
の

花
の
文
化
を
扱
っ
た
も
の
で
、
人
と
花
と
の
関
わ
り
を
、
花
お
よ
び
地

域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
尾
氏
は
、
中
国
文
化

に
見
え
る
花
丼
に
つ
い
て
、

隋
、
唐
の
頃
に
は
、
中
国
の
花
丼
園
芸
は
―
つ
の
ピ
ー
ク
に
登
っ

て
き
た
。
・
・
・
第
二
回
目
の
ピ
ー
ク
は
宋
代
、
と
く
に
南
宋
の
時

代
と
私
は
み
て
い
る
。
・
・
・
中
国
で
は
そ
の
あ
と
元
、
明
と
王
朝

が
交
代
す
る
が
、
明
代
に
は
花
丼
園
芸
文
化
は
高
い
程
度
に
保
た

れ
た
も
の
の
、
だ
ん
だ
ん
創
造
的
な
力
は
失
わ
れ
た
よ
う
に
み
え

一
、
は
じ
め
に 明

清
時
代
北
京
の
花
舟
文
化

二
、
北
京
と
花
弁

る
。
唐
代
か
ら
明
代
に
い
た
る
間
こ
そ
が
、
中
国
の
花
丼
文
化
の

③
 

長
く
つ
づ
い
た
盛
行
期
で
あ
っ
て
：
・

と
述
べ
て
い
る
。
中
国
の
花
丼
園
芸
文
化
は
、
宋
代
の
ビ
ー
ク
の
あ
と

明
代
に
は
創
造
力
が
失
わ
れ
、
清
代
を
衰
退
期
と
と
ら
え
て
い
る
が
、

こ
の
観
点
は
育
種
栽
培
の
進
展
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
風
俗
と
し
て
の
花
の
文
化
に
つ
い
て
論
じ
た

合
山
究
氏
は
、

明
清
時
代
に
花
の
文
化
が
未
曾
有
の
活
況
を
呈
し
た
・
・
・
明
清
時

代
に
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
の
文
化
が
あ
ら

④
 

わ
れ
、
隆
盛
を
き
わ
め
た
の
で
あ
る
・
・
・

と
述
べ
、
明
清
時
代
は
花
の
文
化
の
隆
盛
期
で
あ
る
と
論
じ
た
が
、
個
々

の
具
体
相
に
つ
い
て
は
未
解
明
の
点
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
明
清
時
代
の
北
京
を
中
心
に
花
と
人
と
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
、
花
丼
園
芸
文
化
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
考
究

し
た
い
。

ノ

瀬

雄
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（
一
）
花
の
名
所

中
国
人
の
生
活
に
と
っ
て
、
花
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
端
的
な
例
は
、
明
末
清
初
期
に
中
国
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ァ
ル

ヴ
ァ
ー
ロ
・
セ
メ
ー
ド
の
次
の
記
述
に
見
ら
れ
る
。

花
は
こ
の
国
民
の
間
で
は
こ
と
の
ほ
か
に
愛
好
さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
特
別
に
美
し
い
花
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の

と
こ
ろ
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
他
方
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
に
あ

る
花
は
こ
こ
に
は
な
ん
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

類
は
べ
つ
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
知
っ
て
い
る
の
は
た
だ
ひ
な
び
た
、

香
気
の
な
い
も
の
だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
は
庭
に
一
年
中
花
を
た
や

さ
な
い
よ
う
に
努
め
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
大
変
こ
り

性
で
あ
る
。
花
の
う
ち
に
は
普
通
自
然
の
法
則
を
こ
え
て
さ
き
つ

づ
け
、
花
に
は
つ
き
も
の
の
短
か
い
生
命
と
い
う
特
性
か
ら
は
ず

⑤
。

れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

こ
こ
か
ら
、
花
丼
を
愛
す
る
中
国
人
の
民
族
性
、
中
国
に
お
け
る
そ

の
品
種
の
豊
富
さ
、
冬
に
人
工
的
に
咲
き
つ
づ
け
る
花
に
つ
い
て
も
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

北
京
に
限
っ
て
も
、
人
び
と
は
花
を
愛
し
、
城
内
お
よ
び
郊
外
に
は
、

花
の
名
所
と
よ
ぶ
べ
き
寺
観
や
園
亭
な
ど
が
存
在
し
た
。
明
代
の
例
と

し
て
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
十
四
、
京
師
園
亭
の
条
に
は
、

都
の
園
亭
で
は
、
・
・
・
城
外
で
は
則
ち
李
寧
遠
の
圃
が
最
も
広
々

と
し
て
い
る
。
・
・
・
張
恵
安
の
園
は
も
っ
ぱ
ら
芍
薬
に
富
み
、
数

万
本
に
至
る
。
・
・
・
ま
た
万
瞭
明
都
尉
の
園
は
、
前
に
す
す
む
と

小
さ
い
な
が
れ
を
わ
た
り
、
芍
薬
が
ま
た
繁
っ
て
い
る
。
・
・
・
ま

た
米
仲
詔
進
士
の
園
は
、
こ
と
ご
と
に
江
南
の
庭
園
を
ま
ね
て
い

る。

と
あ
り
、
明
末
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
清
末
に
例
を
と
れ
ば
、
『
同
光
間
燕
都
掌
故
輯
略
』
第
三
、
慈

仁
寺
の
条
に
、

都
の
花
見
に
つ
い
て
は
、
憫
忠
寺
の
丁
香
、
崇
奴
寺
の
牡
丹
、
極

楽
寺
の
海
棠
、
天
寧
寺
の
芍
薬
、
豊
台
の
芍
薬
、
十
刹
海
の
荷
花

の
み
（
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
慈
仁
・
長
椿
の
二
寺
に
も

花
が
多
い
が
、
一
種
類
（
の
花
）
で
有
名
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
花
の
名
所
は
幾
つ
か
あ
っ
た
。
例
え
ば

『
天
應
偶
聞
』
巻
九
に
は
、

城
外
西
郊
の
花
見
に
つ
い
て
は
、
近
来
、
凋
園
を
も
っ
て
盛
ん
と

し
て
い
る
。
園
は
広
寧
門
外
の
小
さ
な
丘
に
あ
り
、
春
の
牡
丹
や

芍
薬
、
秋
の
菊
を
最
上
と
し
て
い
る
。
城
中
の
士
夫
は
、
く
つ
わ

を
連
ね
車
を
接
し
、
往
く
者
は
む
ら
が
り
集
ま
る
。
園
の
主
人
は
、

思
う
に
花
に
隠
れ
る
者
で
あ
る
。

と
あ
り
、
清
末
の
頃
、
い
ろ
い
ろ
な
花
の
見
ご
ろ
に
あ
わ
せ
て
、

に
は
人
び
と
が
散
策
に
訪
れ
て
い
た
。

凋
園
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北
京
の
人
び
と
の
花
好
き
な
例
は
、
今
世
紀
初
頭
に
北
京
を
訪
れ
た

船
津
輸
助
の
『
燕
京
佳
信
』
第
十
一
信
（
明
治
三
十
五
年
[
光
緒
二
+

八
年
、
一
九

0
二
年
]
‘
十
月
二
十
八
日
付
）
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

偶
、
北
清
第
一
の
花
園
を
有
せ
る
白
雲
観
に
至
れ
る
に
、
サ
ス
ガ

奇
石
を
積
上
げ
た
る
に
蔦
の
少
し
は
色
づ
け
る
（
コ
コ
ノ
ハ
少
シ

ク
趣
ア
リ
）
。
亭
の
其
上
に
立
て
る
、
次
の
庭
に
菊
の
盆
栽
（
中
々

種
々
こ
の
色
あ
れ
ど
花
小
さ
し
。
ト
テ
モ
日
本
ニ
ハ
ヲ
ヨ
バ
ズ
）

を
並
べ
た
る
、
浄
潔
を
極
め
た
る
、
好
処
な
が
ら
ロ
シ
ャ
の
露
清

⑥
。

銀
行
の
支
配
人
が
寓
所
と
な
り
を
る
も
口
惜
し
や

と
あ
り
、
清
末
に
ロ
シ
ア
の
所
有
地
と
な
っ
た
白
雲
観
（
北
京
城
の
西

郊
一
里
ほ
ど
）
で
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
多
く
の

人
士
が
花
丼
の
鑑
賞
の
た
め
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
二
）
花
の
鑑
賞
法
と
用
途

中
尾
氏
は
、
中
国
の
花
丼
文
化
が
一
般
庶
民
に
ま
で
普
及
し
に
く
か
っ

た
と
し
、
そ
の
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
庭
の
か
た
ち
に
求
め
て
い
る
。

中
国
で
は
・
・
・
唐
代
頃
か
ら
、
花
丼
、
花
木
の
栽
培
、
鑑
賞
は
爆

発
的
に
発
展
し
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
は
権
勢
の
者
、
資

産
家
が
、
四
合
院
住
居
を
い
く
つ
も
組
み
あ
わ
せ
て
複
雑
な
平
面

と
な
る
住
居
を
つ
く
り
、
院
子
の
数
を
ふ
や
し
、
あ
る
い
は
院
子

を
思
い
き
っ
て
拡
大
し
、
そ
こ
に
花
丼
、
花
木
を
栽
培
し
た
り
、

ま
た
住
居
に
接
し
て
塀
で
か
こ
ま
れ
た
、
栽
培
を
主
と
す
る
専
門

的
な
園
を
つ
く
っ
た
り
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
園
」
と
は
、

当
初
か
ら
花
丼
、
花
木
の
ほ
か
、
薩
菜
、
果
樹
の
栽
培
が
そ
の
中

で
行
な
わ
れ
た
所
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
園
ま
で
あ
る

住
居
を
も
ち
う
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
上
流
階
級
だ
け
の
こ

と
で
、
し
た
が
っ
て
花
と
庭
木
は
上
流
階
級
の
独
占
物
と
な
り
、

⑦
 

庶
民
に
は
普
及
し
が
た
い
こ
と
に
な
っ
た
。

た
し
か
に
庭
園
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
上
流
階
級
だ
け
で
あ
り
、

庭
木
の
所
有
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
庭
が
な
く
て
も
、
植
木
鉢
を

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
花
を
身
近
に
置
い
て
楽
し
む
こ
と
は
で
き
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
花
丼
文
化
が
広
く
普
及
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ

た
。
都
市
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
人
び
と
が
花
を
鑑
賞
す
る

に
は
、
鉢
植
え
と
い
う
方
法
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
た
。

『
燕
京
佳
信
』
第
七
信
（
明
治
三
十
五
年
[
光
緒
二
+
八
年
二
九

0
二
年
]
‘
十
月
一
日
付
）
に
は
、
清
末
の
北
京
に
お
い
て
見
ら
れ
る

鉢
植
え
を
、
次
の
ご
と
く
紹
介
し
て
い
る
。

菓
物
の
は
ち
う
へ
に
は
イ
チ
ジ
ク
、
柘
梱
の
鉢
植
最
多
く
、
花
物

の
鉢
植
は
架
枝
桃
（
葉
ハ
柳
ノ
如
ク
花
ハ
バ
ラ
ニ
似
タ
リ
。
今
サ

キ
居
ル
）
、
木
植
、
桂
花
（
日
本
の
モ
ク
セ
イ
也
）
な
り
。
草
花

チ
ュ
＊
ア

に
て
最
も
多
き
は
エ
ゾ
ギ
ク
（
白
キ
ハ
菊
花
卜
称
シ
紫
紅
ハ
江
西

脂
ト
イ
フ
）
と
ハ
ゲ
イ
ト
ウ
に
て
此
は
北
清
何
処
に
も
あ
り
。
之

に
次
ぐ
を
ヒ
マ
ワ
リ
と
す
。
子
ナ
シ
、
ヲ
シ
ロ
イ
、
ホ
ー
セ
ン
花
、

ヲ
ン
バ
コ
も
ポ
ッ
ポ
ッ
見
受
け
候
。
此
外
、
鉢
植
に
し
た
る
シ
ャ
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ボ
天
、
胡
椒
（
唐
辛
子
の
フ
ト
ク
大
ナ
ル
モ
ノ
）
を
見
候
。

こ
れ
を
み
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
品
種
の
花
木
が
鉢
植
え
と
し
て
北
京

の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
商
品
と
し

て
売
買
さ
れ
る
花
木
は
、
も
ち
ろ
ん
鑑
賞
用
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に

も
別
の
用
途
が
あ
っ
た
。

道
光
八
年
(
-
八
二
八
年
）
、
北
京
に
赴
い
た
朝
鮮
使
節
の
一
人
が

記
し
た
『
赴
燕
日
記
』
主
見
諸
事
の
条
に
、
北
京
で
見
ら
れ
る
花
丼
に

つ
い
て
、
以
下
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

花
丼
は
、
お
よ
そ
す
べ
て
が
み
な
家
々
に
備
わ
っ
て
い
る
。
多
く

見
ら
れ
る
花
は
石
梱
で
、
葉
が
重
な
り
、
赤
い
花
び
ら
の
も
の
が
、

最
も
女
性
の
管
に
よ
ろ
し
い
。
市
中
に
売
る
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る

い
は
玉
箸
花
を
も
っ
て
最
上
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
も
盛
ん
な

⑨
。

花
が
こ
れ
で
あ
る

と
あ
り
、
石
梱
や
玉
管
の
花
は
髪
飾
り
用
の
か
ん
ざ
し
と
し
て
使
わ
れ

た
。
そ
し
て
玉
管
の
花
は
、

家
々
の
鉢
植
え
で
、
花
を
摘
ん
で
贈
る
の
は
大
抵
こ
の
花
で
あ
る
。

逼゚

香
気
は
蓬
勃
と
し
て
、
ほ
か
の
花
の
比
で
は
な
し

と
、
贈
答
用
の
鉢
植
え
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
。
ま
た
、

か
ぎ
た
ば
こ
の
材
料
は
も
っ
ぱ
ら
玉
管
の
香
り
を
か
り
て
お
り
、

城
中
で
か
ぎ
た
ば
こ
を
売
っ
て
い
る
と
、
花
を
摘
ん
で
か
ぎ
た
ば

祁゚

こ
の
紅
の
中
に
納
れ
る
の
を
、
そ
の
た
び
ご
と
に
見

t

と
い
う
記
述
か
ら
、
か
ぎ
た
ば
こ
に
芳
香
を
つ
け
る
の
に
も
使
用
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
他
の
花
々
で
は
、
牡
丹
は
薬
と
な
る
。
辛
夷
・
螂
躙
・
杜
臆
・

鳳
仙
・
鶏
冠
・
諸
菊
・
諸
梅
な
ど
、
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
が
無
い
。

⑫
。

鶏
冠
花
も
ま
た
染
色
用
と
な
る

と
あ
り
、
薬
用
と
な
る
牡
丹
、
染
料
と
な
る
鶏
冠
の
ほ
か
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
花
が
市
中
に
あ
ふ
れ
て
い
た
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

芙
蓉
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
紅
、
白
、
ピ
ン
ク
の
諸
色
が
あ

り
、
愛
ら
し
い
。
蓮
の
花
の
盛
ん
な
る
こ
と
、
北
京
に
及
ぶ
も
の

9
。

は
な
し

と
、
芙
蓉
お
よ
び
蓮
花
の
盛
ん
さ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

椋
欄
の
樹
に
は
鉢
植
え
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
根
の
大
き
い
こ

と
、
芭
蕉
の
ご
と
く
で
あ
る
。
・
・
・
こ
れ
を
織
っ
て
敷
物
を
つ
く

⑭
。

る
。
ま
た
箱
を
つ
く
る
に
も
便
利
で
あ
る

と
あ
っ
て
、
椋
欄
樹
が
鉢
植
え
と
い
う
用
途
以
外
に
も
、
敷
物
や
帯
を

つ
く
る
の
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
、

仙
人
掌
の
鉢
植
え
も
あ
る
。
美
し
い
青
色
を
し
て
お
り
、
緑
の
枝
葉

は
―
つ
の
大
き
な
掌
の
よ
う
で
あ
る
。
・
・
・
無
花
果
の
鉢
植
え
も
あ

る
。
実
を
結
ぶ
こ
と
、
か
ら
た
ち
の
ご
と
く
で
あ
る
。
・
・
・
熟
し
て

⑮
。

赤
く
な
れ
ば
、
味
は
甘
く
、
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
記
述
よ
り
、
鉢
植
え
と
な
る
仙
人
掌
、
鉢
植
え
以
外
に
食
用
に

も
な
る
無
花
果
の
存
在
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(
-
―
-
）
四
季
と
花

北
京
の
宮
廷
生
活
は
、
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
に

彩
ら
れ
て
い
た
。
清
代
・
康
煕
年
間
の
『
金
蒸
退
食
筆
記
』
、
南
花
園
の

条
に
は
、南

花
園
は
西
苑
門
の
南
東
に
あ
り
、
明
の
時
に
は
灰
池
と
い
っ
た
。

・
・
・
本
朝
で
は
改
め
て
南
花
園
と
し
て
お
り
、
花
樹
を
雑
植
し
て

い
る
。
江
寧
・
蘇
州
・
杭
州
の
織
造
が
進
め
る
と
こ
ろ
の
盆
景
は
、

み
な
水
を
注
ぎ
、
培
い
植
え
ら
れ
て
い

5
。

と
あ
り
、
皇
城
内
の
南
花
園
（
所
在
区
域
は
皇
城
西
。
『
光
緒
順
天
府

志
』
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
）
に
お
け
る
花
丼
栽
培
に
つ
い
て
触
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
織
造
と
は
絹
織
物
を
生
産
す
る
政
府
機
関
で
あ
る

が
、
そ
の
責
任
者
た
る
織
造
監
督
が
、
江
南
地
方
か
ら
鉢
植
え
の
花
丼

を
皇
帝
に
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
南
花
園
で
栽
培
さ
れ
る
花
は

毎
月
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

毎
年
正
月
に
は
、
梅
花
、
山
茶
、
探
春
、
貼
梗
海
棠
、
水
仙
花
を

進
め
る
。

二
月
に
は
瑞
香
、
玉
蘭
、
碧
桃
、
鸞
枝
を
進
め
る
。

三
月
に
は
繍
毬
花
、
杜
臆
、
木
筆
、
木
瓜
、
海
棠
、
丁
香
、
梨
花
、

挿
瓶
牡
丹
を
進
め
る
。

四
月
に
は
栃
子
花
、
石
梱
花
、
薔
薇
、
挿
瓶
芍
薬
を
進
め
る
。

五
月
に
は
菖
蒲
、
文
葉
、
茉
莉
、
黄
楊
樹
の
盆
景
を
進
め
る
。

六
、
七
月
に
は
茉
莉
、
建
蘭
、
お
よ
び
鳳
仙
花
の
五
色
の
ま
だ
ら
が

美
し
い
も
の
を
進
め
、
ガ
ラ
ス
の
盤
の
中
に
置
く
。

八
月
に
は
巌
桂
を
進
め
る
。

九
月
に
は
各
種
の
菊
花
を
進
め
る
。

十
月
に
は
小
さ
な
盆
景
の
松
、
竹
、
冬
青
、
虎
鑽
草
、
金
絲
荷
葉
、
お

よ
び
橘
樹
、
金
橙
を
進
め
る
。

十
一
月
・
十
二
月
に
は
早
梅
、
探
春
、
迎
春
、
騰
弁
梅
を
進
め
る
。
ま

た
香
片
梅
、
古
幹
槌
牙
も
有
る
。
紅
白
二
色
の
花
を
開
く
も
の
を
、

⑰。

懲
勤
殿
に
置
い
て
お
く

と
あ
る
。
北
京
で
は
四
季
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
花
が
見
ら

れ
、
と
り
わ
け
宮
廷
生
活
と
花
と
の
密
接
な
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。

例
え
ば
乾
隆
帝
の
寝
室
に
つ
い
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
プ
ノ
ワ
は
次
の

よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

寝
台
置
き
所
の
下
部
と
部
屋
の
残
り
の
部
分
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
自
然
の
花
を
さ
し
た
容
器
が
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば

当
地
で
は
冬
の
間
中
、
最
厳
寒
の
頃
に
あ
っ
て
さ
え
も
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
よ
り
も
ず
っ
と
安
価
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
草
花
や
樹

花
を
咲
か
せ
る
秘
訣
を
ひ
と
び
と
が
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ゎ

た
し
は
桃
の
樹
や
柘
梱
の
樹
が
一
月
に
八
重
の
花
を
咲
か
せ
る
の

を
見
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
八
重
の
花
は
そ
の
あ
と
で
大
変
大
き

な
桃
と
石
梱
の
実
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。
も
し
わ
た
し
が
ひ
と

の
贈
っ
て
く
れ
た
こ
れ
ら
の
樹
の
変
化
を
自
分
の
眼
で
な
ん
ど
も

見
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
果
物
が
あ
の
八
重
の
花
か
ら
生
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⑱
 

ま
れ
た
と
は
信
じ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た
で
し
ょ
う

こ
の
よ
う
に
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
宮
廷
生
活
は
絶
え
ず
花
に
彩
ら

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
北
京
の
人
び
と
の
生
活
も
一
年
中

花
に
囲
ま
れ
て
営
ま
れ
て
い
た
。
『
燕
京
歳
時
記
』
正
月
、
東
西
廟
の

条
に
は
、

シ
イ
ミ
ヤ
＊

西
廟
は
護
国
寺
と
い
い
、
皇
城
の
西
北
、
定
府
大
街
の
正
西
に
あ

ド
ン
ミ
ヤ
オ

る
。
東
廟
は
隆
福
寺
と
い
い
、
東
四
牌
楼
の
西
、
馬
市
の
正
北
に

み

や

び

や

⑲

あ
る
。
・
・
・
両
廟
の
花
屋
は
も
っ
と
も
雅
か
な
観
物
で
、
・
・
・

と
あ
っ
て
、
護
国
寺
（
内
城
中
城
）
と
隆
福
寺
（
内
城
東
城
）
と
に
市

が
立
つ
と
き
、
各
市
に
は
必
ず
花
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
つ
づ
い
て

春
日
に
は
果
実
の
樹
木
が
勝
れ
、
夏
日
に
は
茉
莉
（
ジ
ャ
ス
ミ
ン
）

せ
い

の
花
が
勝
れ
、
秋
日
に
は
木
犀
と
菊
花
と
が
勝
れ
、
冬
日
に
は
水
仙

が
勝
れ
て
い
る
。
春
花
の
中
で
は
牡
丹
、
海
棠
、
丁
香
、
碧
桃
の
ご
と

き
種
類
が
あ
る
。
み
な
、
厳
冬
に
お
い
て
開
花
し
、
つ
ね
な
ら
ぬ
鮮

つ

や

や

た

＜

か
さ
で
し
か
も
艶
か
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
巧
み
に
自
然
の
エ
み
さ

⑳
。

を
奪
い
、
時
節
の
前
払
い
を
な
さ
し
め
た
も
の
で
あ
る

と
あ
り
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
花
木
が
出
回
る
が
、
花
に
乏
し
い
厳
冬
期

で
さ
え
、
牡
丹
．
丁
香
・
碧
桃
な
ど
が
店
頭
に
並
ん
で
い
た
の
で
あ
っ

た。
次
に
四
月
、
政
塊
花
・
芍
薬
花
の
条
に
は
、

ば

ら
攻
塊
は
そ
の
色
は
紫
の
光
沢
を
お
び
、
甜
い
香
り
は
[
人
々
の
嗜

好
]
に
か
な
う
。
だ
か
ら
婦
女
子
は
は
な
は
だ
愛
す
る
の
で
あ
る
。

四
月
、
花
開
く
の
と
き
花
売
り
は
街
路
に
沿
っ
て
呼
び
売
り
を
す

ゆ
う
よ
う

る
。
そ
の
声
は
悠
揚
と
し
て
、
も
し
早
朝
に
起
き
て
こ
れ
を
聴
け

ば
最
も
味
わ
い
深
い
。
芍
薬
は
す
な
わ
ち
豊
台
が
産
地
で
あ
る
。

は
て

[
そ
こ
で
は
]
―
望
涯
な
く
栽
培
し
て
い
る
。
四
月
、
花
が
ま
だ

ほ
ん
の
小
さ
い
瞥
の
と
き
枝
を
折
っ
て
売
り
出
し
、
城
内
の
坊
巷

⑪
。

を
あ
ま
ね
く
売
り
あ
る
＜

と
あ
っ
て
、
政
塊
と
芍
薬
の
花
売
り
が
、
街
を
売
り
歩
く
よ
う
に
な
る
。

六
月
、
中
頂
の
条
に
は
、

チ
ュ
ン
デ
イ
ン

中
頂
の
碧
霞
元
君
廟
は
右
安
門
外
十
華
里
、
草
橋
の
ほ
と
り
に
あ

い
ち

g

る
。
毎
年
の
六
月
の
朔
日
に
縁
日
が
あ
り
、
市
の
中
で
は
花
丼
樹

木
が
は
な
は
だ
多
く
、
あ
た
か
も
錦
を
な
ら
べ
た
よ
う
に
燦
い
て

い
る
。
外
城
の
士
女
が
多
く
往
っ
て
観
る
の
で
あ
な
。

と
あ
る
。
六
月
一
日
に
は
草
橋
で
縁
日
が
あ
り
、
な
か
で
も
花
市
に
見

る
べ
き
も
の
が
多
い
と
い
う
。

九
月
の
重
陽
の
頃
と
も
な
れ
ば
、

チ
ュ
ウ
フ
ァ

九
花
と
は
菊
の
花
の
こ
と
で
あ
る
。
重
陽
に
い
た
る
ご
と
に
富
貴

の
家
で
は
、
菊
花
数
百
鉢
を
ば
広
大
な
家
屋
の
前
や
後
の
軒
端
に

か
虞

棚
を
架
え
て
陳
列
す
る
。
こ
れ
を
望
む
と
山
の
ご
と
き
も
の
を
ば

シ
ャ
ン
ズ

九
花
山
子
と
い
い
、
ま
た
四
面
か
ら
積
み
上
げ
る
も
の
を
ば
九
花

⑬
 

塔
と
い
う

と
あ
っ
て
、
菊
花
数
百
鉢
に
よ
る
菊
の
棚
が
、
富
貴
の
家
を
中
心
に
多

く
見
ら
れ
た
と
い
う
。
．
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し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
北
京
の
花
丼
栽
培
で
特
徴
的
な
の
は
、
唐

花
す
な
わ
ち
温
熱
栽
培
の
花
で
あ
っ
た
。
明
の
『
五
雑
組
』
巻
十
に
は

今
、
朝
廷
に
献
上
さ
れ
る
も
の
で
は
、
常
に
季
節
外
れ
の
花
が
あ
る
。

そ
し
て
、
み
な
（
花
を
）
穴
蔵
の
中
に
お
さ
め
、
四
周
か
ら
火
を
近

づ
け
る
。
故
に
厳
冬
時
で
も
す
な
わ
ち
牡
丹
の
花
が
あ
る
。

と
あ
り
、
皇
帝
に
献
上
す
る
た
め
に
、
温
熱
を
利
用
し
て
栽
培
さ
れ
た

牡
丹
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
つ
く
り
方
に
つ
い
て
は
、
清
の
王

士
禎
の
『
居
易
録
』
巻
十
五
に

都
で
冬
季
に
花
を
そ
だ
て
る
者
は
、
多
く
は
牡
丹
、
芍
薬
、
紅
白

梅
、
碧
桃
、
探
春
の
諸
花
を
廟
市
に
売
っ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、

花
樹
を
温
室
で
あ
る
穴
蔵
に
置
き
、
火
を
近
づ
け
る
。

と
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
温
熱
栽
培
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
、
ま
ず

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
（
花
）
を
密
室
に
置
き
、
池
を
掘
っ
て
穴
を
つ
く
り
、
竹
を

そ
の
下
に
編
ん
で
、
注
ぐ
に
牛
の
小
便
を
以
て
し
、
培
う
に
硫
黄

を
以
て
す
る
。
寛
で
沸
い
た
お
湯
を
引
き
、
あ
お
ぐ
に
微
風
を
以

て
す
る
。
春
の
よ
う
な
温
か
さ
が
あ
ふ
れ
る
中
で
、
一
晩
を
経
る

と
花
が
開
く
。
（
屋
外
の
）
多
く
の
花
で
は
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
だ

つ
ぼ
み
も
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
密
室
内
に
地
面
を
掘
り
下
げ
、
牛
の
小
便

を
注
ぎ
、
硫
黄
を
土
中
に
入
れ
、
熱
湯
を
引
い
て
室
温
を
暖
か
く
す
る

と
い
う
、
き
わ
め
て
人
工
的
な
環
境
の
中
で
花
が
栽
培
さ
れ
た
。

、
北
京
の
花
市
と
花
丼
栽
培

こ
の
よ
う
な
唐
花
も
、
季
節
の
花
と
同
様
に
、
鉢
植
え
仕
立
て
で
育

て
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
『
燕
京
佳
信
』
第
二
十
四
信
（
明
治
三
十
六
年

兄
緒
二
十
九
年
、
一
九

0
三
年
]
‘
一
月
二
十
二
日
付
）
に
も
見
え
る
。

ム
ロ

近
ご
ろ
の
植
木
屋
は
皆
室
仕
立
な
り
。
梅
桃
最
も
多
し
。
皆
総
て

吾
j

形
に
作
れ
る
が
多
し
。
椿
、
ボ
ケ
、
仏
手
柑
あ
り
。
刺
松
の

な
ど
様
に
葉
を
マ
ゲ
テ
円
る
く
ま
と
め
た
る
あ
り
。
秋
の
菊

0
-

く
蜘
゜

v' 
の
時
よ
り
盆
栽
大
に
よ
ろ
し

と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
『
燕
京
歳
時
記
』
十
二
月
、
唐
花
の
条

-
J
 

~' 

そ
も
そ
も
花
売
り
は
室
咲
き
の
花
を
ば
盾
花
と
い
う
。
毎
に
新
年

に
な
れ
ば
人
々
は
こ
れ
を
買
っ
て
た
が
い
に
贈
答
す
る
。
牡
丹
は

艶
麗
を
呈
し
、
金
柑
は
黄
色
を
垂
れ
、
満
座
が
香
っ
て
芳
し
く
、

さ

ん

が

つ

え

ん

や

温
か
い
香
は
鼻
を
う
ち
、
三
春
の
艶
冶
は
こ
と
ご
と
く
一
堂
に
あ

ク

ソ

フ

ァ

⑮

゜

る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
こ
れ
を
堂
花
と
も
い
う

と
あ
る
よ
う
に
、
唐
花
は
新
年
の
贈
り
物
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
た
。

（
一
）
花
市
と
花
屋

こ
の
よ
う
に
、
四
季
を
通
じ
て
の
花
に
対
す
る
需
要
に
伴
な
い
、
北

京
に
は
花
を
販
売
す
る
た
め
の
市
や
専
門
店
が
設
け
ら
れ
た
。
縁
日
が

あ
る
所
に
は
花
市
が
開
か
れ
、
街
路
に
面
し
て
常
設
の
花
屋
が
設
け
ら
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

乾
隆
四
十
五
年
（
一
七
八

0
年
）
に
北
京
を
訪
れ
た
朴
趾
源
の
『
熱

河
日
記
』
口
外
異
聞
、
朝
鮮
牡
丹
の
条
に
、
『
六
街
花
事
』
を
引
い
て
、

京
師
の
愧
樹
斜
街
・
慈
二
寺
・
薬
王
廟
の
花
市
に
は
、
つ
ね
に
こ

耐゚

れ
（
朝
鮮
牡
丹
）
が
あ
る

と
あ
る
よ
う
に
、
愧
樹
斜
街
（
外
城
西
城
）
・
慈
仁
寺
（
外
城
西
城
）
．

薬
王
廟
（
外
城
南
城
）
の
三
箇
所
に
花
市
が
見
ら
れ
た
。

ま
た
清
末
の
宣
統
己
酉
（
二
年
、
一
九

0
九
年
）
の
序
が
あ
る
『
新

増
都
門
紀
略
』
に
は

鮮
花
市
は
布
巷
大
南
頭
大
門
内
に
あ
る
。

と
、
そ
の
所
在
地
（
外
城
中
城
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
頃

の
『
旧
京
瑣
記
』
巻
九
、
市
隷
に
は
、

市
で
花
が
見
れ
る
と
こ
ろ
は
、
城
外
で
は
む
か
し
は
崇
文
門
外
の

花
市
・
宣
武
門
外
の
土
地
廟
に
人
が
集
ま
り
、
城
中
で
は
す
な
わ

ち
東
は
隆
福
寺
、
西
は
護
国
寺
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
外
城
で
は
崇
文
門
外
の
花
市
（
薬
王
廟
の
花
市
）
や

宣
武
門
外
の
土
地
廟
（
椀
樹
斜
街
の
花
市
）
、
内
城
で
は
隆
福
寺
や
護

国
寺
の
縁
日
で
、
花
が
売
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
花
市
で
花

を
仕
入
れ
、
街
角
で
声
を
上
げ
な
が
ら
売
り
歩
く
女
性
も
い
た
。
そ
の

姿
は
図
ー
の
ご
と
く
で
あ
り
、
花
箱
を
手
に
さ
げ
、
も
っ
ぱ
ら
女
性
の

客
を
相
手
に
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
隆
福
寺
の
東
に
は
、
常
設
の
店
舗
と
し
て
の
花
屋
が
存
在
し

た
。
乾
隆
三
十
年
（
一
七
六
五
年
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
北
京
を
訪

れ
た
朝
鮮
使
節
の
洪
大
容
は
、
そ
の
著
『
湛
軒
書
』
外
集
巻
九
（
い
わ

ゆ
る
『
湛
軒
燕
記
』
）
、
花
草
舗
の
条
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

花
草
舗
は
隆
福
寺
の
東
一
里
ば
か
り
に
あ
る
。
正
月
十
二
日
に
い
っ

て
見
る
と
、
み
な
土
を
掘
っ
て
部
屋
を
造
り
、
各
種
の
花
の
鉢
植

え
を
納
め
て
い
る
。
上
は
明
る
い
窓
を
通
し
、
下
は
温
か
い
統
を

造
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
入
る
と
、
春
の
お
も
む
き
が
あ
ふ
れ
る

よ
う
で
あ
る
。
時
に
天
気
は
雪
で
風
は
寒
く
、
多
く
の
草
は
凍
え

て
い
る
の
に
、
た
だ
こ
の
半
畝
の
土
室
だ
け
が
別
世
界
を
つ
く
っ

て
い
る
。
紅
白
（
の
花
）
が
こ
も
ご
も
輝
い
て
い
る
の
も
、
ま
た
一

⑰
。

つ
の
す
ぐ
れ
た
な
が
め
で
あ
る

す
な
わ
ち
隆
福
寺
の
東
の
花
草
舗
に
は
、
土
を
掘
り
下
げ
て
つ
く
っ
た

温
室
が
あ
り
、
外
は
寒
空
で
あ
る
の
に
、
中
は
春
の
よ
う
で
あ
る
と
驚

き
の
声
を
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
つ
づ
い
て
、

牡
丹
．
芍
薬
・
水
仙
•
海
棠
・
紅
白
梅
・
石
梱
・
月
桂
の
諸
種
に

つ
い
て
は
、
な
い
も
の
が
な
い
。
思
う
に
、
豪
富
家
の
玩
好
に
供

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
買
う
者
は
ま
た
相
つ
づ
き
、
そ
の

利
益
の
豊
か
さ
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
習
俗
の
贅
沢
さ

⑳
。

を
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
あ
り
、
多
品
種
の
花
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
買
い
求
め
る
客
が
店
頭

に
相
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
、
花
を
売
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
が
莫
大
な
も

の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
花
が
大
量
に
売
買
さ
れ
る
と
い
う
風
俗
習
慣
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の
贅
沢
さ
に
も
驚
い
て
い
る
。
ま
た
つ
づ
い
て
、

西
に
一
室
あ
っ
て
、
そ
こ
は
ま
す
ま
す
広
い
。
数
十
盆
の
丼
樹
緑

葉
が
蔭
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
ま
す
ま
す

さ
わ
や
か
で
あ
る
。
思
う
に
中
国
の
な
ら
わ
し
で
は
最
も
石
梱
を

重
ん
じ
、
月
桂
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
春
の
晩
に
人
家
を
見
る

に
、
花
の
種
類
は
多
く
、
あ
る
い
は
四
五
十
盆
が
階
段
前
の
庭
に

な
ら
び
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
石
梱
が
三
分
の
一
を
占
め

⑳
。

て
い
る

と
あ
っ
て
、
中
国
で
人
気
の
あ
る
花
は
一
番
が
石
梱
、
二
番
が
月
桂
で

あ
り
、
あ
る
家
の
庭
で
は
、
四
五
十
盆
あ
る
鉢
植
え
の
う
ち
三
分
の
一

が
石
梱
で
あ
っ
た
と
、
自
分
の
目
で
確
か
め
た
例
を
上
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。

花
草
舗
の
条
で
、
花

ま
た
、
朴
趾
源
も
『
熱
河
日
記
』
黄
図
記
略
、

屋
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

み
な
草
花
で
は
繍
毬
、
秋
海
棠
、
石
竹
が
最
も
多
く
、
胆
瓶
に
挿

し
こ
ま
れ
る
の
は
み
な
四
季
の
花
で
あ
る
。
翠
触
に
は
一
枝
の
紅

蓮
を
挿
し
て
い
る
。
・
・
・
時
は
ま
さ
に
秋
、
菊
が
さ
か
ん
に
開
花
し

て
い
る
。
…
水
仙
は
ま
だ
開
花
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
。
蘭
は

噂。

萱
草
の
よ
う
に
深
翠
で
、
香
り
は
嗅
ぐ
ほ
ど
の
も
の
は
無
し

す
な
わ
ち
花
屋
に
は
、
繍
毬
・
秋
海
棠
•
石
竹
・
紅
蓮
が
瓶
や
触
に

活
け
ら
れ
、
花
開
い
た
菊
や
、
ま
だ
つ
ぼ
み
の
水
仙
、
そ
し
て
蘭
が
店

頭
に
見
ら
れ
た
と
い
う
。

清
末
に
な
っ
て
も
、
同
様
の
状
況
は
見
ら
れ
た
。
光
緒
丁
亥
(
+
三

年
、
一
八
八
七
年
）
刊
の
『
朝
市
叢
載
』
巻
五
、
服
用
の
条
に
は
、

新
鮮
な
花
は
、
宣
武
門
外
土
地
廟
斜
街
の
花
廠
に
あ
る
。

と
あ
り
、
宣
武
門
外
土
地
廟
斜
街
に
花
屋
が
立
地
し
て
い
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
。

ま
た
船
津
諭
助
は
、
『
燕
京
佳
信
』
第
八
信
（
明
治
三
十
五
年
[
光
緒

二
十
八
年
、
一
九

0
二
年
]
‘
十
月
十
二
日
付
）
で
同
地
の
花
屋
（
植
木
屋
）

に
つ
い
て
、

植
木
屋
は
花
廠
と
申
し
東
文
学
舎
の
西
方
に
数
軒
有
之
蜘
゜

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
東
文
学
舎
と
は
船
津
が
勤
務
し
て
い
た
学
校
だ

が
、
そ
の
所
在
地
は
順
治
門
（
宣
武
門
）
外
の
上
斜
街
に
あ
っ
た
。
そ

の
西
に
あ
る
植
木
屋
と
は
、
ま
さ
し
く
『
朝
市
叢
載
』
が
記
す
花
廠
で

あ
る
。
船
津
は
つ
づ
け
て
、

今
は
菊
花
（
マ
ダ
サ
カ
ズ
）
、
桂
花
の
さ
か
り
時
に
候
。
先
日
調

べ
し
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
当
時
備
あ
る
も
の
は
菊
、
桂
、
茉
莉
花
、

夜
来
香
、
架
枝
桃
、
芙
蓉
、
石
梱
、
菖
蒲
蓮
（
白
キ
花
葉
ハ
ホ
ソ

ク
、
ラ
ン
ニ
似
タ
リ
）
、
洋
香
球
（
コ
レ
ハ
西
洋
花
）
、
シ
ャ
ボ
天
、

ヲ
モ
ト
、
西
蕃
蓮
（
天
竺
牡
丹
也
多
ク
ハ
黄
）
、
柱
桐
花
（
子
ナ

シ
）
、
竜
の
ひ
げ
、
小
栢
、
小
刺
松
等
に
蜘
゜

と
、
花
屋
の
店
頭
に
見
ら
れ
る
花
の
品
種
に
つ
い
て
も
、
細
か
く
観
察

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
北
京
城
内
の
花
市
・
花
屋
は
、
北
京
南
郊
の
草
橋
・
豊
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（
二
）
草
橋
・
豊
台
の
花
井
栽
培

草
橋
お
よ
び
豊
台
で
は
、
花
丼
栽
培
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
人
び
と

の
花
に
対
す
る
需
要
に
応
え
て
い
た
。
草
橋
の
花
丼
栽
培
に
つ
い
て
は
、

『
帝
京
景
物
略
』
巻
之
三
に
、

右
安
門
の
外
、
南
十
里
の
草
橋
は
、
十
里
四
方
で
、
み
な
泉
で
あ

る
。
・
・
・
土
と
泉
と
は
、
も
と
よ
り
花
に
宜
し
く
、
人
び
と
は
花

を
育
て
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
る
。

と
、
明
末
の
状
況
を
記
し
、
そ
れ
は
『
痕
垣
識
略
』
巻
十
三
に
、

草
橋
は
•
•
•
多
く
の
水
の
帰
す
る
所
で
、
・
・
・
土
は
泉
に
近
く
花
に

宜
し
い
。
人
び
と
は
花
を
育
て
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
る
。
蓮

の
池
が
あ
り
、
そ
の
香
り
は
数
里
に
達
す
る
。
牡
丹
・
芍
薬
は
稲

麻
の
よ
う
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
清
代
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

草
橋
に
隣
接
す
る
豊
台
で
も
、
同
様
に
花
丼
栽
培
が
行
な
わ
れ
た
。

『
哀
垣
識
略
』
巻
十
三
に
、

豊
台
は
右
安
門
外
十
八
里
に
あ
り
、
人
び
と
は
花
丼
栽
培
を
生
業

と
し
て
い
る
。
草
橋
河
が
豊
台
に
接
し
て
い
る
。
（
こ
こ
は
）
都

の
た
め
に
花
を
養
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
あ
る
。
ま
た
、
清
の
『
藤
陰
雑
記
』
巻
十
一
に
引
く
『
人
海
記
』
に

も、 台
に
お
け
る
花
丼
栽
培
と
、
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
。

豊
台
は
宛
平
県
の
西
、
草
橋
の
南
に
あ
る
。
近
郊
花
丼
栽
培
の
場

所
で
あ
る
。
・
・
・
都
の
花
屋
は
、
し
き
り
に
こ
こ
で
花
木
を
培
養

し
、
四
時
絶
え
な
い
。
そ
し
て
春
時
の
芍
薬
は
、
最
も
天
下
に
す

ぐ
れ
て
い
る
。
・
・
・
水
は
清
く
土
は
肥
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
植
え

た
植
物
は
よ
く
茂
り
、
春
の
芳
草
や
秋
の
果
実
は
、
鮮
や
か
で
秀

で
て
い
る
こ
と
画
く
が
ご
と
く
で
あ
る
。

と
あ
り
、
北
京
の
花
屋
が
豊
台
で
花
を
栽
培
し
、
芍
薬
の
栽
培
が
著
名

で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
が
「
水
清
土
肥
」
と
い
う
水
利
と
土
壌
に
有
利
な

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
欽
定
日
下
旧
聞
考
』

巻
百
四
十
九
、
物
産
に
引
く
『
六
街
花
事
』
に
、

豊
台
の
花
を
植
え
る
人
を
、
都
中
が
花
児
匠
と
見
な
し
て
い
る
。

毎
月
三
日
・
士
二
日
・
ニ
十
三
日
に
は
、
車
に
雑
花
を
載
せ
て
椀

樹
斜
街
に
至
り
、
こ
れ
を
売
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
豊
台
の
業
者
は
、
毎
月
三
日
・
十
三
日
・
ニ
十
三
日

の
三
日
間
、
北
京
の
椀
樹
斜
街
で
花
市
を
開
い
た
。

北
京
の
庶
民
た
ち
に
親
し
ま
れ
た
豊
台
の
花
屋
は
、
花
を
愛
す
る
宮

廷
と
も
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
例
え
ば
『
清
稗
類
紗
』
巻
十

三
、
朝
貢
類
、
豊
台
花
匠
貢
盆
菊
の
条
に

光
緒
中
、
順
天
府
（
北
京
）
の
豊
台
の
花
屋
が
鉢
植
え
の
菊
を
進
呈

し
た
。
一
枝
に
深
紅
の
花
が
あ
る
も
の
で
、
名
づ
け
て
寿
星
抱
と
い
っ

た
。
孝
欽
后
（
西
太
后
）
は
、
（
そ
の
花
を
）
大
変
惜
し
ん
だ
。

と
あ
り
、
花
を
愛
し
た
西
太
后
と
豊
台
の
花
屋
と
の
関
係
が
う
か
が
わ
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れ
る
。
こ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
一
朝
一
夕
に
作
ら
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
花
の
栽
培
を
長
年
行
な
い
、
品
種
改
良
に

努
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

草
橋
や
豊
台
の
花
丼
栽
培
の
様
子
は
、
『
唐
土
名
勝
図
会
』
巻
四
の
．

挿
絵
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
図
2
の
手
前
に
は
蓮
池
が
あ
り
、
中
ほ
ど

に
は
柵
で
囲
っ
た
花
畑
お
よ
び
鉢
植
え
を
か
か
え
る
人
び
と
な
ど
が
描

か
れ
て
お
り
、
当
時
の
情
景
を
祐
彿
と
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
近
郊
花
丼
園
芸
は
、
多
種
類
の
花
を
そ
の
対
象
と
し
た

が
、
中
で
も
豊
台
の
芍
薬
は
全
国
的
に
も
著
名
で
あ
っ
た
。
例
え
ば

『
帝
京
歳
時
記
勝
』
豊
台
芍
薬
の
条
に
は
、

都
の
花
木
の
盛
ん
な
る
こ
と
、
こ
れ
豊
台
の
芍
薬
が
天
下
第
一
で

あ
る
。

と
あ
る
。
そ
し
て
つ
づ
い
て
、

古
い
伝
え
で
は
、
劉
放
の
芍
薬
譜
に
は
三
十
一
品
、
孔
武
仲
の
芍

薬
譜
に
は
三
十
三
品
、
王
観
の
芍
薬
譜
に
は
三
十
九
品
の
品
種

（
が
記
さ
れ
て
い
る
）
、
ま
た
塊
麗
の
観
と
い
う
。
今
、
揚
州
に
残
っ

て
い
る
種
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
し
か
し
都
の
豊
台
は
四
月
の
間

に
畦
を
連
ね
診
を
接
し
、
（
花
の
）
荷
に
頼
っ
て
商
う
者
は
日
に

万
余
茎
（
を
数
え
る
）
。
遊
覧
に
来
る
人
は
（
お
互
い
の
）
輪
穀

を
相
望
ん
で
い
る
。
惜
し
い
こ
と
に
、
物
好
き
な
人
が
こ
れ
を
描

き
、
書
き
記
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
宮
錦
紅
、
酔
仙
顔
、
白
玉
帯
、

酔
楊
妃
な
ど
の
類
の
ご
と
き
は
、
重
楼
牡
丹
と
い
え
ど
も
ま
た
比

上
述
の
よ
う
に
、

て
述
べ
て
き
た
が
、

明
清
時
代
の
北
京
に
お
け
る
花
丼
の
文
化
に
つ
い

そ
れ
を
享
受
す
る
と
と
も
に
育
ん
で
き
た
の
は
、

四
、
お
わ
り
に

べ
る
の
が
難
し
い
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
芍
薬
で
も
、
実
に
多
く
の
品
種
が
栽
培
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
商
業
書
の
一

っ
、
『
商
買
便
覧
』
に
も
、

[
北
邑
順
天
府
風
俗
勁
勇
沈
静
礼
儀
声
名
模
茂
淳
良
王
化
之
始
。

塩

綿

花

…

桃

煤

芍

薬

葡

飯

゜

と
あ
る
ご
と
く
、
北
京
の
芍
薬
は
、
名
高
い
特
産
物
の
一
っ
と
し
て
記

録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
草
橋
と
豊
台
を
中
心
と
し
て
北
京
の
花
丼
栽
培
は
行

な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
携
わ
る
園
芸
業
者
数
に
つ
い
て
は
、
『
旧
都

文
物
略
』
十
一
、
技
芸
略
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

花
丼
栽
培
業
者
は
崇
文
門
内
と
東
西
四
牌
楼
、
お
よ
び
内
城
東
の

隆
福
寺
、
内
城
西
の
護
国
寺
、
宣
武
門
外
の
下
斜
街
、
土
地
廟
に

数
え
ら
れ
、
お
よ
そ
三
十
家
の
記
録
が
あ
る
。
城
外
四
郊
と
豊
台

⑭
。

十
八
村
一
帯
に
散
在
す
る
者
は
、
百
家
以
上
を
数
え
ら
れ
る

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
末
の
頃
、
北
京
城
内
に
三
十
家
、
城
外
近
郊
に

は
百
家
以
上
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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一
般
庶
民
を
中
心
と
し
た
広
い
範
囲
の
人
び
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

皇
帝
や
貴
族
は
、
広
大
な
庭
園
で
珍
奇
か
つ
多
種
類
の
花
や
木
を
所
有

し
、
自
ら
の
富
と
権
力
を
誇
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
持
て
な
い
庶

民
た
ち
も
、
市
場
や
店
先
で
鉢
植
え
の
花
を
買
い
求
め
、
さ
さ
や
か
で

は
あ
る
が
、
花
を
愛
し
鑑
賞
す
る
文
化
を
広
く
深
く
育
て
て
い
っ
た
。

季
節
の
移
ろ
い
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
街
を
彩
り
、
そ
れ
が
歳

時
記
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
自
分
が
鑑
賞
す
る
だ
け
で
な
く
、

人
に
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
の
贈
答
用
と
し
て
も
花
は
利
用
さ
れ
た
。

さ
ら
に
花
は
鑑
賞
用
の
み
な
ら
ず
、
実
用
品
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。

例
え
ば
女
性
の
か
ん
ざ
し
、
か
ぎ
た
ば
こ
の
香
料
、
薬
品
、
染
料
な
ど

の
い
ろ
い
ろ
な
用
途
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
人
び
と
は
、
花
や
木
を
そ
の
形
・
色
•
模
様
な
ど
に
よ
り
非
常
に

細
か
く
分
類
し
、
沢
山
の
品
種
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
気
質
を
持
っ
て

い
た
。
例
え
ば
芍
薬
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
文
化
は
、
花
や
木
を
自
然
の
ま
ま
鑑
賞
す
る
場
合
も
あ
っ

た
が
、
温
熱
栽
培
で
冬
に
花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
極
め
て
人
工
的
な
一

面
を
も
有
し
て
い
た
。

花
丼
の
販
売
に
直
接
携
わ
っ
た
業
者
は
、
北
京
城
内
で
花
市
を
開
い

た
り
、
常
設
店
舗
を
設
け
た
り
し
て
営
業
活
動
を
行
な
い
、
そ
の
多
く

は
郊
外
の
草
橋
・
豊
台
の
花
丼
栽
培
業
者
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て

い
た
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
と

と
も
に
、
花
の
文
化
を
つ
く
り
育
て
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
様
相
は
、
人
び
と
の
花
や
木
に
対
す
る
関
心
を
示
す
と

と
も
に
、
そ
の
文
化
を
育
て
上
げ
た
中
国
社
会
の
豊
か
さ
を
示
し
て
い

る
。
明
清
時
代
の
北
京
を
事
例
と
し
て
、
花
と
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
考
察
し
た
が
、
そ
の
文
化
は
高
い
成
熟
度
を
持
ち
‘
―
つ
の
頂
点
に

達
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
花
丼
の
文
化
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
時
代

は
、
花
に
対
し
て
旺
盛
な
創
造
力
が
発
揮
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。

注①
塚
本
洋
太
郎
『
花
の
美
術
と
歴
史
」
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
五
年
）
。

②
中
尾
佐
助
『
花
と
木
の
文
化
史
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
年
）
。

③
中
尾
氏
同
書
、
四
O
S四
四
頁
。

④
合
山
究
「
明
清
時
代
に
お
け
る
花
の
文
化
と
習
俗
」
（
『
中
国
文
学
論
集
』

第
十
―
―
一
号
、
一
九
八
四
年
）
。

⑤
矢
沢
利
彦
訳
「
チ
ナ
帝
国
誌
」
（
大
航
海
時
代
叢
書
第

n期
9
『
中
国
キ

リ
ス
ト
教
布
教
史
2
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
、
第
1
章
、
こ
の
国
の

概
観
、
二
七
三
頁
。

⑥
船
津
喜
助
編
、
小
川
博
注
『
燕
京
佳
信
、
船
津
輸
助
の
北
京
通
信
、
明
治

三
十
五
年
S
三
十
六
年
』
（
船
津
喜
助
、
一
九
七
八
年
）
、
五
六
頁
。

⑦
中
尾
氏
前
掲
書
、
三
一

s-――二頁。

⑧
船
津
氏
編
前
掲
書
、
三
九
頁
。

⑨
『
赴
燕
日
記
」
（
民
族
文
化
推
進
会
『
燕
行
録
選
集
』
第
九
輯
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
七
七
年
）
。
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⑩
同
書
同
条
。

⑪
同
書
同
条
。

⑫
同
書
同
条
。

⑬
同
書
同
条
。

⑭
同
書
同
条
。

⑮
同
書
同
条
。

⑯
『
金
蒸
退
食
筆
記
』
、
南
花
園
の
条
に
は
「
凡
江
寧
・
蘇
•
松
・
杭
州
織
造

所
進
盆
景
皆
付
撓
灌
培
植
」
と
あ
る
が
、
織
造
が
設
置
さ
れ
た
の
は
江
寧
．

蘇
州
・
杭
州
の
三
箇
所
で
あ
り
、
文
中
の
松
字
は
術
字
と
思
わ
れ
る
。

⑰
同
書
同
条
。

⑱
矢
沢
利
彦
編
訳
『
イ
エ
ズ
ス
会
士
中
国
書
簡
集
』

5
＾
紀
行
編
＞
（
平
凡

社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
四
年
）
、
三
四
九
頁
。

⑲
小
野
勝
年
訳
『
燕
京
歳
時
記
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
六
七
年
）
正

月
、
東
西
廟
の
条
、
五

0
頁。

⑳
同
書
同
条
。

⑪
同
書
、
四
月
、
攻
塊
花
・
芍
薬
花
の
条
、
一

0
1
-
1
―頁。

⑫
同
書
、
六
月
、
中
頂
の
条
、
一
三
五
頁
。

⑬
同
書
、
九
月
、
九
花
山
子
の
条
、
一
七
七
頁
。

⑭
船
津
氏
編
前
掲
書
、
一
―
八
頁
。

⑮
小
野
氏
訳
前
掲
書
、
十
二
月
、
唐
花
の
条
、
二
三
四
頁
。

⑮
朴
趾
源
『
熱
河
日
記
』
（
民
族
文
化
推
進
会
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
六
六
年
）
。

⑰
『
湛
軒
書
』
（
民
族
文
化
推
進
会
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
四
ー
七
五
年
）
。

⑱
同
書
同
条
。

⑲
同
書
同
条
。

技
芸
略
、

朴
氏
前
掲
書
。

船
津
氏
編
前
掲
書
、
四
二
頁
。

同
書
同
条
。

森
田
明
「
『
商
買
便
覧
』
に
つ
い
て
ー
清
代
の
商
品
流
通
に
関
す
る
覚
書

|
」
（
福
岡
大
学
研
究
所
報
十
六
、
一
九
七
二
年
）
。

⑭
『
旧
都
文
物
略
』
（
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
十
一
、

二
六
五
頁
。

⑬ ⑫ ⑪ ⑳ 

（
大
阪
府
立
狭
山
高
等
学
校
教
諭
）
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此
ャ
困
届
人
青
礼

、そ
四
也
其
な
？
ゃ
咀
方
を
Q

術
珀
賣
呟
呼
柘
想
な
ヵ
私
枇
賣
庄
f
店
た
絃
禾

図 1 「北京民間風俗百図J、書目文献出版社、 1983年

図2 「唐土名勝図会」巻之四
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