
乙
丑
の
獄
と
太
宰
府
天
満
宮

慶
応
元⎝
１
８
６
５
⎠年
６
月
、
福
岡
藩
主

黒
田
斉
溥
⎝
長
溥
⎠
は
そ
の
頃
藩
政
の
主
流

で
あ
っ
た
尊
攘
派
を
一
掃
す
る
粛
清
を
断

行
し
ま
し
た
。
乙
丑
の
獄
と
呼
ば
れ
る
こ
の

事
件
は
、
最
終
的
に
同
年
10
月
、
家
老
加
藤

司
書
の
切
腹
、
勤
王
党
の
藩
士
月
形
洗
蔵
の

斬
首
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
間
が
切
腹
・
斬

首
・
流
罪
・
牢
居
な
ど
の
処
罰
を
受
け
る

こ
と
で
収
束
し
ま
す
。
こ
の
粛
清
は
市
井
に

も
波
及
し
、
尊
攘
派
の
志
士
に
協

力
的
で
あ
っ
た
歌
人
野
村
望
東
尼

の
志
摩
郡
姫
島
へ
の
流
罪
、
太
宰

府
の
宿
屋
「
松
屋
」
を
営
む
栗
原
孫

兵
衛
の
入
牢
な
ど
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

太
宰
府
天
満
宮
に
お
い
て
も
、

こ
の
事
件
の
影
響
は
及
び
ま
し

た
。９
月
17
日
、
太
宰
府
天
満
宮
の

社
官
馬
場
蒼
心
⎝
小
野
加
賀
⎠
と
延
寿
王
院

の
家
来
岡
崎
主
水
の
２
名
が
捕
え
ら
れ
、
舛

木
屋
⎝
福
岡
藩
の
獄
舎
が
あ
っ
た
場
所
⎠
に

お
い
て
取
り
調
べ
を
受
け
ま
し
た
。
９
月
25

日
、
馬
場
は
馬
廻
組
の
大
塩
八
郎
左
衛
門

へ
、
岡
崎
は
城
代
組
の
原
田
孫
一
郎
に
身
柄

を
預
け
ら
れ
る
と
い
う
処
分
が
下
り
、
さ
ら

に
岡
崎
は
、
12
月
に
は
岸
谷
清
兵
衛
に
預
け

替
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
延
寿
王
院
前
別
当
の
大
鳥
居

信
全⎝
平
成
30
年
４
月
１
日
号
参
照
⎠も
、
こ

の
事
件
の
影
響
で
水
田
天
満
宮
⎝
現
筑
後
市

水
田
⎠
に
隠
居
し
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す

⎝「
七
卿
西
竄
始
末
」
慶
応
元
年
９
月
17

日

条
⎠。し
か
し
、
延
寿
王
院
の
公
的
記
録
で
あ

る
「
御
用
日
記
」
の
慶
応
元
年
３
月
17
日
条

に
よ
れ
ば
、
別
当
信
厳
は
福
岡
藩
に
対
し

て
、「
延
寿
王
院
が
別
当
職
を
兼
帯
し
て
い

る
水
田
天
満
宮
の
家
来
達
が
、
当
社
の
人
手

が
少
な
く
社
務
が
滞
っ
て
い
る
の

で
人
を
寄
越
し
て
ほ
し
い
と
常
々

要
望
し
て
お
り
、
前
別
当
信
全
が

一
、
二
个
月
づ
つ
太
宰
府
と
水
田

を
行
き
来
す
る
こ
と
を
認
め
て
ほ

し
い
」
と
の
要
望
を
出
し
て
い
ま

す
。
信
全
は
４
月
５
日
に
水
田
に

移
住
し
ま
す
が
、
そ
の
後
も
た
び

た
び
太
宰
府
に
来
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
、
馬
場
や
岡
崎
の
よ
う
な
処
罰
に

関
す
る
記
述
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

も
信
全
は
文
久
元
⎝
１
８
６
４
⎠
年
に
後
継

の
大
鳥
居
信
厳
に
別
当
職
を
譲
っ
て
い
る

の
で
、
本
来
そ
の
時
点
で
隠
居
所
で
あ
る
水

田
へ
移
住
す
べ
き
状
況
だ
っ
た
と
い
え
ま

す
。
信
全
の
水
田
移
住
は
乙
丑
の
獄
と
は
関

連
付
け
て
考
え
な
い
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
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『
純
友
追
討
記
』
と
大
宰
府

10

世
紀
半
ば
に
起
こ
っ
た
藤
原
純
友
の

乱
と
大
宰
府
と
の
関
わ
り
と
い
え
ば
、
す

ぐ
に
純
友
に
よ
る
大
宰
府
襲
撃
を
思
い
浮

か
べ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
大
宰

府
襲
撃
お
よ
び
そ
の
後
の
博
多
津
に
お
け

る
合
戦
を
比
較
的
詳
細
に
記
録
し
て
い
る

の
が
『
純
友
追
討
記
』(
以
下
、
『
追
討
記
』
)

と
い
う
史
料
で
す
。
こ
の
『
追
討
記
』
が
、
い

つ
、
だ
れ
に
よ
っ
て
、
何
の
た
め
に
作
ら
れ

た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

そ
の
記
述
を
信
用
し
て
よ
い
か
に

つ
い
て
も
評
価
が
分
か
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
い
つ
作
ら
れ
た
か
に
つ

い
て
は
、
『
追
討
記
』
が
『
扶
桑
略

記
』
と
い
う
書
物
に
引
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
『
扶
桑
略
記
』
が

成
立
し
た
と
さ
れ
る
11

世
紀
末
か

ら
12

世
紀
初
頭
以
前
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
何
の
た
め
に
作
ら
れ

た
か
に
つ
い
て
は
、
『
追
討
記
』
に

し
か
登
場
し
な
い
讃
岐
介
藤
原
国
風
と
い

う
人
物
が
、
讃
岐
国
、
伊
予
国
に
お
け
る
純

友
一
党
と
の
合
戦
で
活
躍
し
、
そ
の
追
討

に
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す

る
た
め
だ
っ
た
、
と
す
る
興
味
深
い
説
が

出
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
考
え
方
を
参
考
に
し
て
、
も

う
一
度
『
追
討
記
』
を
読
み
直
し
て
み
る
と

違
っ
た
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
冒
頭
に
述
べ
た
大

宰
府
襲
撃
と
博
多
津
合
戦
に
つ
い
て
で

す
。『
追
討
記
』
に
は
、
大
宰
府
が
焼
き
討
ち

さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ

と
自
体
は
『
本
朝
世
紀
』
と
い
う
別
の
書
物

に
も
み
え
、
ま
た
大
宰
府
跡
の
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
、
政
庁
跡
第
Ⅲ
期
造
営
の
際
の

整
地
層
か
ら
焼
土
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
事
実
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
博

多
津
に
お
け
る
合
戦
に
お
い
て
は
、
追
捕

使
等
に
よ
る
純
友
追
討
の
さ
ま
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
と
に
追
捕
使
主
典
で

あ
っ
た
大
蔵
春
実
の
活
躍
は
き
わ
め
て
具

体
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
合
戦
日

記
か
、
あ
る
い
は
春
実
の
勲
功
申

請
な
ど
に
拠
っ
た
可
能
性
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
大
蔵
氏
は
こ
の
の

ち
、
大
宰
府
府
官
と
な
り
、
11

世

紀
初
め
の
刀
伊
の
入
寇
の
際
に

活
躍
し
た
大
蔵
種
材
は
、
こ
の
春

実
の
末
裔
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
先
に
「
比
較
的
詳
細
に
」
と
述

べ
ま
し
た
。『
追
討
記
』
そ
の
も
の

は
全
体
で
８
０
０
字
に
も
満
た
な
い
記
録

で
す
が
、
大
宰
府
襲
撃
・
博
多
津
合
戦
の

叙
述
に
、
そ
の
う
ち
の
約
４
分
の
１
を
割

い
て
い
る
こ
と
も
み
の
が
せ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
み
て
、『
追
討
記
』
は
、
藤
原

純
友
の
乱
制
圧
に
お
い
て
大
蔵
春
実
が
果

た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
強
調
す
る
目
的

で
作
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
、
地
元
び
い

き
が
過
ぎ
る
で
し
ょ
う
か
。
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応
永
の
外
寇
と
少
弐
氏

応
永
の
外
寇
は
、
応
永
26(
１
４
１
９
)年

６
月
20
日
~
７
月
３
日
、
朝
鮮
の
兵
船
が
対

馬
に
来
襲
し
た
事
件
で
す
。
前
代
の
高
麗
時

代
よ
り
、
沿
岸
部
へ
の
倭
寇
(
朝
鮮
半
島
と

中
国
大
陸
の
沿
岸
を
襲
撃
す
る
海
賊
行
為

を
行
っ
た
集
団
)
の
襲
撃
に
苦
し
み
、
た
び

た
び
日
本
側
へ
そ
の
禁
圧
を
要
請
し
て
き

ま
し
た
が
、
こ
の
時
は
つ
い
に
倭
寇
の
本
拠

地
対
馬
を
直
接
攻
撃
し
た
の
で
し
た
。

少
弐
満
貞
は
、
朝
鮮
か
ら
の
船
５
０
０
余

艘
が
対
馬
津
に
押
し
寄
せ
、
自
身

の
代
官
宗
右
衛
門
以
下
７
０
０
余

騎
が
応
戦
、
こ
れ
に
よ
り
敵
軍
の

大
半
は
討
死
あ
る
い
は
捕
ら
え
ら

れ
た
こ
と
、
中
国
船
２
万
艘
が
来

襲
す
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
大
風

に
よ
っ
て
大
半
は
海
に
沈
み
、
こ

と
ご
と
く
国
に
帰
っ
た
こ
と
、
安

楽
寺
(
太
宰
府
天
満
宮
)
な
ど
で

種
々
の
奇
瑞
(
め
で
た
い
こ
と
の
前
兆
と
し

て
起
こ
る
不
思
議
な
現
象
)
が
起
こ
っ
た
こ

と
な
ど
を
、
室
町
幕
府
将
軍
足
利
義
持
の
も

と
に
使
者
を
送
っ
て
報
告
し
て
い
ま
す
。
実

際
に
到
来
し
た
朝
鮮
船
は
２
２
７
艘
で
し

た
し
、
大
半
が
討
死
し
た
と
い
う
事
実
も
な

く
、
中
国
船
来
襲
の
件
に
し
て
も
荒
唐
無
稽

な
話
で
、
い
ず
れ
も
満
貞
の
誇
張
と
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
幕
府
と
明
と
の
関
係
が
悪
化
し

て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、
そ
の
ま
ま
信
じ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
蒙
古
襲
来
の
時
の
よ

う
に
、
大
風
に
よ
っ
て
敵
船
が
沈
没
し
た
、

奇
瑞
が
起
こ
っ
た
と
す
る
の
は
、
神
国
思
想

の
高
揚
が
窺
え
、興
味
深
い
で
す
。

翌
年
８
月
、
朝
鮮
の
使
者
宋
希
璟
が
来
日

し
ま
す
。
将
軍
義
持
の
も
と
を
訪
れ
た
と
こ

ろ
、
食
事
も
出
な
い
ほ
ど
の
冷
遇
を
受
け
、

不
審
に
思
っ
た
宋
希
璟
は
そ
の
原
因
が
応

永
の
外
寇
に
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
外
寇
の
原
因
が
あ
く
ま
で
倭
寇
に
あ
る

こ
と
、
朝
鮮
側
に
は
日
本
攻
撃
の
意
志
が
な

い
こ
と
な
ど
を
義
持
に
釈
明
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

少
弐
氏
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
三

前
二
島
(
筑
前
・
豊
前
・
肥
前
・

対
馬
・
壱
岐
)の
守
護
を
勤
め
、
大

友
氏
と
と
も
に
九
州
御
家
人
の

ト
ッ
プ
の
位
置
に
い
ま
し
た
が
、

南
北
朝
の
内
乱
期
を
通
じ
て
次
第

に
勢
力
を
減
退
さ
せ
て
お
り
、
こ

の
こ
ろ
は
筑
前
１
国
の
守
護
で
、
そ
も
そ
も

対
馬
守
護
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
博
多
を
拠
点
と
す
る
九
州
探
題
渋
川
満

頼
と
は
、
同
じ
筑
前
を
基
盤
と
す
る
こ
と
か

ら
、
内
在
的
な
競
合
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
少
弐
氏
を
と
り
ま
く
状
況
が
、
応

永
の
外
寇
に
お
け
る
少
弐
氏
の
報
告
の
誇

張
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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観
世
音
寺
の
祇
園
宮
跡
碑

観
世
音
寺
寺
号
碑
の
北
側
に
あ
る
多
目

的
広
場
の
奥
、
木
の
根
元
に
一
基
の
石
碑

が
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

「
祇
園
宮
跡
碑
」
で
す
。

こ
の
祇
園
宮
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
の

地
誌
類
に
み
え
、
そ
れ
ら
で
は
「
祇
園
社
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
あ
っ
た
場

所
は
「
(
観
世
音
寺
)
講
堂
の
巽
方
(
南
東
)
、

往
還
の
道
に
近
き
所
」「
宰
府
往
還
道
の
北

四
十
間
斗
」
な
ど
と
み
え
、
『
筑
前
名
所
図

会
』
の
挿
絵
「
西
都
図
第
二　

観
世
音
寺　

戒
壇
院
」
に
は
、
実
際
に
往
還
の
北

側
に
社
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
こ

に
「
ぎ
お
ん
」
と
い
う
書
き
入
れ
が

あ
り
ま
す
。
位
置
的
に
み
る
と
、
祇

園
宮
跡
碑
は
、
以
前
に
祇
園
宮
が

あ
っ
た
場
所
の
近
く
を
選
ん
で
建

て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い

て
は
、
も
と
も
と
は
宰
府
に
あ
っ

た
も
の
が
観
世
音
寺
境
内
に
移
転

し
て
き
た
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

一
方
で
、
大
宰
大
弐
経
忠
の
建
立
と
す
る

説
も
あ
り
、
こ
れ
が
実
在
の
人
物
を
指
し

て
い
る
と
す
る
と
、
大
治
３
年
(
１
１
２

８
)
に
大
弐
に
任
命
さ
れ
た
藤
原
経
忠
が

い
ま
す
が
、
こ
れ
も
確
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
碑
文
で
は
天
智
天
皇
が
観
世

音
寺
を
創
建
し
た
と
き
に
祇
園
宮
を
祀
っ

て
鎮
守
社
と
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
観
世

音
寺
に
残
る
安
政
４
年
(
１
８
５
７
)
の

「
祇
園
宮
由
緒
書
」
に
も
み
え
る
説
で
、
こ

の
よ
う
に
祇
園
宮
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

さ
ま
ざ
ま
な
異
伝
の
生
じ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
宰
府
市
に
形

成
さ
れ
た
六
座
(
米
屋
座
・
鋳
物
座
・
鍛

冶
屋
座
・
染
物
座
・
小
間
物
座
・
相
物
座

の
六
つ
)
の
人
び
と
が
市
の
繁
盛
の
た
め
、

こ
の
祇
園
宮
に
能
楽
を
奉
納
し
て
い
た
と

さ
れ
る
こ
と
で
す
。
鋳
物
座
で
あ
っ
た
平

井
家
に
伝
わ
る
文
書
に
は
、
先
の
移
転
説

に
基
づ
い
て
、
毎
年
六
月
十
五
日
の
祭
礼

の
日
に
、
宰
府
に
あ
っ
た
祇
園
宮
に
能
楽

五
番
を
奉
納
し
て
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
が
観
世
音
寺
に
移
る
と
、
宰

府
で
は
天
満
宮
に
、
そ
し
て
観
世

音
寺
の
祇
園
宮
に
、
と
両
所
に
奉

納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
連

し
て
、
現
在
、
太
宰
府
天
満
宮
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
女
面
二
面
、
坊

主
面
、
翁
面
、
熊
坂
面
各
一
面
の

五
つ
の
面
は
、
こ
の
祇
園
宮
へ
の

能
楽
奉
納
の
際
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
て
お
り
、「
六
座
の
面　

附　

納
入

箱
」
と
し
て
、
太
宰
府
市
指
定
文
化
財
と

な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
祇
園
宮
跡
碑
は
、
す
で
に
み

た
よ
う
に
天
智
天
皇
創
建
説
に
た
ち
、
こ

う
し
た
能
楽
奉
納
の
こ
と
に
は
ふ
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
の
来
由
を
記
し
て
「
弗
諼
の

意
」(
忘
れ
な
い
こ
と
)
を
表
し
た
と
記
し

て
い
ま
す
。
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明
治
期
の
伝
染
病
対
策

―

太
宰
府
町
の
場
合

戦
前
の
町
村
役
場
が
取
り
扱
う
行
政
事

務
の
中
に
も
、
衛
生
に
関
す
る
事
務
が
あ

り
ま
す
が
、
主
な
業
務
は
伝
染
病
の
予
防

対
策
で
し
た
。「
太
宰
府
市
史　

近
現
代
資

料
編
」
は
、
太
宰
府
町
と
水
城
村
の
事
務
報

告
書
お
よ
び
財
産
明
細
表
を
収
録
し
て
お

り
、
残
存
に
偏
り
は
あ
り
ま
す
が
、
太
宰
府

町
の
も
の
で
は
明
治
37

年
度
か
ら
が
載
せ

ら
れ
、
そ
の
頃
の
町
の
衛
生
事
務

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
時
、
伝
染
病
予
防
に
関
す
る

経
費
は
、
一
部
は
県
の
補
助
が
あ

り
ま
し
た
が
原
則
市
町
村
の
負
担

で
、
罹
患
者
を
収
容
す
る
伝
染
病

院
(
避
病
院
)
の
設
置
や
医
師
雇
用

の
人
件
費
な
ど
は
、
市
町
村
で
予

算
を
組
ん
で
い
ま
し
た
。
明
治
38

(
１
９
０
７
)
年
の
太
宰
府
町
の
財
産
明
細

表
に
は
「
伝
染
病
院
」
の
記
載
が
あ
り
、
そ

こ
か
ら
平
屋
瓦
葺
き
の
病
院
建
物
２
棟

(
25

坪
)
の
他
、
事
務
室
・
快
復
期
患
者
室
・

屍
室
が
そ
れ
ぞ
れ
１
棟
な
ど
、
お
お
よ
そ

の
規
模
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
伝
染

病
院
は
地
域
に
罹
患
者
が
発
生
す
る
と
開

院
さ
れ
る
の
で
す
が
、
町
会
議
事
録
中
の

明
治
38

年
度
歳
入
歳
出
予
算
表
で
は
、
衛

生
費
に
「
伝
染
病
院
常
時
取
締
人
」
１
名
の

給
料
１
年
分
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
常
置

の
人
員
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

明
治
40

年
の
事
務
報
告
書
で
は
、
腸
チ

フ
ス
18

人
・
赤
痢
２
人
の
罹
患
が
報
告
さ

れ
「
蔓
延
」
の
表
現
が
見
え
ま
す
。
こ
の
年

は
新
聞
紙
上
で
も
赤
痢
と
腸
チ
フ
ス
の
罹

患
増
加
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
９
月

に
は
筑
紫
郡
内
に
も
多
数
罹
患

者
が
出
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て

い
ま
す
(
福
岡
日
日
新
聞
)
。
こ
の

状
況
は
年
末
ま
で
続
い
た
様
子

で
、
太
宰
府
町
で
は
「
再
三
健
康

診
断
を
行
い
、
か
つ
11

月
26

日
よ

り
12

月
９
日
ま
で
五
条
区
へ
防

疫
所
を
設
け
、
予
防
消
毒
を
厳
重

に
施
行
」
す
る
事
態
と
な
り
ま
し

た
(
事
務
報
告
)
。

伝
染
病
は
他
に
コ
レ
ラ
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、

疫
痢
な
ど
、
数
に
多
少
は
あ
っ
て
も
ほ
ぼ

例
年
な
に
か
し
ら
罹
患
者
が
出
て
お
り
、

伝
染
病
院
を
は
じ
め
と
す
る
予
防
対
策

は
、
町
行
政
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
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古
代
大
宰
府
と
「
唐
物
」

か
つ
て
日
本
で
は
、
外
国
か
ら
の
舶
載

品
は
「
唐
物
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
古
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
中

世
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
も
同
じ
で
し

た
が
、
こ
こ
で
は
平
安
時
代
の
「
唐
物
」
に

つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
唐
物
」
と
い
う
言
葉
が
、
初
め
て
記
録

に
み
え
る
の
は
九
世
紀
初
め
の
こ
と
で

す
。
特
に
平
安
時
代
の
「
唐
物
」
の
語
に
つ

い
て
は
、
外
国
か
ら
の
舶
載
品
全
般
で
は

な
く
、
中
国
製
品
あ
る
い
は
中
国
経
由
の

輸
入
品
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
意

見
が
あ
り
ま
す
。「
唐
物
」
の
歴
史

的
意
義
を
、
王
権
と
の
関
係
か
ら

考
察
し
よ
う
と
し
た
皆
川
雅
樹
さ

ん
は
「
唐
物
」
の
語
が
、
王
権
が
先

買
・
把
握
す
べ
き
外
来
品
の
呼
称

と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
て

い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
に

は
、
「
唐
物
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と

い
う
基
本
的
な
視
点
か
ら
の
異
論

も
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
唐
物
」
の
具
体
例
を

う
か
が
え
る
の
が
、
十
一
世
紀
半
ば
に
成

立
し
た
と
さ
れ
る
『
新
猿
楽
記
』
と
い
う
書

物
で
す
。
そ
こ
に
は
「
本
朝
の
物
」(
日
本
で

産
出
、
あ
る
い
は
生
産
さ
れ
る
物
)
と
対
比

す
る
形
で
、
「
唐
物
」
と
さ
れ
る
四
十
数
種

類
の
物
品
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
身
を
み
る
と
、
香
料
(
沈
香
、
麝
香

な
ど
)
や
薬
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
が

多
く
、
ま
た
綾
・
錦
な
ど
の
織
物
も
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
対
外
交
易

の
場
は
、
ほ
と
ん
ど
が
大
宰
府
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
唐
物
」
も
大
宰
府
を

経
由
し
て
京
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
一

方
で
、
大
宰
府
に
集
積
さ
れ
た
「
唐
物
」
が

「
諸
院
諸
宮
諸
王
臣
家
」
の
使
者
や
大
宰
府

の
「
管
内
吏
民
」(
大
宰
府
管
内
の
役
人
や

人
民
)
、
あ
る
い
は
「
(
大
宰
府
)
郭
内
富
豪

の
輩
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
現
地

に
お
い
て
高
値
で
購
入
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
も
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
先
に

述
べ
た
王
権
の
先
買
に
抵
触
す

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
禁

令
が
だ
さ
れ
、
ま
た
し
か
る
べ
き

「
唐
物
」
確
保
の
た
め
に
「
交
易
唐

物
使
」
と
呼
ば
れ
る
使
者
が
大
宰

府
に
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

大
宰
府
と
の
関
連
で
い
え
ば
、

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
た
と
え
ば

「
管
内
吏
民
」
「
郭
内
富
豪
の
輩
」

と
は
ど
う
い
う
人
々
で
、
ど
の
よ
う
に
「
唐

物
」
を
入
手
し
て
い
た
の
か
(
入
手
ル
ー
ト

の
確
保
や
支
払
手
段
な
ど
)
と
い
っ
た
問

題
を
、
大
宰
府
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
考

え
て
み
る
こ
と
で
す
。
い
ま
検
討
を
進
め

て
い
ま
す
が
、
関
連
史
料
は
必
ず
し
も
十

分
で
は
な
い
面
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
を
見
極
め
る
こ
と
は
平
安
時
代
の
大
宰

府
の
歴
史
を
よ
り
豊
か
に
理
解
す
る
上

で
、
必
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
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