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一

「
揚
州
の
金
、
荊
州
の
珠
」

『
平
家
物
語
』
巻
一
で
は
、
平
家
一
族
の
盛
栄
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

日
本
秋
津
島
は
、
纔
か
に
六
十
六
箇
国
、
平
家
知
行
の
国
、
卅
余
箇
国
、
既
に
半
国

に
こ
え
た
り
。（
中
略
）
楊
州
の
金
、
荊
州
の
珠
、
呉
郡
の
綾
・
蜀
江
の
錦
、
七
珍
万

宝
、
一
つ
と
し
て
闕
け
た
る
事
な
し
。
歌
堂
舞
閣
の
基
、
魚
竜
爵
馬
の
翫
も
の
、
恐
ら

く
は
帝
闕
も
仙
洞
も
是
に
は
過
ぎ
じ
と
ぞ
み
え
し
。

（
①
三
三
―
三
四

（
１
）

）

こ
の
条
の
前
半
で
は
、
平
氏
の
知
行
国
が
全
国
の
半
分
に
も
達
し
、
強
大
な
勢
力
を
誇
っ

た
こ
と
を
、
後
半
は
楊
州
の
金
を
は
じ
め
、
日
宋
貿
易
が
平
氏
に
も
た
ら
し
た
巨
万
の
富
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
帝
闕
」
は
朝
廷
、「
仙
洞
」
は
上
皇
を
指
し
、
平
家
が

「
七
珍
万
宝
」
と
呼
ば
れ
た
舶
載
品
の
蓄
積
に
お
い
て
、
朝
廷
や
上
皇
を
も
凌
駕
し
た
で
あ

ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
楊
州
の
金
、
荊
州
の
珠
、
呉
郡
の
綾
・
蜀
江
の
錦
」
と
並
べ
ら
れ
た
舶
載
品
、

い
わ
ゆ
る
唐
物
は
、
日
宋
貿
易
で
取
引
さ
れ
た
代
表
的
な
名
産
品
を
う
か
が
い
知
る
意
味
で

も
、
興
味
ぶ
か
い
。
も
っ
と
も
「
楊
州
の
金
、
荊
州
の
珠
、
呉
郡
の
綾
・
蜀
江
の
錦
」
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
古
く
典
拠
の
あ
る
表
現
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

楊
州
は
江
南
地
方
に
位
置
し
、
隋
の
煬
帝
が
愛
で
て
離
宮
を
建
設
す
る
と
と
も
に
、
巡
幸

の
た
め
運
河
を
建
設
し
て
海
上
交
通
の
要
と
な
り
、
唐
代
に
は
国
際
的
な
港
と
な
り
交
易
で

栄
え
た
。「
楊
州
の
金
」
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
五
経
の
一
つ
で
あ
る
『
書
経

（
２
）

』「
禹
貢

（
３
）

」

の
条
に
金
の
産
地
と
あ
る
。
荊
州
は
湖
北
地
方
に
あ
り
、『
三
国
志
』
の
舞
台
と
し
て
も
知

要

旨

平
家
一
族
は
平
清
盛
の
父
忠
盛
の
時
代
か
ら
日
宋
貿
易
に
深
く
関
わ
り
、
巨
万
の
富
を
築
き
上
げ
た
。
本
稿
で
は
、
平
家
一
族
と
舶
載
品
で
あ
る
唐
物
の
関
わ
り
を
、
平
清
盛
の
官
歴
や
福
原

で
の
貿
易
の
実
態
、『
平
家
物
語
』
や
国
宝
『
平
家
納
経
』
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
栄
華
が
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
と
明
石
一
族
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
ま
た
宋

人
と
の
対
面
や
、
宋
銭
の
輸
入
な
ど
日
宋
貿
易
の
推
進
が
、
都
の
貴
族
層
の
反
発
を
招
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
平
清
盛
が
宋
の
禁
書
で
あ
る
『
太
平
御
覧
』
を
買
い
上
げ
、
安

徳
天
皇
に
献
上
し
た
こ
と
は
、
清
盛
の
開
明
性
を
示
し
、
後
の
時
代
に
も
貢
献
し
た
。
平
家
一
族
に
と
っ
て
日
宋
貿
易
で
得
た
唐
物
の
富
は
、
経
済
的
な
基
盤
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
貴
族
層
や

上
皇
を
抑
え
て
平
氏
政
権
を
樹
立
し
、
文
化
的
覇
者
と
な
る
た
め
の
必
須
の
糧
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

平
清
盛
、
唐
物
、
平
家
物
語
、
源
氏
物
語

平
家
一
族
と
唐
物

河

添

房

江

（
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
講
座
）

東京学芸大学紀要 人文社会科学系Ⅰ ６１:１５９‐１６６，２０１０．

― 159 ―



ら
れ
る
が
、
同
じ
く
『
書
経
』「
禹
貢
」
に
珠
の
産
地
と
記
さ
れ
て
い
る
。
呉
郡
は
江
蘇
地

方
に
あ
り
、『
唐
書

（
４
）

』
の
韋
堅
伝
に
綾
の
産
地
と
す
る
。
蜀
江
は
四
川
省
で
、
錦
の
名
産
地

で
あ
る
。「
蜀
江
の
錦
」
は
三
国
六
朝
時
代
か
ら
唐
・
宋
・
元
・
明
に
至
る
ま
で
生
産
さ

れ
、
奈
良
時
代
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
法
隆
寺
に
伝
来
す
る
蜀
江
錦
は
、
経
糸
で
文

様
を
あ
ら
わ
し
た
経
錦
で
、
鮮
や
か
な
赤
地
に
格
子
連
珠
文
様
な
ど
を
織
り
出
し
た
唐
代
の

錦
で
あ
る
。『
太
平
記
』
三
九
に
も
、「
橋
板
に
太
唐
氈
、
呉
郡
の
綾
、
蜀
江
の
錦
色
々
に
布

展
べ
た
れ
ば
」
と
あ
り
、
そ
こ
で
も
や
は
り
呉
郡
の
綾
と
蜀
江
の
錦
が
舶
載
の
綾
錦
と
し
て

並
び
称
さ
れ
て
い
る

（
５
）

。

「
楊
州
の
金
、
荊
州
の
珠
、
呉
郡
の
綾
・
蜀
江
の
錦
」
は
典
拠
が
あ
り
、
文
飾
を
こ
ら
し

た
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
美
辞
麗
句
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
平
家
一
族
が
い
か
に

日
宋
貿
易
に
よ
っ
て
最
高
の
唐
物
を
多
く
蓄
財
し
た
か
を
意
識
し
て
、
語
り
な
し
た
表
現
と

み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

二

平
清
盛
の
台
頭
―
そ
の
官
歴
と
交
易

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
平
家
一
族
は
深
く
日
宋
貿
易
に
関
わ
り
、「
七
珍
万
宝
」
が
一
つ
と
し

て
欠
け
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
巨
万
の
富
を
築
き
上
げ
た
の
か
、
そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
平

清
盛
と
そ
の
父
の
忠
盛
の
官
歴
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
も
そ
も
平
家
一
族
は
、
父
忠
盛
の
時
代
、
院
の
荘
園
で
あ
っ
た
肥
前
国
神
埼
荘
の
預
所

（
管
理
者
）
と
し
て
日
宋
貿
易
を
お
こ
な
い
、
舶
載
品
を
鳥
羽
院
に
進
呈
し
て
近
臣
と
し
て

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
長
秋
記
』
の
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
八
月
の
記
事
に
よ

る
と
、
宋
商
人
の
周
新
が
来
航
し
、
大
宰
府
の
官
人
と
交
易
し
た
が
、
平
忠
盛
が
横
槍
を
入

れ
て
、
宋
船
が
来
航
し
た
の
は
神
埼
荘
で
あ
る
の
で
、
大
宰
府
の
官
人
が
関
与
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
下
文
を
作
り
、
そ
れ
を
鳥
羽
院
の
院
宣
と
称
し
た
と
い
う
。
神
埼
荘
は
有
明
海

に
面
し
た
大
き
な
荘
園
で
あ
る
が
、
博
多
に
も
そ
の
所
領
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
入
港
し

た
と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
忠
盛
の
主
張
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
忠
盛
が
日
宋
貿
易
に
介
入
し
た
の
は
、
鳥
羽
院
が
唐
物
を
は
じ
め
宝
物
の
熱
心
な
コ
レ

ク
タ
ー
だ
っ
た
の
で
、
唐
物
を
献
上
し
て
、
そ
の
歓
心
を
買
う
た
め
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ

る
。
鳥
羽
院
の
威
光
を
バ
ッ
ク
に
、
忠
盛
は
大
宰
府
と
対
抗
し
つ
つ
、
積
極
的
に
日
宋
貿
易

に
関
与
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
息
子
の
清
盛
と
い
え
ば
、

肥
後
守
―
安
芸
守
―
播
磨
守
―
大
宰
大
弐

と
い
っ
た
海
運
や
交
易
に
関
わ
る
重
要
な
ポ
ス
ト
を
歴
任
す
る
こ
と
で
、
日
宋
貿
易
に
深
く

関
わ
っ
て
い
く
。
清
盛
は
肥
後
守
に
続
い
て
、
瀬
戸
内
海
の
要
所
で
あ
る
安
芸
国
の
国
守
と

な
る
が
、
そ
れ
は
瀬
戸
内
海
の
制
海
権
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
後
に
厳
島
神
社
へ

の
肩
入
れ
と
な
る

（
６
）

。

父
忠
盛
の
死
後
、
清
盛
は
氏
の
長
者
と
な
り
、
保
元
の
乱
で
後
白
河
方
に
味
方
し
て
勝
利

し
、
播
磨
守
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
大
宰
大
弐
に
な
っ
た
こ
と
で
、
日
宋
貿
易
の
中
枢
に
深
く

関
わ
っ
た
。
当
時
、
大
宰
大
弐
は
現
地
に
赴
任
し
な
い
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
が
、
貿
易

の
利
権
だ
け
は
享
受
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
白
河
の
千
体
新
阿
弥
陀
堂
の
造
営
も
、
清
盛
が

大
宰
大
弐
の
財
力
に
よ
り
請
け
負
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
清
盛
は
大
宰
大
弐
を
経

て
、
参
議
か
ら
内
大
臣
、
そ
し
て
太
政
大
臣
と
、
権
力
の
中
枢
に
上
り
詰
め
て
い
く
。

三

清
盛
と
『
源
氏
物
語
』
の
明
石
一
族
の
栄
華

と
こ
ろ
で
、
清
盛
を
は
じ
め
と
す
る
平
家
一
族
の
栄
華
は
、
高
橋
昌
明
氏
に
よ
り
『
源
氏

物
語
』
の
と
あ
る
一
族
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
が
、
誰
だ
か
お
わ
か
り
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
明

石
一
族
で
あ
る

（
７
）

。
そ
の
要
点
を
こ
こ
で
示
せ
ば
、
後
白
河
法
皇
は
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
」

を
作
ら
せ
た
が
、
そ
の
意
図
が
表
面
で
は
平
清
盛
と
そ
の
娘
徳
子
の
入
内
の
栄
華
を
こ
と
ほ

ぐ
か
に
見
え
て
、
じ
つ
は
明
石
一
族
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
で
見
下
し
、
そ
の
栄
華
に
釘
を
刺

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
出
家
し
た
清
盛
は
明
石
入
道
に
重
な
り
、
国
母
と
な
っ
た
中
宮
徳

子
は
、
明
石
の
君
と
明
石
の
女
御
（
中
宮
）
の
両
者
を
兼
ね
た
役
割
で
あ
る
。

さ
ら
に
高
橋
氏
は
、
清
盛
は
む
し
ろ
自
身
を
光
源
氏
に
擬
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
指

摘
し
、
白
河
院
の
落
胤
と
さ
れ
る
清
盛
が
太
政
大
臣
を
経
験
し
た
点
な
ど
、
共
通
点
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
こ
ま
で
断
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
平

家
一
族
が
『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
、
源
氏
文
化
に
同
化
す
る
こ
と
で
、
武
家
で
あ
り
な
が

ら
摂
関
家
や
院
を
も
凌
ぐ
文
化
的
覇
者
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

（
８
）

。
中
宮
徳

子
の
サ
ロ
ン
に
二
十
巻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
後
白
河
法
皇
の
五
十
賀

で
平
維
盛
が
青
海
波
を
舞
い
、
光
源
氏
の
再
来
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
証
左
は
枚
挙
に

い
と
ま
も
な
い
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
清
盛
の
官
歴
と
交
易
の
関
係
で
あ
る
。
清
盛

が
播
磨
守
に
な
っ
た
こ
と
じ
た
い
、
明
石
入
道
の
官
歴
と
重
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
も
そ
も
明
石
入
道
は
大
臣
の
息
子
で
近
衛
中
将
だ
っ
た
が
、
出
世
街
道
か
ら
外
れ
た

た
め
、
中
央
で
の
官
途
に
見
切
り
を
つ
け
、
み
ず
か
ら
志
願
し
て
播
磨
守
と
な
っ
た
。
そ
し

て
財
を
成
し
た
が
、
退
任
後
も
都
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、
愛
娘
の
明
石
の
君
を
光
源
氏
と
結

婚
さ
せ
、
そ
の
財
力
で
後
援
し
た
。
明
石
の
君
が
東
京
錦
の
褥
（
初
音
巻
）
の
よ
う
な
破
格

な
唐
物
を
所
有
し
て
い
る
の
も
、
父
入
道
の
明
石
と
い
う
地
の
利
を
活
か
し
て
、
最
高
級
の

唐
物
を
も
収
集
し
て
い
た
証
で
あ
ろ
う
。
明
石
入
道
の
富
の
基
盤
に
舶
載
品
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
清
盛
と
共
通
す
る
。

一
方
、
清
盛
の
参
議
か
ら
内
大
臣
、
そ
し
て
太
政
大
臣
と
い
う
官
歴
が
、『
源
氏
物
語
』

の
光
源
氏
と
重
な
る
こ
と
も
、
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
ろ
う
。
近
衛
中
将
の
ポ
ス
ト
を
捨
て
て

播
磨
守
に
な
っ
た
明
石
入
道
が
都
に
返
り
咲
く
夢
を
い
だ
い
た
に
せ
よ
、
実
現
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
清
盛
は
そ
の
見
果
て
ぬ
夢
を
実
現
し
、
明
石
入
道
と
光
源
氏
の
人
生
を
み
ず

か
ら
の
官
歴
で
架
橋
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
明
石
入
道
が
財
と
地
の
利
を
活
か
し
て
、
舶
載
品
を
買
い
漁
っ
た
こ
と
を
遥

か
に
超
え
て
、
平
清
盛
は
日
宋
貿
易
の
積
極
的
に
展
開
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
以
下
、
さ

ら
に
そ
の
実
態
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四

福
原
で
の
日
宋
貿
易
の
実
態

平
清
盛
は
、
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）、
福
原
の
あ
る
摂
津
八
部
荘
を
手
に
入
れ
、
五
泊

の
一
つ
で
あ
る
大
輪
田
泊
の
改
修
に
と
り
か
か
る
。
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
九
月
に
は
宋

人
が
福
原
を
訪
れ
、
後
白
河
法
皇
は
清
盛
の
勧
め
で
宋
人
に
謁
見
す
る
た
め
、
福
原
に
下
向

し
た
。
こ
れ
は
宇
多
天
皇
の
寛
平
御
遺
戒
で
、
異
国
人
と
直
接
対
面
す
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
と

し
た
戒
め
を
破
る
行
為
で
あ
り
、
九
条
兼
実
は
『
玉
葉
』
で
「
我
が
朝
、
延
喜
以
来
未
曾
有

の
事
な
り
。
天
魔
の
所
為
か
」
と
仰
天
し
非
難
し
て
い
る
。

「
延
喜
以
来
」
と
あ
る
の
は
、
醍
醐
朝
の
延
喜
年
間
か
ら
外
国
と
の
正
式
な
国
交
を
断
っ

て
き
た
歴
史
を
い
う
が
、
そ
の
背
景
に
は
唐
の
滅
亡
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
世
界
の
混
乱
が
及
ぶ

こ
と
を
避
け
る
意
味
が
あ
っ
た
。
ま
た
異
国
人
に
対
し
て
、
穢
れ
の
対
象
と
し
て
忌
嫌
す
る

観
念
も
生
ま
れ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
寛
平
御
遺
戒
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
要
す

る
に
、
た
と
え
譲
位
し
た
と
は
い
え
後
白
河
法
皇
が
宋
人
と
会
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
寛
平
御

遺
戒
以
来
の
国
の
ス
タ
ン
ス
に
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
九
月
に
は
、
宋
の
明
州
か
ら
後
白
河
法
皇
と
清
盛
宛
に

供
物
が
送
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
白
河
法
皇
へ
の
目
録
に
は
「
賜
日
本
国
王
」
と
記
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
公
卿
の
間
で
論
議
が
お
こ
っ
た
。
日
本
国
王＝

後
白
河
法
皇
に
「
賜

ふ
」
と
い
う
の
は
無
礼
で
あ
り
、
公
卿
の
間
で
は
供
物
は
返
却
し
、
返
牒
は
不
要
と
の
意
見

が
大
勢
を
占
め
た
。
し
か
し
、
清
盛
は
翌
年
三
月
に
、
供
物
が
美
麗
で
あ
る
こ
と
を
称
え
た

返
牒
を
送
り
、
後
白
河
法
皇
か
ら
は
砂
金
百
両
、
清
盛
か
ら
は
鎧
と
刀
が
返
礼
と
し
て
送
ら

れ
た
と
い
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
を
機
に
日
宋
貿
易
も
拡
大
し
、
つ
い
に
宋
船
が
瀬
戸
内
海
に
そ
の
ま
ま

入
っ
て
、
大
輪
田
泊
で
直
接
、
交
易
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
古
代
よ
り
大
宰
府
の
出
先

機
関
で
あ
る
博
多
の
鴻
臚
館
や
そ
の
周
辺
で
交
易
を
お
こ
な
い
、
瀬
戸
内
海
に
外
国
船
が
入

る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
慣
例
か
ら
す
れ
ば
前
代
未
聞
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
大
宰
府
の

役
人
の
利
権
を
骨
抜
き
に
し
て
、
平
家
が
日
宋
貿
易
を
直
接
、
管
理
す
る
時
代
が
到
来
し
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
拡
大
し
た
日
宋
貿
易
の
収
益
は
、
荘
園
・
知
行
国
か
ら
の
収

入
と
共
に
、
平
家
の
大
き
な
財
源
と
な
っ
た
こ
と
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
『
平
家
物
語
』
の
一

節
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
福
原
遷
都
と
い
う
流
れ

を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
清
盛
は
す
で
に
「
唐
船
」
と
よ
ば
れ
た
宋
の
大
船
を
数
艘
入

手
も
し
て
乗
船
し
て
い
た
が
、
福
原
遷
都
の
直
前
に
は
、
こ
れ
を
使
っ
て
、
高
倉
上
皇
・
安

徳
天
皇
の
厳
島
行
幸
を
実
現
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
、
日
宋
貿
易
で
取
引
さ
れ
た
品
物
は
、
輸
入
品
は
錦
・
綾
な
ど
の
織

物
、
陶
磁
器
、
文
房
具
、
書
籍
、
香
料
、
染
料
、
高
麗
人
参
、
紅
花
な
ど
で
あ
っ
た
。
日
宋

貿
易
で
得
た
唐
物
は
、
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
三
月
の
千
僧
供
養
の
際
の
よ
う
に
、
福
原

で
の
法
会
に
出
た
僧
侶
た
ち
へ
の
引
き
出
物
と
な
っ
た
り
、
ま
た
珍
品
は
法
皇
や
天
皇
に
献

上
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
早
く
は
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）、
高
倉
天
皇
が
即
位
し
た
折
の
大

嘗
会
で
唐
錦
が
足
り
な
く
な
っ
た
時
、
清
盛
と
そ
の
娘
の
盛
子
（
関
白
藤
原
基
実
の
後
妻
）

に
助
け
を
求
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
っ
た

（
９
）

。
日
宋
貿
易
の
独
占
に
よ
っ
て
、
貴
族
生
活
に

不
可
欠
な
奢
侈
品
で
あ
る
唐
物
は
、
平
氏
一
族
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。ま

た
輸
入
品
の
中
で
も
特
筆
す
る
べ
き
は
宋
銭
で
、
当
時
、
多
量
に
輸
入
さ
れ
、
そ
れ
が
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貨
幣
と
し
て
流
通
し
、
社
会
を
支
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
清
盛
が
推
進
し
た
宋

銭
の
流
通
は
、
都
の
旧
貴
族
層
の
反
発
を
招
い
て
も
い
る
。
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
六
月
、

流
行
病
が
は
や
っ
た
際
に
は
、
物
価
高
騰
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
が
輸
入
さ
れ
た
宋
銭
の
流
通

に
よ
っ
て
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
銭
の
病
」
と
し
て
非
難
さ
れ
た
（『
百
練
抄
（
１０
）

』）。
清
盛

こ

か
ほ
う

は
物
価
高
騰
に
対
し
て
、
物
価
統
制
法
で
あ
る
沽
価
法
を
取
り
入
れ
た
新
し
い
制
度
を
採
用

し
対
応
し
た
が

（
１１
）

、
九
条
兼
実
は
宋
銭
は
本
朝
で
発
行
し
た
貨
幣
で
は
な
く
、
私
鋳
銭
（
贋

金
）
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
宋
銭
流
通
を
禁
ず
る
よ
う
に
主
張
し
、
批
判
し
て
い
る
（
『
玉

葉
』
治
承
三
年
七
月
二
七
日
条
）。

五

『
平
家
物
語
』
と
唐
物

そ
れ
で
は
、
平
清
盛
と
宋
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
『
平

家
物
語
』
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
巻
一
の
「
揚
州
の
金
、
荊
州
の
珠
…
」
の
条
に
つ
い
て
は

最
初
に
述
べ
た
が
、
巻
三
に
は
、
重
病
の
重
盛
を
心
配
し
た
清
盛
が
、
宋
か
ら
来
朝
し
た
名

医
の
治
療
を
受
け
る
よ
う
勧
め
る
場
面
が
あ
る
。

境
節
入
道
相
国
、
福
原
の
別
業
に
お
は
し
け
る
が
、
越
中
守
盛
俊
を
使
者
で
、
小
松

殿
へ
仰
ら
れ
け
る
は
、「
所
労
弥
大
事
な
る
由
其
聞
あ
り
。
兼
ね
て
は
又
、
宋
朝
よ
り

勝
た
る
名
医
わ
た
れ
り
。
折
節
悦
と
す
。
是
を
召
し
請
じ
て
医
療
を
く
は
へ
し
め
給

へ
」
と
宣
ひ
つ
か
は
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
小
松
殿
た
す
け
お
こ
さ
れ
、
盛
俊
を
御
前
へ

召
し
て
、「
ま
づ
医
療
の
事
、
畏
て
承
り
候
ぬ
と
申
す
べ
し
。
但
し
汝
も
承
れ
。
延
喜

御
門
は
、
さ
ば
か
ン
の
賢
王
に
て
ま
し
ま
し
け
れ
ど
も
、
異
国
の
相
人
を
、
都
の
う
ち

へ
入
れ
さ
せ
給
た
り
け
る
を
ば
、
末
代
ま
で
も
、
賢
王
の
御
誤
、
本
朝
の
恥
と
こ
そ
み

え
け
れ
。
況
や
重
盛
ほ
ど
の
凡
人
が
、
異
国
の
医
師
を
王
城
へ
い
れ
ん
事
、
国
の
辱
に

あ
ら
ず
や
。
…
」

（
①
二
二
八
―
二
二
九
）

し
か
し
重
盛
は
、
醍
醐
天
皇
の
先
例
を
引
き
つ
つ
、
外
国
人
を
都
に
入
れ
、
大
臣
と
し
て

会
う
こ
と
は
、
ま
し
て
国
の
恥
だ
と
拒
否
す
る
。
宋
の
先
進
的
な
医
療
技
術
に
期
待
す
る
開

明
的
な
清
盛
と
、
た
と
え
名
医
で
あ
ろ
う
と
都
で
異
人
と
接
す
る
こ
と
に
慎
重
な
重
盛
と
の

温
度
差
を
感
じ
る
場
面
で
あ
る
。
重
盛
が
没
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
「
銭
の
病
」
が
流
行
っ

た
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
八
月
の
こ
と
で
あ
り
、
宋
銭
流
入
を
は
じ
め
日
宋
貿
易
を
積

極
的
に
進
め
る
清
盛
に
旧
貴
族
層
が
反
発
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
た
発
言
と
み
ら
れ
な
く

も
な
い
。

も
っ
と
も
重
盛
も
、
先
進
国
で
あ
る
宋
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
じ

く
巻
三
で
は
、
自
身
の
後
世
の
供
養
を
宋
の
育
王
山
に
頼
む
た
め
に
、
妙
典
に
三
千
五
百
両

を
預
け
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

又
お
と
ど
、「
我
朝
に
は
い
か
な
る
大
善
根
を
し
を
い
た
り
と
も
、
子
孫
あ
ひ
つ
い

で
と
ぶ
ら
は
む
事
有
が
た
し
。
他
国
に
い
か
な
る
善
根
を
も
し
て
、
後
世
を
訪
は
れ
ば

や
」
と
て
、
安
元
の
比
ほ
ひ
、
鎮
西
よ
り
妙
典
と
い
ふ
船
頭
を
召
し
の
ぼ
せ
、
人
を
遥

か
に
の
け
て
、
御
対
面
あ
り
。
金
を
三
千
五
百
両
召
し
寄
せ
て
、「
汝
は
大
正
直
の
者

で
あ
ん
な
れ
ば
、
五
百
両
を
ば
汝
に
た
ぶ
。
三
千
両
を
宋
朝
へ
渡
し
、
育
王
山
へ
参
ら

せ
て
、
千
両
を
僧
に
ひ
き
、
二
千
両
を
ば
御
門
へ
参
ら
せ
、
田
代
を
育
王
山
へ
申
し
寄

せ
て
、
我
後
世
と
ぶ
ら
は
せ
よ
」
と
ぞ
宣
ひ
け
る
。

（
①
二
三
七
）

こ
れ
は
事
実
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
宗
像
記
』
に
拠
れ
ば
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
の

秋
、
宋
か
ら
重
盛
の
追
善
供
養
の
た
め
に
蔵
経
や
経
石
碑
を
船
に
積
ん
で
来
朝
し
た
も
の

の
、
す
で
に
平
家
が
滅
ん
だ
後
で
、
宗
像
氏
国
に
託
し
て
帰
国
し
た
と
い
う
。

ま
た
清
盛
の
死
後
の
場
面
だ
が
、
巻
十
に
は
、
清
盛
が
砂
金
を
贈
っ
て
、
宋
の
皇
帝
か
ら

返
礼
に
贈
ら
れ
た
「
松
蔭
」
と
い
う
硯
が
、
捕
ら
え
ら
れ
た
息
子
の
重
衡
に
ま
つ
わ
る
話
と

し
て
出
て
く
る
。

上
人
も
よ
ろ
づ
物
あ
は
れ
に
覚
え
て
、
か
き
く
ら
す
心
地
し
て
、
泣
く
泣
く
戒
を
ぞ
説

か
れ
け
る
。
御
布
施
と
お
ぼ
し
く
て
、
年
ご
ろ
常
に
お
は
し
て
あ
そ
ば
れ
け
る
侍
の
も

と
に
預
け
お
か
れ
た
り
け
る
御
硯
を
、
知
時
し
て
召
し
寄
せ
て
、
上
人
に
奉
り
、「
是

を
ば
人
に
た
び
候
は
で
、
常
に
御
目
の
か
か
り
候
は
ん
所
に
お
か
れ
候
ひ
て
、
某
が
物

ぞ
か
し
と
御
覧
ぜ
ら
れ
候
は
ん
た
び
ご
と
に
、
お
ぼ
し
め
し
な
ず
ら
へ
て
、
御
念
仏
候

べ
し
。
御
ひ
ま
に
は
、
経
を
も
一
巻
御
廻
向
候
は
ば
、
し
か
る
べ
う
候
べ
し
」
な
ン
ど
、

泣
く
泣
く
申
さ
れ
け
れ
ば
、
上
人
と
か
う
の
返
事
に
も
及
ば
ず
、
是
を
と
っ
て
懐
に
い

れ
、
墨
染
の
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
、
泣
く
泣
く
帰
り
た
ま
ひ
け
り
。
此
硯
は
、
親
父
入
道
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相
国
、
砂
金
を
お
ほ
く
宋
朝
の
御
門
へ
奉
り
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
返
報
と
お
ぼ
し
く

て
、「
日
本
和
田
の
平
大
相
国
の
も
と
へ
」
と
て
を
く
ら
れ
た
り
け
る
と
か
や
。
名
を

ば
松
蔭
と
ぞ
申
し
け
る
。

（
②
二
八
二
―
二
八
三
）

重
衡
が
法
然
上
人
に
会
う
こ
と
を
願
っ
て
許
さ
れ
、
法
然
に
父
の
形
見
の
「
松
蔭
」
を
布

施
と
し
て
渡
し
、
自
身
の
回
向
を
頼
む
場
面
で
あ
る
。「
日
本
和
田
」
と
は
大
輪
田
の
こ
と

を
指
す
の
で
、
硯
「
松
蔭
」
は
清
盛
が
福
原
に
滞
在
し
て
い
た
頃
、
宋
の
皇
帝
か
ら
贈
ら
れ

た
硯
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
宋
と
清
盛
の
密
な
る
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。

『
平
家
物
語
』
で
、
清
盛
と
宋
と
の
関
わ
り
を
示
す
場
面
は
、
こ
の
二
つ
に
尽
き
て
い
る
。

ま
た
、
清
盛
に
限
ら
ず
、
平
家
一
門
に
広
げ
て
も
、
予
想
し
て
い
る
ほ
ど
「
唐
物
」
は
多
く

見
ら
れ
な
い
。
他
の
例
は
、
合
戦
の
折
、
死
を
覚
悟
し
た
武
人
が
最
後
の
装
い
と
し
て
、
唐

綾
お
ど
し
の
鎧
を
着
用
す
る
例
な
ど
で
あ
る
。
唐
綾
お
ど
し
の
鎧
と
は
、
唐
綾
を
細
く
裁
っ

て
畳
ん
で
鎧
の
組
糸
と
し
た
品
で
、『
平
家
物
語
』
巻
九
で
源
氏
に
追
わ
れ
、
落
ち
ゆ
く
平

通
盛
の
出
で
立
ち
、
ま
た
巻
十
一
の
屋
島
の
合
戦
や
壇
ノ
浦
合
戦
で
の
平
教
経
の
出
で
立
ち

の
例
が
あ
る
。
と
は
い
え
唐
綾
お
ど
し
の
鎧
は
、
日
宋
貿
易
に
深
く
関
わ
っ
た
平
家
一
族
ゆ

え
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
木
曾
義
仲
や
源
兼
綱
の
死
装
束
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
合
戦
の

折
、
死
を
覚
悟
し
た
武
人
の
最
後
の
晴
れ
の
装
い
と
し
て
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
。
こ
う
し
た
唐
物
の
語
り
な
し
は
、
や
は
り
『
平
家
物
語
』
で
は
平
家
の
栄
華
よ
り

も
滅
亡
を
語
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
物
語
の
基
調
に
よ
る
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
唐
綾
お
ど
し
の
唐
綾
が
、
舶
載
品
と
断
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
唐
綾
は
『
明

月
記
』
の
時
代
に
都
で
も
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
の
で
、
時
代
を
遡
っ
て
国

産
品
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

六

平
家
納
経
と
『
太
平
御
覧
』

平
家
一
族
と
唐
物
の
関
係
に
つ
い
て
、『
平
家
物
語
』
以
外
に
も
視
野
を
広
げ
て
み
よ

う
。
平
氏
の
栄
華
を
象
徴
す
る
品
と
い
え
ば
、
誰
し
も
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
厳
島
神
社
に

奉
納
さ
れ
た
国
宝
『
平
家
納
経
』
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
の
九
月
、

内
大
臣
に
就
任
す
る
二
年
前
に
、
清
盛
は
一
門
の
栄
達
を
感
謝
し
、
来
世
の
冥
福
を
祈
る
た

め
、
厳
島
神
社
に
装
飾
経
を
奉
納
し
た
。
内
容
は
『
法
華
経
』
二
十
八
巻
、『
無
量
義
経
』

『
観
普
賢
経
』『
般
若
心
経

（
１２
）

』『
阿
弥
陀
経
』
各
一
巻
と
、
清
盛
の
『
願
文
』
を
加
え
た
全

三
十
三
巻
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
五
彩
の
料
紙
に
金
銀
の
砂
子
や
切
箔
が
散
り
ば
め
ら
れ
、

見
返
し
に
は
優
美
な
大
和
絵
や
唐
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
軸
首
に
は
水
晶
・
乾
漆
な
ど
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
工
芸
技
術
の
粋
を
尽
く
し
た
華
麗
な
装
飾
経
だ
が
、
そ
の
表
紙
や

見
返
し
絵
に
使
わ
れ
た
顔
料
は
、
す
べ
て
舶
載
品
で
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
後
半
に
成
っ
た
藤

あ
き
ひ
ら

原
明
衡
の
『
新
猿
楽
記
』
に
は
、
唐
物
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
四
十
種
以
上
の
品
物
が
列

記
さ
れ
て
い
る
。

ぢ
ん

じ
や
か
う

え

ひ

ち
や
う

じ

か
ん
し
よ
う

く
ん
ろ
く

し
よ
う
も
く

り
ゆ
う
な
う

ご

づ

ぜ
つ

び
や
く

沈
・
麝
香
・
衣
比
・
丁
子
・
甘
松
・
薫
陸
・
青
木
・
竜
脳
・
牛
頭
・
"
舌
・
白

だ
ん

あ
か
ぎ

し
た
ん

す
は
う

た
う
さ

こ
う
せ
つ

し
せ
つ

き
ん
え
き
た
ん

ぎ
ん
え
き
た
ん

し
こ
ん
か
う

は

檀
・
赤
木
・
紫
檀
・
蘇
芳
・
陶
砂
・
紅
雪
・
紫
雪
・
金
益
丹
・
銀
益
丹
・
紫
金
膏
・
巴

づ

お

お
う

か

り

ろ
く

び
ん
ら
う

じ

ど

お
う

ろ
く
し
よ
う

え
ん

じ

く

し
よ
う

た
ん

し
ゅ
し
ゃ

ご

豆
・
雄
黄
・
可
梨
勒
・
檳
榔
子
・
銅
黄
・
緑
青
・
燕
脂
・
空
青
・
丹
・
朱
砂
・
胡

ふ
ん

ひ
よ
う
と
ら
の
か
わ

と
う
ち
や
わ
ん

ろ
う

じ

さ
い
の
い
き
つ
の

す
い
ぎ
う
の
に
よ

い

め
の
う
の
お
び

る

り
の
つ
ぼ

粉
・
豹

虎
皮
・
藤
茶
碗
・
籠
子
・
犀
生
角
・
水
牛
如
意
・
瑪
瑙
帯
・
瑠
璃
壺
・

あ
や

に
し
き

う
す
も
の

ひ

き
ん

ざ
う
が
ん

う
ん
げ
ん

か
う
ら
い
ぜ
ん
き
ん

ふ

せ
ん
り
や
う

ご

ち
く

か
ん

綾
・
錦
・
羅
・
#
・
緋
の
襟
・
象
眼
・
繧
繝
・
高
麗
軟
錦
・
浮
線
綾
・
呉
竹
・
甘

ち
く

ふ
き
だ
ま

竹
・
吹
玉
等
。

ど

お
う

ろ
く
し
よ
う

え
ん

じ

く

し
よ
う

た
ん

し
ゅ
し
ゃ

ご

ふ
ん

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
「
銅
黄
・
緑
青
・
燕
脂
・
空
青
・
丹
・
朱
砂
・
胡
粉
」
は
、
絵

画
を
描
く
顔
料
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
貴
重
な
舶
載
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
法

華
経
』
の
中
の
『
提
婆
品
』
の
題
簽
は
舶
載
品
の
瑠
璃
で
出
来
て
い
た
と
い
う

（
１３
）

。
ま
さ
に

王
朝
文
化
の
精
華
と
い
わ
れ
る
平
家
納
経
の
華
麗
な
美
も
唐
物
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
唐
物
に
ま
つ
わ
る
平
清
盛
の
よ
り
著
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
ば
、
舶
載
さ
れ

た
『
太
平
御
覧
』
を
め
ぐ
っ
て
の
話
で
あ
る
。

『
太
平
御
覧
』
と
は
、
宋
の
太
宗
が
、
李
!
ら
に
命
じ
て
編
集
さ
せ
た
も
の
で
、
九
八
三

年
に
完
成
し
た
中
国
の
一
大
類
書
、
い
わ
ば
大
百
科
事
典
で
あ
る
。
千
巻
に
及
び
、
天
、
地
、

皇
王
、
州
郡
、
封
建
、
職
官
、
礼
、
楽
、
道
、
釈
か
ら
四
夷
、
疾
病
、
妖
異
、
動
植
物
に
及

ぶ
ま
で
、
五
五
部
門
、
五
千
項
目
を
列
挙
す
る
と
い
う
。
宋
朝
で
は
長
ら
く
禁
書
と
な
っ

て
、
国
外
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）、
来
航

し
た
宋
船
が
『
太
平
御
覧
』
の
摺
本
（
印
刷
し
た
本
）
三
百
冊
を
も
た
ら
し
た
の
で
、
清
盛

は
早
速
、
購
入
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
副
本
の
写
本
を
作
っ
た
上
で
、
元
本
を
内
裏
に
献

上
し
よ
う
と
し
た
。
お
り
し
も
同
年
暮
の
十
二
月
十
六
日
、
二
歳
の
東
宮
（
翌
年
即
位
し
て
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安
徳
天
皇
）
が
清
盛
の
西
八
条
第
に
行
啓
し
た
の
で
、
そ
の
内
の
三
帖
を
美
麗
に
包
ん
で
献

上
し
た
。
包
ん
だ
布
は
浮
線
綾
で
、
裏
が
蘇
芳
を
ぼ
か
し
染
め
に
し
た
品
で
、
唐
物
で
あ
っ

た
可
能
性
も
高
い
。
そ
れ
に
玉
を
つ
け
、
銀
の
枝
に
つ
け
る
と
い
う
尽
善
尽
美
の
も
の
で

あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
と
い
う
年
は
、
清
盛
に
と
っ
て
激
動
の
一
年

で
あ
っ
た
。
六
月
の
宋
銭
の
「
銭
の
病
」
騒
動
に
加
え
て
、
八
月
に
は
後
白
河
院
と
の
パ
イ

プ
役
で
あ
っ
た
長
男
の
重
盛
が
死
去
し
て
い
る
。
そ
の
直
前
に
は
関
白
基
実
の
後
妻
で
あ
っ

た
娘
の
盛
子
が
死
去
し
、
平
家
が
預
か
っ
て
い
た
摂
関
家
領
を
後
白
河
院
が
没
収
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
後
白
河
院
と
何
か
と
衝
突
を
重
ね
た
清
盛
は
、
つ
い
に
十
一
月
に
蜂
起
し
、
後

白
河
院
を
鳥
羽
離
宮
に
幽
閉
し
、
院
政
を
停
止
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た

（
１４
）

。
ま
さ
に
平
氏
政
権

が
成
立
し
た
直
後
に
、
こ
の
『
太
平
御
覧
』
が
献
本
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
そ
れ
は
寛
弘
七
年
、
一
条
天
皇
が
枇
杷
第
に
行
幸
し
た
折
、
藤
原
道
長
が
摺
本

の
『
文
選
』
や
『
白
氏
文
集
』
を
献
上
し
た
先
例
を
、
清
盛
が
意
識
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
清
盛
が
自
身
の
権
威
の
先
例
を
絶
頂
期
の
道
長
に
見
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
興

味
ぶ
か
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

道
長
自
身
、
家
司
ク
ラ
ス
を
大
宰
大
弐
に
送
り
こ
み
、
摺
本
の
『
文
選
』
や
『
白
氏
文
集
』

な
ど
書
籍
の
み
な
ら
ず
香
料
・
瑠
璃
壺
・
唐
綾
錦
な
ど
、
最
高
級
の
唐
物
を
献
上
さ
せ
て
い

た
。
道
長
の
為
政
者
と
し
て
の
権
力
も
文
化
的
権
威
も
、
朝
廷
を
凌
駕
す
る
質
量
と
も
に
充

実
し
た
舶
載
品
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
１５
）

。

先
に
『
源
氏
物
語
』
の
符
合
に
ふ
れ
、
清
盛
が
自
身
を
光
源
氏
に
擬
し
て
い
た
と
い
う
可

能
性
を
示
唆
し
た
高
橋
昌
明
氏
の
説
を
紹
介
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
清
盛
が
先
例
や
規

範
と
仰
い
だ
の
が
、
摂
関
時
代
の
最
盛
期
の
権
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。
貴
族

文
化
の
象
徴
で
あ
る
装
飾
経
を
平
家
納
経
の
よ
う
な
形
で
残
し
、
舶
載
品
の
書
籍
を
道
長
の

よ
う
に
献
じ
た
清
盛
。
道
長
も
虚
構
の
光
源
氏
も
、
権
力
保
持
の
た
め
に
は
文
化
的
な
権
威

づ
け
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
唐
物
を
有
効
活
用
し
た
と
い
え
る
が
、
清
盛
が
武
家
の

棟
梁
か
ら
文
化
的
覇
者
に
な
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
越
え
が
課
せ
ら
れ
て

い
た
。
平
家
一
族
に
と
っ
て
、
日
宋
貿
易
で
得
た
唐
物
の
富
は
、
経
済
的
な
基
盤
で
あ
っ
た

ば
か
り
か
、
旧
貴
族
層
や
上
皇
を
抑
え
て
平
氏
政
権
を
樹
立
し
、
文
化
的
覇
者
と
な
る
た
め

の
必
須
の
糧
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
平
氏
政
権
の
樹
立
は
、
そ
の
ま
ま
平
家
滅
亡
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
幕
開
け
で
あ
っ

た
。
翌
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
は
、
二
月
の
安
徳
天
皇
の
即
位
、
三
月
の
高
倉
上
皇
・
安

徳
天
皇
の
唐
船
に
よ
る
厳
島
行
幸
と
慶
事
が
続
く
が
、
五
月
に
は
以
仁
王
の
乱
が
起
こ
り
、

さ
ら
に
反
平
氏
勢
力
の
蜂
起
が
全
国
規
模
で
起
こ
っ
て
い
く
。
思
え
ば
舶
載
品
の
『
太
平
御

覧
』
の
献
進
は
、
平
家
の
栄
華
に
と
っ
て
最
後
の
光
芒
の
一
齣
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
約
八
十
年
後
、
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
『
太
平
御
覧
』
を
購
入
し
た
内

大
臣
の
藤
原
師
継
の
日
記
で
あ
る
『
妙
槐
記
』
に
は
、『
太
平
御
覧
』
に
つ
い
て
清
盛
が
初

め
て
購
入
し
て
後
、
次
々
と
宋
人
が
将
来
し
、
当
時
多
く
の
知
識
人
が
愛
読
し
て
い
る
旨
が

記
さ
れ
て
い
る
。
知
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
、
世
界
を
書
物
に
凝
縮
し
た
『
太
平
御

覧
』
を
買
い
上
げ
た
平
清
盛
の
開
明
性
は
、
後
の
時
代
に
も
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
引
用
は
小
学
館
の
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
た
だ
し
私
に
表
記

を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

（
２
）
『
書
経
』
は
儒
教
の
五
経
の
一
つ
で
、
も
と
も
と
は
単
に
『
書
』
と
い
い
、
漢
代
以
後
に
『
尚

書
』
と
よ
ば
れ
、『
書
経
』
と
称
す
る
の
は
宋
代
に
始
ま
る
。『
詩
経
』
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
古
典

の
な
か
の
古
典
で
あ
る
。
編
者
は
孔
子
と
伝
え
ら
れ
、
上
古
歴
代
史
官
の
文
書
を
も
と
に
、
堯
・

舜
、
夏
・
商
・
周
三
代
の
帝
王
の
事
蹟
を
一
〇
〇
篇
に
ま
と
め
た
も
の
。
古
代
の
政
治
に
お
け
る

君
臣
の
言
行
の
模
範
と
す
べ
き
も
の
を
集
め
た
も
の
で
、
史
実
の
ほ
か
神
話
的
伝
承
を
含
ん
で
い

る
が
、
儒
家
は
こ
れ
を
尊
重
し
た
。

（
３
）
『
書
経
』
の
一
編
名
。
禹
が
天
下
を
巡
視
し
、
境
界
を
定
め
、
交
通
、
物
産
を
調
べ
、
貢
賦
（
こ

う
ふ
）
の
制
を
定
め
た
事
跡
を
記
す
地
理
書
の
一
種
で
あ
る
。

（
４
）
『
唐
書
』
は
唐
代
に
関
す
る
正
史
で
、『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
の
二
種
が
あ
り
、
一
般
的
に
は

『
新
唐
書
』
を
さ
す
。『
旧
唐
書
』
二
〇
〇
巻
は
五
代
後
晋
の
劉
ら
の
撰
で
、
九
四
五
年
成
立
。『
新

唐
書
』
二
二
五
巻
は
北
宋
の
欧
陽
修
ら
の
撰
で
、
一
〇
六
〇
年
成
立
。
宋
代
に
な
っ
て
入
手
可
能

と
な
っ
た
史
料
を
多
く
用
い
、『
旧
唐
書
』
の
欠
を
補
う
と
こ
ろ
も
多
い
。

（
５
）
な
お
『
太
平
記
』
に
み
え
る
「
蜀
江
の
錦
」
は
、
明
代
に
織
り
出
さ
れ
た
華
や
か
な
大
文
様
の

緯
錦
の
可
能
性
が
あ
り
、
今
日
、
名
物
裂
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
清
盛
は
厳
島
神
社
を
平
家
の
守
護
社
と
し
て
信
仰
し
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）、
装
飾
経
三

三
巻
（『
平
家
納
経
』）
を
奉
納
し
た
。
清
盛
は
や
が
て
神
主
の
佐
伯
景
弘
の
願
い
を
聞
き
入
れ
、
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厳
島
神
社
が
今
日
の
よ
う
な
姿
と
な
る
大
造
営
に
乗
り
出
し
た
。（
五
味
文
彦
『
中
世
を
歩
く
』

岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
）

（
７
）
高
橋
昌
明
『
平
清
盛
、
福
原
の
夢
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
七
）

（
８
）
三
田
村
雅
子
「
安
元
御
賀
の
「
花
の
姿
」」（『
記
憶
の
中
の
源
氏
物
語
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
八
）

（
９
）
森
克
己
『
続
日
宋
貿
易
の
研
究
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
）

（
１０
）
『
百
練
抄
』
治
承
三
年
六
月
の
条
に
「
近
日
。
天
下
上
下
病
悩
。
號
之
銭
病
」
と
記
さ
れ
た
病

の
事
で
、
当
時
の
人
々
が
流
行
し
た
病
を
海
外
か
ら
流
入
す
る
銭
貨
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る

事
が
わ
か
る
。
な
お
銭
病
を
物
価
高
騰
と
限
定
す
る
説
も
あ
る
。

（
１１
）
網
野
善
彦
『
日
本
社
会
の
歴
史

中
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
）

（
１２
）
た
だ
し
現
存
す
る
『
般
若
心
経
』
は
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
の
書
写
で
あ
る
。

（
１３
）
小
松
茂
美
『
平
家
納
経
の
研
究
』（『
小
松
茂
美
著
作
集
』
第
十
一
巻
、
旺
文
社
、
一
九
九
五
）

（
１４
）
こ
の
辺
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
下
向
井
龍
彦
『
日
本
の
歴
史
七

武
士
の
成
長
と
院

政
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
）
や
、
本
郷
恵
子
『
全
集
日
本
の
歴
史
６

ふ
た
つ
の
王
権
』（
小
学

館
、
二
〇
〇
八
）
な
ど
を
参
照
。

（
１５
）
河
添
房
江
『
源
氏
物
語
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
七
）

河添：平家一族と唐物
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The Heike clan was concerned with trade with Chinese Soong deeply from the times of father of Kiyomori Taira and

built millions wealth. By this report, I clarified the Heike clan and the relation of foreign−made articles from position of

Kiyomori and the actual situation of the trade, “The Heike Monogatari” and “the Heike copied sutra” of the national treas-

ure. Furthermore, I mentioned that the prosperity reminded of Akashi clan with Hikaru Genji of ”The Tale of Genji”. In

addition, I clarified that promotion of the trade such as a meeting with the person of Soong or import of the money of

Soong invited the repulsion of the class of nobles of the capital. However, Kiyomori purchased “Taiheigyoran” of Soong,

and it showed the Kaimei nature of Kiyomori to have given to the Emperor and contributed in the Coming ages. The

wealth of the Chinese fabrics for the Heike clan was an economical base, and an cultural base to control the class of nobles

and an ex−emperor and establish the government of Heike clan, and to be a conqueror of the culture.

Key words : kiyomori Taira, foreign-made articles, The Heike Monogatari, The Tale of Genji

The Heike clan and the Chinese fabrics
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