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海
商
船
と
南
九
州

は
じ
め
に

❶
覚
一
本
系
『
平
家
物
語
』と「
商
人
船
」「
も
ろ
こ
し
船
」

❷『
平
家
物
語
』
諸
本
の
検
討

❸
薩
摩
塔
の
分
布
と
そ
の
背
景

む
す
び

か
つ
て
通
説
的
位
置
を
占
め
た
平
安
期
の
「
荘
園
内
密
貿
易
盛
行
説
」
が
否
定
さ
れ
て
以
降
、
文

献
史
学
で
は
、
平
安
・
鎌
倉
期
に
お
け
る
南
九
州
以
南
の
国
際
交
易
は
、
国
際
交
易
港
た
る
博
多
を

結
節
点
に
国
内
商
人
な
ど
を
介
し
て
行
わ
れ
た
と
す
る
見
方
が
有
力
と
な
っ
た
。
考
古
学
も
概
ね
こ

れ
を
支
持
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
古
代
末
・
中
世
前
期
に
宋
海
商
が
南
九
州
に
到
達
し
て
い
た
可

能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
も
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
薩
摩
硫
黄
島
産
硫
黄
の
交
易
と
関

連
す
る
も
の
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
考
古
学
な
ど
の
指
摘
を

踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
、
古
代
末
・
中
世
前
期
に
お
い
て
宋
海
商
が
九
州
西

海
岸
伝
い
に
南
九
州
、
南
島
へ
と
向
か
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
本
稿
で
は
、
南
九
州
に
お
け
る
硫
黄
交
易
の
あ
り
方
を
記
し
た
軍
記
物
語
と
し
て
近
年
注
目
さ
れ

て
い
る
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
の
、「
鬼
界
が
島
」(

薩
摩
硫
黄
島)

と
外
部
と
の
交
通
に
関
す
る

記
述
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
さ
ら
に
、『
平
家
物
語
』
の
成
立
期
と
時
代
的
に
重
な
り
、
中
国
と
の

関
連
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
九
州
西
部
の
薩
摩
塔
と
、
そ
の
周
辺
の
遺
跡
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え

た
。
そ
の
結
果
、
次
の
諸
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。（
一
）
古
代
末
・
中
世
前
期
に
お
い
て
、
博
多

に
来
航
し
た
宋
海
商
船
の
な
か
に
、
南
九
州
に
寄
港
し
、
そ
こ
か
ら
南
島
を
目
指
す
た
め
に
九
州
西

岸
海
域
を
往
還
す
る
船
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。（
二
）
彼
ら
宋
海
商
の
中
心
は
日
本
に
拠
点
を

築
い
た
人
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
三
）
宋
海
商
の
交
易
活
動
を
支
援
す
る
日
本
の
権
門
の

な
か
に
、
博
多
や
薩
摩
に
寄
港
し
南
島
へ
向
う
彼
ら
の
船
を
物
資
や
人
の
運
搬
船
と
し
て
利
用
す
る

も
の
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
以
上
の
背
景
に
は
、
薩
摩
と
南
島
を
結
ぶ
航
路
が
、
一
般
国
内
航
路

と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
困
難
さ
を
伴
っ
て
お
り
、
外
洋
航
海
に
長
け
た
渡
来
海
商
の
船
が
求
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
、
ま
た
宋
海
商
に
と
っ
て
も
硫
黄
を
含
む
南
島
交
易
は
対
日
交
易
の
大
き
な
関
心
事
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　
『
平
家
物
語
』　

薩
摩
塔　

宋
商
人　

南
九
州　

硫
黄　
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は
じ
め
に

古
代
・
中
世
前
期
の
九
州
南
部
の
海
上
交
通
・
交
易
に
関
し
、
そ
の
実
態
を
伝
え

る
史
料
は
乏
し
い
。
こ
う
し
た
な
か
、
筆
者
は
以
前
、
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
古
代

の
南
島
（
南
西
諸
島
）
関
連
史
料
を
検
討
し
、
琉
球
列
島
の
考
古
学
的
知
見
も
踏
ま

え
つ
つ
、
平
安
期
は
北
部
九
州
で
活
動
す
る
渡
来
海
商
を
含
む
国
際
交
易
者
が
南
島

と
の
交
易
に
直
接
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
こ
で
は
南
九
州
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た（１
）。

け
れ
ど
も
文
献
史
学
で
は
、
平
安
・
鎌
倉
期
の

南
島
交
易
と
渡
来
海
商
の
結
び
つ
き
は
、
博
多
を
介
し
た
間
接
的
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
た
と
す
る
見
方
も
有
力
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
宋
貿
易
に
お
い
て
一
〇
世
紀
末

以
降
、
鹿
児
島
県
硫
黄
島
の
硫
黄
が
日
本
か
ら
輸
出
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

山
内
晋
次
氏
は
、
一
二
世
紀
末
に
あ
っ
て
も
硫
黄
は
「
国
内
商
人
の
船
」
で
九
州
西

海
岸
を
通
り
博
多
ま
で
も
た
ら
さ
れ
、
博
多
の
港
か
ら
「
宋
海
商
の
船
」
に
積
ま
れ

て
中
国
へ
輸
出
さ
れ
た
と
説
明
す
る（２
）。
ま
た
渡
邊
誠
氏
も
「
中
国
式
の
大
型
外
洋
船

で
あ
る
ジ
ャ
ン
ク
船
は
、
中
国
大
陸
と
北
部
九
州
の
博
多
を
結
ぶ
東
シ
ナ
海
航
路
の

輸
送
・
交
通
を
担
う
も
の
（
そ
の
他
、
十
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
前
半
ま
で
は
山

陰
・
北
陸
方
面
へ
の
来
航
が
あ
る
）」
と
し
、「
国
内
航
路
は
平
安
・
鎌
倉
期
の
全
期

を
通
じ
て
、
和
船
の
貨
物
船
が
用
い
ら
れ
た
」
と
述
べ
る（３
）。
こ
う
し
た
見
解
は
、
平

安
期
の
「
荘
園
内
密
貿
易
盛
行
説
」
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
や（４
）、

平
安
後
期
・
鎌
倉
期

も
博
多
が
国
際
流
通
と
国
内
流
通
を
つ
な
ぐ
結
節
点
・
集
散
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
文

献
史
学
・
考
古
学
両
面
か
ら
明
ら
か
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
る（５
）。

け
れ
ど
も
一
方
で
考
古
学
か
ら
は
、
貿
易
陶
磁
に
加
え
て
薩
摩
塔
・
宋
風
獅
子
・

寧
波
系
瓦
な
ど
、
古
代
末
・
中
世
前
期
の
宋
海
商
と
南
九
州
と
の
直
接
的
か
か
わ
り

を
示
唆
す
る
資
料
が
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
硫
黄
交
易
と
結
び
つ
け
て
理

解
す
る
説
も
提
起
さ
れ
て
い
る（６
）。
ま
た
こ
う
し
た
考
古
学
の
知
見
を
受
け
て
、
文
献

史
学
か
ら
も
榎
本
渉
氏
が
「
博
多
―
慶
元
ル
ー
ト
沿
い
以
外
で
も
宋
海
商
の
活
動

が
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
し
難
い
」
と
し
、
一
二
六
二
年
に
禅
僧
無
関
玄
悟

（
普
門
）
が
慶
元
か
ら
「
薩
摩
河
野
部
」
に
到
っ
た
例
を
博
多
―
慶
元
ル
ー
ト
を
離

れ
た
史
料
上
の
唯
一
の
事
例
と
し
（『
本
朝
僧
宝
伝
』）、
海
商
船
が
博
多
―
慶
元
の

サ
ブ
ル
ー
ト
と
し
て
薩
摩
の
地
に
入
る
こ
と
は
あ
り
え
た
だ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
し

て
い
る（７
）。
筆
者
は
、
博
多
で
の
交
易
を
終
え
た
海
商
船
や
博
多
居
留
の
中
国
系
商
人

の
船
が
南
島
へ
向
か
っ
た
と
み
る
な
ら
ば
、
近
年
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
平
安
期

の
貿
易
の
あ
り
方
や
博
多
の
位
置
づ
け
、
九
州
に
お
け
る
渡
来
遺
物
の
出
土
状
況
と

も
矛
盾
し
な
い
と
考
え
る（８
）。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
上
記
の
筆
者
の
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
近
年
、
硫
黄
交
易
の

姿
を
描
く
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
『
平
家
物
語
』、
及
び
九
州
西
部
に
分

布
し
中
国
石
塔
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
中
世
の
薩
摩
塔
に
つ
い
て
検
討
し
、
古

代
末
・
中
世
前
期
に
お
い
て
宋
海
商
の
船
が
九
州
西
方
海
域
か
ら
南
島
へ
向
か
っ
た

可
能
性
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

❶
覚
一
本
系
『
平
家
物
語
』と「
商
人
船
」「
も
ろ
こ
し
船
」

山
内
晋
次
氏
が
、
硫
黄
交
易
に
お
い
て
南
九
州
か
ら
博
多
へ
の
運
搬
を
担
う
「
国

内
商
人
の
船
」
と
、
博
多
か
ら
中
国
へ
の
搬
出
を
担
う
「
宋
海
商
の
船
」
を
区
別
し

た
史
料
的
根
拠
は
、
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
の
「
鹿
ヶ
谷
事
件
」
で
「
鬼
界
が
島
」

へ
配
流
と
な
っ
た
俊
寛
・
平
康
頼
・
藤
原
成
経
を
め
ぐ
る
『
平
家
物
語
』
の
記
述
に

あ
る
。
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
は
一
二
世
紀
に
異
国
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
大
隅
諸
島
を

中
心
と
す
る
「
端
五
島
」
と
吐
噶
喇
列
島
に
比
定
さ
れ
る
「
奥
七
島
」
の
一
二
島
を

キ
カ
イ
ジ
マ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
俊
寛
ら
が
配
流
さ
れ
た
「
鬼
界
が
島
」
は

「
端
五
島
」
に
属
す
る
鹿
児
島
県
三
島
村
の
硫
黄
島
の
こ
と
を
指
す（９
）。

山
内
氏
が
特

に
注
目
し
た
『
平
家
物
語
』
の
記
述
は
、「
鬼
界
が
島
」
に
関
し
「
山
に
の
ぼ
ッ
て

湯
黄
と
云
物
を
と
り
、
九
国
よ
り
か
よ
ふ
商
人
に
あ
ひ
、
く
ひ
物
に
か
へ
な
ン
ど
せ
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し
か
共
」（
巻
三
・
有
王
）
と
あ
る
こ
と
、
流
人
の
三
人
の
も
と
へ
有
明
海
沿
岸
部

の
肥
前
国
鹿
瀬
庄
か
ら
常
に
衣
食
の
供
給
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
（
巻
二
・
康
頼
祝

言
）、
ま
た
赦
免
を
被
っ
た
平
康
頼
・
藤
原
成
経
が
「
鬼
界
が
島
」
か
ら
鹿
瀬
庄
に

到
り
、「
浦
づ
た
ひ
島
づ
た
ひ
」
し
て
備
前
の
児
島
に
到
っ
た
と
す
る
こ
と
（
巻

二
・
少
将
都
帰
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
薩
摩
硫
黄
島
産
の
硫
黄
が
国
内
商

人
に
よ
っ
て
九
州
に
搬
出
さ
れ
た
こ
と
や
、
硫
黄
島
か
ら
九
州
西
岸
を
北
上
し
博
多

へ
つ
な
が
る
航
路
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
し
、
硫
黄
も
こ
の
航
路
で
博
多
ま
で
運

ば
れ
て
い
た
と
す
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
も
、『
平
家
物
語
』
か
ら
「
鬼
界
が
島
」
の
島
外
交
通
に
関
す
る

記
述
を
抜
き
出
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
山
内

氏
が
分
析
に
用
い
た
『
平
家
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文

学
大
系
本
で
）
（1
（

、
こ
こ
で
も
ま
ず
は
そ
れ
に
従
う
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
底
本

は
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
本
（
高
野
辰
之
氏
旧
蔵
）
で
、
一
三
七
一
年
成
立
の
い

わ
ゆ
る
「
覚
一
本
」
に
属
す
る
伝
本
で
あ
る
。
ま
た
、［
一
］
～
［
八
］
と
し
て
抜

き
出
し
た
以
下
の
記
述
の
う
ち
、
特
に
以
後
の
検
討
で
用
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
便

宜
的
に
丸
番
号
と
傍
線
を
付
す
。

［
一
］〈
巻
二
・
大
納
言
死
去
〉

さ
る
程
に
、
法
勝
寺
の
執
行
俊
寛
僧
都
、
平
判
官
康
頼
、
こ
の
少
将
相
ぐ
し
て
、

三
人
薩
摩
潟
鬼
界
が
島
へ
ぞ
流
さ
り
け
る
。
①
彼
件
の
島
は
都
を
出
て
は
る 

〴
〵
と
、
浪
路
を
し
の
い
で
行
所
也
。
お
ぼ
ろ
げ
に
て
は
舟
も
通
は
ず
、
島
に

も
人
ま
れ
な
り
。
を
の
づ
か
ら
人
は
あ
れ
ど
も
、
此
土
の
人
に
も
似
ず
、
色
黒

う
し
て
、
牛
の
如
し
。
身
に
は
頻
に
毛
お
ひ
つ
ゝ
、
云
詞
も
聞
知
ら
ず
。
男
は

烏
帽
子
も
せ
ず
、
女
は
髪
も
さ
げ
ざ
り
け
り
。
衣
裳
な
け
れ
ば
人
に
も
似
ず
。

食
す
る
物
も
な
け
れ
ば
、只
殺
生
を
の
み
先
と
す
。
し
づ
が
山
田
を
返
せ
ね
ば
、

米
穀
の
る
い
も
な
く
、
園
の
桑
を
と
ら
ざ
れ
ば
、
絹
帛
の
た
ぐ
い
も
な
か
り
け

り
。
島
の
な
か
に
は
、
た
か
き
山
あ
り
、
鎮
に
火
も
ゆ
。
硫
黄
と
云
物
み
ち
み

て
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
硫
黄
が
島
と
も
名
付
け
た
り
。
い
か
づ
ち
常
に
な
り
あ

が
り
、
な
り
く
だ
り
、
麓
に
は
雨
し
げ
し
。
一
日
片
時
人
の
命
た
え
て
あ
る
べ

き
様
も
な
し
。

［
二
］〈
巻
二
・
康
頼
祝
言
〉

さ
る
ほ
ど
に
、
鬼
界
が
島
の
流
人
共
、
露
の
命
草
葉
の
末
に
か
ゝ
ッ
て
、
お
し

む
べ
き
と
に
は
あ
ら
ね
共
、
②
丹
波
少
将
の
し
う
と
平
宰
相
の
領
、
肥
前
国
鹿

瀬
庄
よ
り
、
衣
食
を
常
に
を
く
ら
れ
け
れ
ば
、
そ
れ
に
て
ぞ
俊
寛
僧
都
も
康
頼

も
、
命
を
い
き
て
過
ご
し
け
る
。

［
三
］〈
巻
三
・
赦
文
〉

去
程
に
鬼
界
が
島
の
流
人
共
、
召
し
か
へ
さ
る
べ
き
事
定
め
ら
れ
て
、
入
道
相

国
赦
文
下
さ
れ
け
り
。
御
使
す
で
に
都
を
た
つ
。
宰
相
あ
ま
り
の
う
れ
し
さ

に
、
③
御
使
に
私
の
使
を
そ
へ
て
ぞ
下
さ
れ
け
る
。
よ
る
を
昼
に
し
て
急
ぎ
下

れ
と
あ
り
し
か
共
、
心
に
ま
か
せ
ぬ
海
路
な
れ
ば
、
波
風
を
し
の
い
で
行
程
に
、

都
を
ば
七
月
下
旬
に
出
た
れ
共
、
長
月
廿
日
比
に
ぞ
、
鬼
界
が
島
に
は
着
に
け

る
。

［
四
］〈
巻
三
・
足
摺
〉

④
彼
松
浦
さ
よ
姫
が
、
も
ろ
こ
し
舟
を
慕
ひ
つ
ゝ
、
ひ
れ
振
り
け
ん
も
、
是
に

は
過
じ
と
ぞ
見
え
し
。

［
五
］〈
巻
三
・
御
産
〉

去
程
に
、
⑤
此
人
々
は
鬼
界
が
島
を
出
て
、
平
宰
相
の
領
、
肥
前
国
鹿
瀬
庄
に

着
給
ふ
。
宰
相
、
京
よ
り
人
を
下
し
て
、「
年
の
内
は
波
風
も
は
げ
し
う
、
道

の
間
も
お
ぼ
つ
か
な
う
候
に
、
そ
れ
に
て
能
々
身
い
た
は
ッ
て
、
春
に
な
ッ
て

上
り
給
へ
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
少
将
鹿
瀬
庄
に
て
年
を
暮
す
。
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［
六
］〈
巻
三
・
有
王
〉

い
と
ま
を
こ
ふ
共
よ
も
ゆ
る
さ
じ
と
て
、
父
に
も
母
に
も
し
ら
せ
ず
、
⑥
も
ろ

こ
し
船
の
纜
は
卯
月
・
五
月
に
と
く
な
れ
ば
、
夏
衣
た
つ
を
遅
く
や
思
け
ん
、

弥
生
の
末
に
都
を
出
て
、
⑦
多
く
の
浪
路
を
凌
ぎ
つ
ゝ
、
薩
摩
潟
へ
ぞ
下
り
け

る
。
薩
摩
よ
り
彼
島
へ
わ
た
る
船
津
に
て
人
あ
や
し
み
、
着
た
る
物
を
は
ぎ
と

り
な
ン
ど
し
け
れ
共
、
す
こ
し
も
後
悔
せ
ず
。
姫
御
前
の
御
文
ば
か
り
ぞ
、
人

に
見
せ
じ
と
て
、
も
と
ゆ
ひ
の
中
に
隠
し
た
り
け
る
。
さ
て
⑧
商
人
船
に
乗
ッ

て
、 

件
の
島
へ
わ
た
ッ
て
見
る
に
、
都
に
て
か
す
か
に
つ
た
へ
聞
し
は
、
事
の

か
ず
に
も
あ
ら
ず
。

［
七
］〈
巻
三
・
有
王
〉

此
島
に
は
人
の
く
ひ
物
た
え
て
な
き
所
な
れ
ば
、
身
に
力
の
有
し
程
は
、
⑨
山

に
の
ぼ
ッ
て
湯
黄
と
云
物
を
と
り
、
九
国
よ
り
か
よ
ふ
商
人
に
あ
ひ
、
く
ひ
物

に
か
へ
な
ン
ど
せ
し
か
共
、
日
に
そ
へ
て
よ
は
り
ゆ
け
ば
、
今
は
そ
の
態
も
せ

ず
。

［
八
］〈
巻
三
・
僧
都
死
去
〉

白
骨
を
ひ
ろ
ひ
頸
に
懸
け
、
⑩
又
商
人
舟
の
た
よ
り
に
、
九
国
の
地
へ
ぞ
着
に

け
る
。

　

こ
れ
ら
抜
き
出
し
た
記
述
の
場
面
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
く
と
、［
一
］
は

三
人
の
配
流
さ
れ
た
「
鬼
界
が
島
」
の
様
子
、［
二
］
は
流
人
の
も
と
へ
平
教
盛
領

の
肥
前
国
鹿
瀬
庄
か
ら
衣
食
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
、［
三
］
は
平
康
頼
・
藤
原

成
経
二
名
の
赦
免
を
伝
え
る
御
使
と
平
教
盛
の
私
使
が
「
鬼
界
が
島
」
へ
渡
島
し
た

こ
と
、［
四
］
は
「
鬼
界
が
島
」
に
一
人
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
俊
寛
が
去
り
ゆ

く
船
を
招
き
返
そ
う
と
す
る
様
子
、［
五
］
は
赦
免
の
平
康
頼
・
藤
原
成
経
が
「
鬼

界
が
島
」
か
ら
鹿
瀬
庄
に
到
着
し
た
こ
と
、［
六
］
は
俊
寛
の
侍
童
で
あ
っ
た
有
王

が
都
か
ら
「
鬼
界
が
島
」
へ
向
か
っ
た
こ
と
、［
七
］
は
「
鬼
界
が
島
」
で
有
王
に

出
会
っ
た
俊
寛
が
語
っ
た
言
葉
、［
八
］
は
有
王
が
亡
き
俊
寛
の
遺
骨
を
抱
え
て
「
鬼

界
が
島
」
よ
り
九
州
へ
渡
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
①
③
に
よ
っ
て
、
覚
一
本
系
の
『
平
家
物
語
』
は
「
鬼
界
が
島
」
を
、

波
風
の
荒
い
海
で
遠
く
隔
て
ら
れ
、
時
季
を
待
た
ね
ば
船
の
往
来
も
困
難
な
島
と
認

識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
⑨
に
よ
っ
て
「
鬼
界
が
島
」
で
は
九
州
か
ら

商
人
が
通
い
、
硫
黄
を
交
易
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
④
に
「
も
ろ
こ
し
舟
」
が
登
場
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、『
万
葉
集
』
巻
五
・
雑
歌
に
、「
蕃
国
」
へ
向
か
う
大
伴
佐
堤
比
古

（
狭
手
彦
）
の
船
を
、
肥
前
松
浦
の
佐
用
姫
が
「
高
山
之
嶺
」
で
「
領
巾
」
を
振
り
、

断
腸
の
思
い
で
見
送
っ
た
と
あ
る
伝
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。「
唐
船
」
の
諸

史
料
に
つ
い
て
検
討
し
た
渡
邊
誠
氏
は
、
平
安
・
鎌
倉
期
の
「
唐
土
船
」「
唐
船
」

が
和
船
と
区
別
さ
れ
る
中
国
的
ジ
ャ
ン
ク
式
構
造
船
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
④
の

「
も
ろ
こ
し
舟
」
に
つ
い
て
も
、「『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
想
像
さ
れ
た
外
洋
船
が

ジ
ャ
ン
ク
式
の
構
造
船
で
あ
っ
た
」と
す
る
）
（1
（

。
本
稿
も
こ
の
見
解
に
基
本
的
に
従
い
、

「
唐
船
」
は
和
船
と
は
異
な
る
中
国
的
な
船
と
み
る
。

た
だ
し
そ
う
な
る
と
、『
平
家
物
語
』
は
、
俊
寛
と
船
の
様
子
を
具
体
的
に
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
た
め
に
、
朝
鮮
半
島
へ
向
か
う
外
洋
船
を
遠
望
す
る
「
さ
よ
姫
」
伝
説
を

選
び
出
し
、
し
か
も
そ
の
船
を
わ
ざ
わ
ざ
「
も
ろ
こ
し
舟
」
と
言
っ
た
の
だ
か
ら
、

御
使
を
乗
せ
て
流
人
二
名
を
「
鬼
界
が
島
」
に
迎
え
た
船
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て

外
洋
航
海
に
長
け
た
中
国
的
な
船
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
そ
の
船
で
島
を
出
た
一
行
は
、
有
明
海
北
部
沿
岸
の
嘉
瀬
川
河
口
部
、
佐
賀

市
嘉
瀬
町
付
近
に
想
定
さ
れ
る
肥
前
国
鹿
瀬
庄
に
到
達
す
る
。

渡
邊
氏
が
用
い
た
『
平
家
物
語
』
も
、
引
用
文
か
ら
み
て
覚
一
本
系
の
テ
キ
ス
ト

と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
う
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
⑥
に
お
い
て
有
王
が

「
鬼
界
が
島
」
へ
向
か
う
手
段
と
し
て
「
も
ろ
こ
し
船
」
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
と

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
脚
注
は
、
こ
の
「
も
ろ
こ
し
船
」
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を
「
中
国
と
の
貿
易
に
当
っ
た
船
。
摂
津
の
和
田
泊
か
ら
瀬
戸
内
海
を
経
て
九
州
に

至
り
、
南
海
を
経
由
し
て
中
国
へ
渡
航
す
る
船
便
。
そ
れ
に
便
乗
し
よ
う
と
し
た

が
、出
航
を
待
ち
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。「
出
航
を
待
ち
き
れ
な
か
っ

た
」
と
い
う
の
は
、「
も
ろ
こ
し
船
」
の
出
航
が
「
卯
月
・
五
月
」（
四
月
・
五
月
）

で
あ
る
の
に
、
有
王
が
「
弥
生
の
末
」（
三
月
末
）
に
都
を
出
立
し
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
た
め
脚
注
は
「
夏
衣
た
つ
を
遅
く
や
思
け
ん
」
も
「
夏
に
な
る
の
を
待
ち
遠
し

く
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
す
る
。
一
方
、
石
井
正
敏
氏
は
、
有
王
の
話
は
薩
摩

か
ら
「
唐
船
」
が
出
て
い
た
と
読
め
る
と
し
、「
説
話
的
要
素
が
強
い
と
は
言
え
、

『
平
家
物
語
』
の
記
述
は
島
津
荘
域
に
宋
船
が
入
港
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て

十
分
参
考
に
値
す
る
だ
ろ
う
」
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
根
拠
は
明
確
で

な
い
）
（1
（

。
け
れ
ど
も
［
六
］
に
つ
い
て
は
、
石
井
氏
の
解
釈
を
妥
当
と
す
べ
き
と
考
え
る
。

平
氏
政
権
の
整
備
し
た
摂
津
大
輪
田
泊
に
関
し
て
は
、
山
内
氏
が
、
平
氏
政
権
下
に

お
け
る
宋
船
来
航
は
か
な
り
限
定
さ
れ
、
以
後
一
三
世
紀
後
半
の
宋
朝
滅
亡
ま
で
の

記
録
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
日
宋
貿
易
の
拠
点
と
評
価
す
る
従
来
説
は
史
資

料
的
根
拠
が
希
薄
だ
と
し
、
む
し
ろ
西
国
の
物
流
の
大
動
脈
た
る
瀬
戸
内
海
交
通
の

拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
（1
（

。
こ
れ
に
従
え
ば
、
有
王
の

言
葉
の
「
纜
は
卯
月
・
五
月
に
と
く
な
れ
ば
」
に
示
さ
れ
る
「
も
ろ
こ
し
船
」
の
慣

習
的
な
動
き
が
、
大
輪
田
泊
の
宋
商
船
の
姿
を
指
し
て
い
る
と
は
考
え
難
く
、
都
を

出
た
有
王
が
最
初
の
目
的
地
と
し
た
薩
摩
か
ら
、
四
月
・
五
月
に
「
鬼
界
が
島
」
方

面
へ
向
か
う
「
も
ろ
こ
し
船
」
へ
の
乗
船
を
意
図
し
た
言
葉
と
読
む
の
が
良
い
。
実

際
、『
平
家
物
語
』
巻
二
「
阿
古
屋
之
松
」
は
大
宰
府
と
都
を
片
道
一
五
日
と
し
、

『
延
喜
式
』
主
計
式
上
は
空
荷
の
下
り
で
都
か
ら
大
宰
府
ま
で
は
一
四
日
、
府
か
ら

薩
摩
国
ま
で
は
下
り
で
六
日
と
記
す
か
ら
、
⑥
を
、
薩
摩
か
ら
「
鬼
界
が
島
」
方
面

へ
向
か
う
「
も
ろ
こ
し
船
」
が
四
月
・
五
月
に
出
港
す
る
の
で
、
こ
れ
に
乗
船
す
る

に
は
夏
に
出
立
す
る
の
は
遅
い
と
思
い
、
そ
の
一
月
ほ
ど
前
に
都
を
出
た
、
と
読
ん

で
矛
盾
が
な
い
。
ま
た
後
世
の
例
で
あ
る
が
、一
六
〇
九
年
の
島
津
軍
に
よ
る
奄
美
・

琉
球
侵
攻
も
三
月
～
四
月
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
語
の
筋
書
き
と
し
て
は
、
⑧
で
有

王
が
薩
摩
で
乗
り
込
ん
だ
「
商
人
船
」
と
は
、
⑥
の
「
も
ろ
こ
し
船
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
覚
一
本
系
の
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、「
九
国
よ
り

か
よ
ふ
商
人
」
の
船
と
「
も
ろ
こ
し
船
（
舟
）」
、「
国
内
商
人
の
船
」
と
「
宋
海
商

の
船
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
「
鬼
界
が
島
」
と

「
九
国
」
を
行
き
交
う
「
商
人
船
」
に
、「
も
ろ
こ
し
船
」、
す
な
わ
ち
宋
海
商
の
船

が
含
ま
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
読
む
方
が
自
然
な
の
で
あ
る
。
ま
た
⑤

に
あ
る
よ
う
に
、「
鬼
界
が
島
」
か
ら
鹿
瀬
庄
に
到
っ
た
赦
免
者
は
、
季
節
的
に
水

陸
の
旅
が
辛
い
こ
と
を
理
由
に
、
す
ぐ
に
上
京
せ
ず
に
年
明
け
ま
で
こ
こ
に
留
ま
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
年
明
け
に
彼
ら
が
あ
ら
た
め
て
用
い
た
船
を
、「
鬼
界
が
島
」

か
ら
乗
っ
て
き
た
船
と
同
船
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
「
鬼
界
が
島
」
と

「
九
国
」
を
往
還
し
た
船
は
、
赦
免
者
の
鹿
瀬
庄
到
着
以
後
の
動
き
と
は
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
そ
の
船
が
博
多
へ
向
か
っ
た
か
ど
う
か
も
わ
か

ら
な
い
。
も
し
こ
れ
が
す
で
に
唐
物
交
易
を
終
え
て
博
多
を
出
た
「
も
ろ
こ
し
船
」

だ
と
す
る
と
、
博
多
に
は
戻
ら
ず
、
五
島
列
島
を
経
由
し
て
中
国
へ
向
か
う
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
平
清
盛
の
「
御
使
」
や
平
教
盛
の

「
私
の
使
」
が
乗
っ
て
い
る
こ
と
、
赦
免
者
が
鹿
瀬
庄
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

宋
商
と
結
び
つ
き
そ
の
活
動
を
支
援
し
た
権
門
が
、
こ
う
し
た
船
を
「
九
国
」
と
南

島
と
の
間
の
物
資
や
人
の
運
搬
船
と
し
て
も
利
用
し
た
可
能
性
も
浮
上
す
る
。

❷
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
検
討

た
だ
し
、
以
上
は
あ
く
ま
で
一
三
七
一
年
成
立
の
覚
一
本
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
解

釈
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
に
は
数
種
の
伝
本
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
内
容
の
異
同
が
あ
る
。
ど
れ
が
古
態
を
伝
え
る
か
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
る
が
、
そ

の
蓋
然
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
に
、
覚
一
本
が
属
す
略
本
系
の
屋
代
本
、
広
本
系
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の
延
慶
本
・
長
門
本
（
兄
弟
本
）、
そ
し
て
四
部
合
戦
状
本
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
き

た
）
（1
（

。
ま
た
『
平
家
物
語
』
諸
本
は
、
一
般
に
語
り
本
系
と
読
み
本
系
に
大
別
さ
れ
る

が
、
覚
一
本
・
屋
代
本
は
前
者
、
延
慶
本
・
長
門
本
・
四
部
合
戦
状
本
は
後
者
に
分

類
さ
れ
る
。
語
り
本
系
と
読
み
本
系
は
一
三
〇
〇
年
前
後
に
分
岐
し
た
と
み
ら
れ
る

が
、
古
態
を
残
す
と
さ
れ
る
伝
本
に
お
い
て
も
、
互
い
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
後
世

の
改
変
を
受
け
、
姿
を
変
え
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
）
（1
（

。
し
た

が
っ
て
、
覚
一
本
の
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
鬼
界
が
島
」
を
め
ぐ
る
交
易
者
の

姿
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
鎌
倉
期
以
前
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
に

な
る
。

そ
こ
で
、
先
に
み
た
覚
一
本
系
の
①
～
⑩
の
記
述
が
、
上
記
諸
本
に
記
さ
れ
て

い
る
か
否
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
）
（1
（

。

こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
諸
本
は
、 

俊
寛
の
流
さ
れ
た
島
で
九
州
か
ら
行

き
交
う
商
人
船
が
硫
黄
交
易
を
行
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
で
共
通
す
る
（
⑨
）。
し

た
が
っ
て
こ
れ
は
、『
平
家
物
語
』
の
基
本
型
で
あ
っ
た
と
し
う
る
。
ま
た
①
～
⑩

に
つ
い
て
、
屋
代
本
は
覚
一
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
節
の
検
討
結

果
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
語
り
本
系
に
つ
い
て
は
覚
一
本
の
成
立
を
遡
る
、
つ
ま

り
は
鎌
倉
期
に
遡
り
う
る
可
能
性
を
持
ち
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
以

下
に
述
べ
る
諸
本
の
異
同
に
か
か
わ
ら
ず
、
留
意
す
べ
き
点
だ
と
思
う
。

さ
て
問
題
は
、
⑥
の
「
も
ろ
こ
し
船
」
へ
の
乗
船
計
画
が
、
延
慶
本
・
長
門
本
・

四
部
合
戦
状
本
に
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
延
慶
本
・
第
二
本
「
有

王
丸
油
黄
嶋
ヘ
尋
行
事
」
か
ら
、
覚
一
本
の
［
六
］
に
対
応
す
る
記
述
を
抜
き
出
す

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

父
母
ニ
モ
知
レ
ズ
、
親
者
共
ニ
モ
カ
ク
ト
モ
イ
ワ
ズ
、
只
一
人
、
都
ヲ
出
テ
、

遙
々
ト
マ
ダ
シ
ラ
ヌ
、
薩
摩
方
ヘ
ゾ
下
リ
ケ
ル
。
淀
川
尻
ノ
程
ヨ
リ
、「
油
黄

嶋
ヘ
ハ
イ
ヅ
チ
ヘ
罷
ゾ
」
ト
問
ヒ
、
足
ニ
任
テ
ゾ
下
リ
ケ
ル
。
道
ス
ガ
ラ
、
ア

ヤ
シ
ノ
者
ノ
ア
ヒ
タ
ル
ニ
モ
、
我
主
モ
、
カ
ク
コ
ソ
オ
ワ
ス
ラ
メ
ト
思
ヒ
、
或

時
ハ
海
上
ニ
便
ヲ
求
メ
、
或
時
ハ
山
川
ニ
モ
迷
フ
時
モ
ア
リ
。
日
数
ヤ
ウ
ヤ
ウ

積
リ
ケ
レ
バ
、
百
余
日
計
ニ
、
彼
嶋
ヘ
タ
ド
リ
付
ニ
ケ
リ
。

こ
こ
で
は
、
有
王
が
俊
寛
の
流
さ
れ
た
島
へ
向
か
う
た
め
に
淀
川
尻
か
ら
「
百
余

日
」
か
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
渡
島
に
用
い
た
船
の
情
報
も
な
い
。
こ
の
部

分
が
長
門
本
だ
と
「
淀
川
尻
ノ
程
ヨ
リ
」
が
「
卯
月
十
日
此
都
を
立
て
、
足
に
ま
か

覚 屋 延 長 四 備考

① ○ ○ ○ × 「都を出でて」を延・長は「薩摩潟より」とする。

② ○ ○ ○ × 屋「桛庄」，延「加世庄」

③ ○ ○ ○ ○ 屋・延・長，波風のため船中にて日を過ごしたとある。

④ ○ ○ ○ ×

⑤ △ ○ △ ○ 屋「宰相～おぼつかなう候に」なし。長，硫黄島から薩摩潟の
「房の泊り」に到り，大隅正八幡宮に寄って「かせの庄」へ。

⑥ ○ × × × 延・長，計百余日で島に到着。

⑦ ○ △ △ △

⑧ ○ × × △ 四「蒲苅船得 レ 便、移 二 件嶋 一 」

⑨ ○ ○ ○ ○ 延「九国地へ通フ商人ノ船」，四「自ラ商人渡売リ」
⑩ ○ × × ×

表1 『平家物語』諸本の異同

※「覚」覚一本，「屋」屋代本，「延」延慶本，「長」長門本，「四」四部合戦状本
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せ
て
ぞ
下
り
け
る
」
と
な
り
、「
百
余
日
計
ニ
」
が
「
百
余
日
を
も
過
て
、
七
月
下

旬
に
ぞ
」
と
な
る
。
要
す
る
に
「
淀
川
尻
」
は
消
え
る
が
、
出
発
・
到
着
の
日
時
は

よ
り
具
体
的
と
な
る
。
そ
の
他
は
同
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
両
本
は
、
船
に

つ
い
て
の
情
報
を
記
さ
ず
、
島
ま
で
の
旅
路
が
三
ヶ
月
を
超
え
た
と
す
る
こ
と
で
共

通
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
四
月
・
五
月
の
「
も
ろ
こ
し
船
」
出
港
に
あ
わ
せ
て
、

三
月
末
に
都
を
出
て
薩
摩
に
到
り
、
商
人
船
で
島
に
到
っ
た
と
す
る
覚
一
本
・
屋
代

本
と
大
き
く
異
な
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
覚
一
本
・
屋
代
本
は
、
先
に
み
た

よ
う
に
薩
摩
か
ら
は
「
も
ろ
こ
し
船
」
を
使
い
、
二
ヶ
月
前
後
で
「
鬼
界
が
島
」
に

到
達
し
た
と
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
⑩
で
は
有
王
が
島
か
ら
九
州
へ
戻
る
船
を

「
商
人
舟
」
と
す
る
が
、
延
慶
本
・
長
門
本
・
四
部
合
戦
状
本
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
船
で
あ
っ
た
の
か
も
記
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
延
慶
本
・
長
門
本
で
は
、
流
人
三
人
が
当
初
は
「
端
五
嶋
」
の
う
ち
、
そ

れ
ぞ
れ
油
黄
嶋
、
し
き
の
嶋
、
白
石
の
嶋
と
別
々
の
嶋
に
配
流
さ
れ
、
そ
の
後
他
の

二
人
が
自
力
で
油
黄
嶋
に
た
ど
り
着
い
た
と
す
る
。
こ
れ
も
、
最
初
か
ら
「
鬼
界
が

嶋
」
に
流
さ
れ
た
と
す
る
覚
一
本
・
屋
代
本
と
の
差
が
大
き
い
。
そ
う
な
る
と
、
延

慶
本
・
第
二
本
「
建
礼
門
院
御
懐
妊
事
付
成
経
赦
免
事
」
が
、
平
康
頼
・
藤
原
成
経

二
名
の
赦
免
を
伝
え
る
船
影
を
流
人
ら
が
島
の
磯
か
ら
遠
望
す
る
場
面
で
、「
是
ハ

端
嶋
ノ
浦
人
共
ガ
、
流
黄
ホ
リ
ニ
時
々
渡
ル
事
ノ
ア
レ
バ
、
サ
ニ
コ
ソ
、
ト
思
程
ニ
」

と
記
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
長
門
本
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
両

本
は
、
硫
黄
島
に
近
隣
の
「
端
島
」
の
「
浦
人
」
も
硫
黄
採
掘
の
た
め
に
船
で
来
島

し
、「
九
国
の
地
へ
通
ふ
商
人
」
と
交
易
を
行
う
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。
覚
一
本
・
屋
代
本
に
こ
う
し
た
記
述
は
な
い
。
そ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
は
、

四
部
合
戦
状
本
が
、
有
王
が
薩
摩
か
ら
の
渡
島
に
使
っ
た
船
を
「
蒲
苅
船
」、
す
な

わ
ち
藻
刈
の
和
船
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
商
人
船
で
の
渡

島
を
原
型
と
す
べ
き
で
、
四
部
合
戦
状
本
独
特
の
空
想
だ
と
の
指
摘
が
あ
る
）
（1
（

。
た

だ
、
こ
う
し
た
「
空
想
」
は
、
有
王
と
「
も
ろ
こ
し
船
」
や
商
人
船
の
関
係
に
つ
い

て
記
す
覚
一
本
・
屋
代
本
、
さ
ら
に
は
中
院
本
と
い
っ
た
、
語
り
本
系
か
ら
生
じ
る

こ
と
は
あ
り
得
ず
、
延
慶
本
・
長
門
本
に
つ
ら
な
る
読
み
本
系
（
も
し
く
は
広
本
系
）

が
有
王
の
渡
島
船
の
具
体
像
を
伝
え
ず
、
旅
の
苦
労
や
長
さ
を
強
調
し
、
か
つ
島
嶼

間
を
結
ぶ
地
元
の
船
の
存
在
を
描
い
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
）
（1
（

。

有
王
の
用
い
た
船
に
つ
い
て
、
今
こ
こ
で
、
以
上
の
ど
ち
ら
が
史
実
で
あ
っ
た
の

か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
二
つ
叙
述
が
語
ら
れ
る
背

景
に
、
双
方
の
交
通
の
実
態
が
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
期
に
遡
っ
て
存
在
し
て
い
た
可
能

性
は
考
え
ら
れ
て
良
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
延
慶
本
・
長
門
本
が
、
④
の
対
応
部
分
に
つ
い
て
、
俊
寛
の
様
子
を

松
浦
の
「
さ
よ
姫
」
伝
承
に
よ
っ
て
例
え
、
か
つ
そ
の
船
を
「
唐
船
」「
も
ろ
こ
し

船
」
と
表
現
す
る
の
は
、
覚
一
本
・
屋
代
本
と
全
く
異
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
『
源
平

盛
衰
記
』
も
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
は
『
平
家
物
語
』
に
早
く
か
ら

あ
っ
た
叙
述
と
み
ら
れ
る
。
叙
述
の
簡
略
な
四
部
合
戦
状
本
は
こ
の
例
え
の
部
分
が

省
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

な
お
、
延
慶
本
・
長
門
本
に
よ
れ
ば
赦
免
を
伝
え
る
御
使
が
下
さ
れ
た
の
は
七
月

一
三
日
、
そ
の
後
波
風
が
荒
く
て
船
中
で
日
を
送
り
、
島
に
到
着
し
た
の
は
九
月
半

ば
す
ぎ
と
す
る
。
こ
の
筋
書
き
も
、
覚
一
本
・
屋
代
本
と
一
致
す
る
。
し
か
も
こ
の

二
ヶ
月
程
度
と
い
う
時
間
は
、
覚
一
本
・
屋
代
本
が
「
も
ろ
こ
し
船
」
を
使
う
有
王

の
旅
路
を
二
ヶ
月
前
後
で
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
と
も
重
な
っ
て
く
る
。

ま
た
赦
免
者
を
乗
せ
た
硫
黄
島
か
ら
の
帰
船
に
つ
い
て
、
長
門
本
は
、
九
月
半
ば

過
ぎ
に
硫
黄
島
を
出
た
船
が
「
さ
つ
ま
が
た
」
の
「
房
の
泊
り
」（
坊
津
か
）
か
ら

大
隅
正
八
幡
宮
へ
向
か
う
と
い
う
独
自
の
話
し
を
展
開
し
た
後
、
赦
免
者
ら
は
「
か

せ
の
庄
」
に
到
っ
た
と
す
る
。
延
慶
本
は
、
九
月
半
ば
過
ぎ
に
島
を
出
た
後
、「
浦

伝
嶋
伝
シ
テ
、
廿
三
日
ト
云
ニ
ハ
九
国
ノ
地
へ
付
ニ
ケ
リ
」
と
あ
り
、
次
い
で
平
教

盛
が
重
ね
て
派
遣
し
た
使
者
の
助
言
に
従
い
、
平
教
盛
領
で
あ
る
肥
前
国
鹿
瀬
庄

（
加
世
庄
）
に
入
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
か
ら
は
、
硫
黄
島
を
出
た
船
で

直
接
鹿
瀬
庄
に
入
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
度
、
九
州
南
部
に
着
岸
後
、
そ
の
船
か
ら

下
り
た
と
読
み
取
れ
る
。
一
方
、
覚
一
本
・
屋
代
本
・
四
部
合
戦
状
本
な
ど
に
こ
う
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し
た
記
述
は
な
く
、
硫
黄
島
を
出
た
赦
免
者
が
船
で
そ
の
ま
ま
鹿
瀬
庄
に
入
っ
た
よ

う
に
読
め
る
が
、
略
本
系
で
は
薩
摩
か
ら
鹿
瀬
庄
ま
で
の
経
緯
が
省
略
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
鹿
瀬
庄
に
つ
い
て
は
、
②
に
も
、
流
人
の
藤
原
成
経
の
舅
に
あ
た
る
平
教
盛

が
、
庄
よ
り
「
鬼
界
が
島
」
ま
で
、「
衣
食
を
常
に
」
運
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
、
延
慶
本
・
第
二
本
「
有
王
丸
油
黄
嶋
ヘ
尋
行
事
」
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
年
被
レ

流
シ
人
ノ
内
、
丹
波
少
将
ノ
許
へ
、
舅
ノ
門
脇
ノ
宰
相
ノ
許
ヨ
リ
、

一
年
ニ
二
度
、
船
ヲ
渡
サ
レ
シ
ナ
リ
。
春
渡
ス
ハ
秋
冬
ノ
衣
食
ノ
タ
メ
、
秋
渡

ハ
帰
ル
年
ノ
春
夏
ノ
衣
食
ノ
タ
メ
ト
渡
シ
ヲ
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
春
と
秋
に
平
教
盛
が
硫
黄
島
ま
で
船
を
渡
し
て
、
流
人
へ
支
援

物
資
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
年
に
春
秋
の
二
度
、
支
援
物
資
が
送
ら

れ
て
い
た
と
す
る
の
は
長
門
本
も
同
様
で
あ
る
。
硫
黄
島
の
九
州
本
島
と
の
交
流
が

困
難
で
限
定
的
で
あ
る
以
上
、「
衣
食
を
常
に
」
運
ぶ
と
す
る
実
態
は
、
せ
い
ぜ
い

年
二
回
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
よ
姫
の
見
送
っ
た
「
も
ろ
こ
し

船
」
に
例
え
ら
れ
た
船
に
平
教
盛
の
私
使
が
乗
船
し
て
い
る
こ
と
（
③
）、
そ
の
船

に
乗
っ
た
赦
免
者
が
硫
黄
島
か
ら
鹿
瀬
庄
に
到
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
平

教
盛
に
よ
る
鹿
瀬
庄
か
ら
硫
黄
島
へ
の
支
援
物
資
の
運
搬
に
も
、「
も
ろ
こ
し
船
」

が
活
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
実
際
、
赦
免
を
伝
え
る
御
使
が
動
い
た

の
は
七
月
～
九
月
で
、
平
教
盛
が
硫
黄
島
へ
物
資
を
運
ん
だ
秋
期
と
も
重
な
っ
て
い

る
。た

だ
し
前
述
の
よ
う
に
、
延
慶
本
・
長
門
本
で
は
、
硫
黄
島
か
ら
赦
免
者
を
乗
せ

た
船
は
、
九
州
南
部
に
着
岸
し
、
赦
免
者
は
下
船
し
て
鹿
瀬
庄
に
向
か
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
教
盛
と
も
結
び
つ
く
「
も
ろ
こ
し
船
」
は
、
鹿
瀬
庄
で
は

な
く
、
博
多
も
し
く
は
薩
摩
に
寄
航
す
る
船
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
）
11
（

、
そ
れ
も
、

有
王
の
薩
摩
か
ら
の
「
も
ろ
こ
し
船
」
の
利
用
を
い
う
覚
一
本
・
屋
代
本
と
通
じ
る
。

❸
薩
摩
塔
の
分
布
と
そ
の
背
景

し
か
し
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
も
、
史
実
の
確
定
に
は
な
お
不
安
定
さ
が
残
る
。

一
三
世
紀
前
半
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
平
家
物
語
』
を
土
台
と
す
る
現
存
諸
本

は
、
前
述
の
よ
う
に
互
い
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
そ
の
姿
を
変
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
九
州
に
分
布
す
る
中
世
の
薩
摩
塔
は
、
以
上
が
、
少
な
く
と
も
『
平

家
物
語
』
成
立
期
の
歴
史
実
態
と
理
解
し
て
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
示
す
資
料
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

薩
摩
塔
は
、
四
天
王
像
を
彫
っ
た
須
弥
壇
の
上
に
、
宝
珠
形
、
花
頭
窓
形
の
龕
に

尊
像
座
像
を
陽
刻
し
た
壺
型
の
塔
身
を
置
き
、
頂
部
に
反
り
の
強
い
屋
根
を
施
す
こ

と
を
基
本
構
成
と
し
た
石
像
物
で
、
福
岡
・
佐
賀
・
長
崎
・
鹿
児
島
に
四
〇
基
程
度

と
〔
図
1
〕、
特
に
九
州
の
北
西
部
と
南
西
端
部
に
分
布
す
る
。
ま
た
そ
の
時
期
は
、

『
平
家
物
語
』
の
成
立
期
と
重
な
る
一
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
年
代
が
与
え
ら
れ
て

い
る
）
1（
（

。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
こ
の
薩
摩
塔
が
、
中
国
と
結
び
つ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
主
な
根
拠
は
石
材
と
意
匠
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
木
公
彦
氏
・
高
津
孝
氏
・
橋
口
亘
氏
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ

が
、
使
用
石
材
に
中
国
寧
波
産
梅
園
石
と
の
素
材
的
共
通
性
を
確
認
し
）
11
（

、
高
津
氏
・

橋
口
氏
に
よ
っ
て
「
薩
摩
塔
と
共
通
す
る
屋
根
（
笠
）」
「
仏
龕
状
の
意
匠
を
持
つ

塔
身
」「
須
弥
壇
（
須
弥
座
）
状
の
中
台
・
軸
・
基
礎
部
」
等
を
組
み
合
わ
せ
た
石

塔
が
浙
江
省
を
は
じ
め
中
国
に
多
く
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
）
11
（

。
さ
ら
に
井
形

進
氏
に
よ
っ
て
、
薩
摩
塔
に
施
さ
れ
た
四
天
王
像
が
、
日
本
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い

特
異
な
意
匠
を
持
つ
一
方
、
中
国
で
は
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
認
さ

れ
て
い
る
）
11
（

。
井
形
氏
に
よ
れ
ば
、
福
岡
県
糟
屋
郡
久
山
町
の
首
羅
山
遺
跡
の
二
基
の

薩
摩
塔
の
う
ち
、
残
存
状
況
の
良
好
な
西
側
の
四
天
王
像
は
、
い
ず
れ
も
冠
・
兜
等
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を
か
ぶ
り
、
長
裾
の
甲
を
ま
と
い
、
海
老
籠
手
や
輪
を
積
み
重
ね
た
よ
う
な
脛
甲
、

首
回
り
に
は
領
巾
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
と
共
通
す
る
作
例
が
日
本
で
は
首
羅
山

と
の
関
連
を
想
定
で
き
な
い
東
寺
な
ど
の
兜
跋
毘
沙
門
天
ぐ
ら
い
し
か
存
在
し
な
い

一
方
、
中
国
で
は
類
似
の
も
の
が
多
く
確
認
で
き
る
と
い
う
。

な
お
、
井
形
氏
が
薩
摩
塔
の
四
天
王
像
と
共
通
性
の
高
い
も
の
と
し
て
具
体
的
に

掲
げ
た
中
国
資
料
は
、
蘇
州
市
瑞
光
寺
塔
か
ら
見
出
さ
れ
た
北
宋
代
の
多
聞
天
像
、

寧
波
市
南
宋
石
刻
公
園
に
安
置
さ
れ
た
一
二
世
紀
の
延
寿
王
寺
塔
の
四
天
王
像
で
あ

る
。
ま
た
現
段
階
で
中
国
と
も
日
本
と
も
直
接
的
な
結
び
つ
き
が
確
認
で
き
な
い
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 図１ 薩摩塔の分布〔江上智恵註(21)論文第１図より〕 

 
 
 
 
 
 
 
 

図1 薩摩塔の分布［江上智恵註（21）論文第１図より］

の
と
し
て
、
塔
身
が
壺
型
で
あ
る
こ
と
、
四
天
王
に
甲
冑
で
は
な
く
着
物
を
着
た
よ

う
な
表
現
の
も
の
が
あ
る
こ
と
、
塔
身
尊
像
に
如
来
だ
け
で
な
く
如
来
と
し
難
い
も

の
も
あ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
薩
摩
塔
に
は
仏
教
以
外
の
信
仰
、
道
教
な
い
し
神
仙

思
想
も
入
り
込
ん
で
い
る
と
み
る
）
11
（

。

筆
者
は
上
記
に
つ
い
て
専
門
的
な
評
価
を
行
い
得
な
い
が
、
海
老
籠
手
に
加
え
て

輪
を
積
み
重
ね
た
よ
う
な
脛
甲
を
身
に
つ
け
た
四
天
王
像
と
し
て
は
、
井
形
氏
が
指

摘
す
る
も
の
の
他
、
北
宋
・
雍
熙
二
年
（
九
八
五
）
に
造
立
さ
れ
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
た
清
涼
寺
釈
迦
如
来
像
の
胎
内
納
入
品
で
あ
る
版
画
霊
山
変
相
図
の
多
聞
天
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
11
（

。
ま
た
、
薩
摩
塔
独
自
の

表
現
と
さ
れ
る
着
物
を
着
た
よ
う
な
四
天
王
像
に

関
し
、
浙
江
省
台
州
市
黄
岩
区
の
霊
石
寺
塔
文
物

の
銅
鏡
に
線
刻
さ
れ
た
「
南
方
天
王
鏡
像
」
に
も

襟
を
重
ね
た
着
物
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
〔
図
２
〕。
こ
の
「
南
方
天
王
」
は

増
長
天
に
あ
た
る
が
、
四
天
は
い
ず
れ
も
海
老
籠

手
の
よ
う
な
も
の
も
つ
け
る
）
11
（

。
さ
ら
に
薩
摩
塔
の

塔
身
尊
像
に
つ
い
て
、
如
来
と
し
難
い
も
の
が
あ

る
点
に
関
し
て
も
、
首
羅
山
遺
跡
の
西
側
薩
摩
塔

の
よ
う
に
や
や
上
を
仰
ぐ
よ
う
に
合
唱
し
た
尊

像
、
福
岡
県
糟
屋
郡
の
宇
美
八
幡
宮
付
近
の
個
人

像
薩
摩
塔
の
よ
う
に
袈
裟
を
つ
け
た
僧
形
の
よ
う

な
尊
像
は
、
従
来
か
ら
薩
摩
塔
と
の
共
通
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
浙
江
省
麗
水
市
の
霊
鷲
寺
石
塔
の

塔
身
に
類
似
の
表
現
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
薩
摩
塔
に
は
、
石
材
か
ら
も
個
々

の
意
匠
か
ら
も
中
国
の
直
接
的
影
響
が
強
く
認
め
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ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
問
題
は
、
現
段
階
に
お
い
て
、
壺
型
塔
身
の
よ
う
な
、
薩
摩
塔

と
完
全
に
一
致
す
る
構
成
・
様
式
を
備
え
た
石
塔
が
中
国
で
は
未
確
認
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
薩
摩
塔
は
、
日
本
列
島
独
自
の
展
開
も
考
え
る
べ
き
資
料
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
布
空
間
が
前
述
の
よ
う
に
九
州
西
部
に
限
ら

れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
後
の
日
本
の
石
造
物
意
匠
に
直
接
影
響
を
与
え
た
痕
跡
も
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
）
11
（

な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
受
容
の
中
心
主
体
を
在
来
日
本
人
に
求
め

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
中
国
的
な
石
材
や
意
匠
に
加
え
、
博
多
や
平
戸
と
い
っ
た

中
国
海
商
船
の
往
来
す
る
地
域
に
特
に
集
中
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
薩
摩
塔
に

は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
中
国
系
商
人
と
の
関
係
を
想
定
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
）
11
（

。
つ
ま
り
、一
三
世
紀
を
中
心
と
す
る
時
期
が
与
え
ら
れ
る
薩
摩
塔
は
、

『
平
家
物
語
』
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
九
州
西
北
部
―
薩
摩
―
硫
黄
島
を
往
還
す
る

「
も
ろ
こ
し
船
」
と
も
結
び
つ
き
う
る
、『
平
家
物
語
』
成
立
期
の

同
時
代
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
薩
摩
塔
分
布
地
域
の
周
辺
環
境
に
つ
い
て
さ
ら
に
確
認

し
て
お
き
た
い
。
現
在
、
薩
摩
塔
は
福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、

鹿
児
島
県
で
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
福
岡
県
と
長
崎
県
は

そ
れ
ぞ
れ
十
数
点
と
数
も
多
い
。
こ
の
う
ち
、福
岡
県
に
お
い
て
は
、

宝
満
山
伝
来
の
一
点
を
除
き
、
博
多
湾
岸
、
も
し
く
は
博
多
湾
を
囲

む
山
岳
地
帯
に
集
中
し
て
い
る
。
一
方
、
長
崎
県
に
お
い
て
は
、
大

村
湾
東
南
部
の
大
村
市
龍
福
寺
跡
の
一
点
、
五
島
列
島
に
属
す
る
佐

世
保
市
宇
久
島
の
二
点
が
あ
る
他
は
、
平
戸
市
に
集
中
し
て
い
る
。

以
上
の
う
ち
博
多
や
宝
満
山
、
平
戸
の
薩
摩
塔
に
つ
い
て
は
、
史
料

か
ら
も
中
国
系
商
人
と
の
関
係
が
想
定
し
う
る
状
況
に
あ
り
）
1（
（

、
こ
こ

で
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
二
点
の
薩
摩
塔

が
確
認
さ
れ
た
宇
久
島
は
、
五
島
列
島
北
端
の
島
で
、
承
和
の
遣
唐

使
で
入
唐
し
た
円
仁
の
日
記
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
承
和
五
年

（
八
三
八
）
六
月
二
十
三
日
条
に
、
博
多
津
を
出
発
し
て
唐
へ
向
か

う
遣
唐
使
船
が
、
こ
の
島
で
見
送
り
の
人
ら
と
別
れ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
日
中
を
往

還
す
る
船
の
寄
港
地
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
同
島
で
は
、
多
く
の
貿

易
陶
磁
を
出
し
た
宇
久
山
本
遺
跡
も
注
目
さ
れ
る
）
11
（

。

一
方
、
大
村
市
龍
福
寺
跡
の
薩
摩
塔
は
、
上
記
の
よ
う
な
外
洋
に
面
し
た
地
域
で

は
な
く
、
大
村
湾
東
南
岸
地
域
に
所
在
し
、
海
商
船
の
寄
港
を
直
接
裏
付
け
る
史
料

も
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
近
年
、
こ
の
近
く
で
注
目
す
べ
き
遺
跡
が
確
認
さ
れ

た
。
大
村
市
の
郡
川
河
口
部
に
位
置
す
る
縄
文
晩
期
～
中
・
近
世
の
複
合
遺
跡
、
竹

松
遺
跡
で
あ
る
）
11
（

。
本
遺
跡
か
ら
は
、
古
代
・
中
世
遺
構
で
は
区
画
溝
、
総
柱
建
物
、

側
柱
建
物
、
四
面
庇
建
物
、
倉
庫
群
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
遺
物
で
は
緑
釉
・
灰
釉
陶

器
の
他
、
宋
銭
、
湖
州
六
花
鏡
、
越
州
窯
系
青
磁
Ⅲ
類
な
ど
の
優
品
を
含
む
九
～

一
三
世
紀
を
前
後
す
る
時
期
の
多
く
の
中
国
陶
磁
器
、
高
麗
青
磁
、
朝
鮮
製
無
釉
薬

図２ 霊石寺塔文物の銅鏡線刻「南方天王鏡像」〔奈良国立博物館註(27)より〕

図３ 竹松遺跡出土崇寧通宝〔長崎県教育委員会註（33）『竹松遺跡Ⅱ』より〕

図2 霊石寺塔文物の銅鏡線刻「南方天王鏡像」
［奈良国立博物館註（27）より］
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陶
器
な
ど
の
渡
来
文
物
が
出
土
し
て
い
る
。

竹
松
遺
跡
の
渡
来
文
物
の
搬
入
ル
ー
ト
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
遺
跡
全
体
の

性
格
も
不
明
な
点
が
多
い
が
、
本
稿
の
観
点
か
ら
は
ま
ず
、
朝
鮮
製
無
釉
陶
器
の
破

片
が
二
五
〇
点
以
上
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
朝
鮮
製
無
釉
陶
器
は
日

本
で
は
北
部
九
州
を
中
心
に
出
土
す
る
が
、
無
釉
陶
器
は
貿
易
品
と
し
て
生
産
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
主
に
調
理
、
貯
蔵
、
運
搬
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
）
11
（

、
長
崎
県

内
出
土
の
朝
鮮
製
無
釉
陶
器
は
、
そ
の
分
布
状
況
や
共
伴
遺
物
と
の
関
係
か
ら
、
渡

来
海
商
と
関
連
す
る
遺
物
と
理
解
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
三
月

十
三
日
「
関
東
下
知
状
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
六
―
三
七
三
二
）
に
は
、
肥
前
国
松
浦

郡
の
有
力
領
主
清
原
是
包
が
来
着
し
た
高
麗
船
か
ら
積
み
荷
を
奪
い
、
仁
平
二
年

（
一
一
五
二
）
に
宇
野
御
厨
領
家
に
小
値
賀
嶋
の
知
行
を
解
却
さ
れ
た
と
あ
り
、
肥

前
西
部
で
は
実
際
に
高
麗
船
の
寄
港
も
あ
っ
た
。

本
遺
跡
の
渡
来
遺
物
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
出
土
宋
銭
の
な
か

に
「
至
道
元
宝
」「
天
聖
元
宝
」
の
他
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
流
通
が
確
認
さ
れ
な

い
大
銭
に
属
す
る
「
崇
寧
通
宝
」
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
崇
寧
通
宝
の

中
央
方
孔
の
両
脇
に
は
そ
れ
ぞ
れ
円
形
の
小
穴
が
穿
た
れ
て
い
る
〔
図
３
〕。
ア
ジ

ア
の
銭
貨
流
通
を
詳
細
に
検
討
し
た
三
宅
俊
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
大
銭

は
流
通
銭
と
し
て
は
流
入
せ
ず
、
方
孔
と
は
別
の
穿
孔
の
あ
る
大
銭
は
、
サ
ハ
リ
ン

及
び
北
海
道
で
確
認
さ
れ
、
中
国
の
大
銭
を
装
飾
に
用
い
る
北
方
の
特
徴
的
な
文
化

と
理
解
さ
れ
る
と
い
う
）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
竹
松
遺
跡
の
有
孔
大
銭
も
、
こ
う
し
た
東

北
ア
ジ
ア
の
北
方
文
化
に
由
来
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
遺
物
と
の
評
価
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
貿
易
陶
磁
の
優
品
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
朝
鮮
製
無
釉
陶
器
、
さ
ら

に
は
北
方
文
化
に
属
す
る
有
孔
大
銭
が
本
州
を
飛
び
越
え
て
確
認
さ
れ
る
本
遺
跡

を
、
列
島
沿
岸
・
内
陸
伝
い
の
国
内
交
易
者
の
動
き
だ
け
で
説
明
す
る
の
は
困
難
で

あ
る
。
も
と
も
と
肥
前
西
部
は
大
村
湾
東
岸
、
竹
松
遺
跡
北
方
の
白
井
川
遺
跡
か
ら

「
綱
」
と
墨
書
し
た
白
磁
腕
が
出
土
し
た
こ
と
等
か
ら
、
博
多
を
拠
点
と
す
る
海
商

と
の
関
連
性
が
想
定
さ
れ
て
い
た
）
11
（

。
竹
松
遺
跡
の
調
査
に
よ
っ
て
、
大
村
湾
内
に
も

図２ 霊石寺塔文物の銅鏡線刻「南方天王鏡像」〔奈良国立博物館註(27)より〕

図３ 竹松遺跡出土崇寧通宝〔長崎県教育委員会註（33）『竹松遺跡Ⅱ』より〕

図3 竹松遺跡出土宗寧通宝
［長崎県教育委員会註（33）『竹松遺跡Ⅱ』より］

渡
来
海
商
船
が
入
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
一
気
に
高
ま
っ
た
と
い
え
る
。
し
か

も
本
遺
跡
に
お
い
て
こ
う
し
た
様
相
は
一
一
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
強
く
あ

ら
わ
れ
て
お
り
、
渡
来
海
商
と
つ
な
が
る
当
地
の
環
境
は
薩
摩
塔
に
先
行
し

て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
博
多
湾
の
交
易
拠
点

が
鴻
臚
館
か
ら
博
多
遺
跡
群
へ
と
移
行
し
、
博
多
に
居
留
す
る
中
国
系
商
人

の
活
動
が
活
発
化
す
る
時
期
と
も
重
な
る
。

な
お
長
崎
県
で
は
、
以
上
の
薩
摩
塔
の
他
、
大
村
湾
と
佐
世
保
湾
を
つ
な

ぐ
位
置
に
あ
る
佐
世
保
市
針
尾
中
町
小
鯛
城
跡
墓
地
に
も
薩
摩
塔
の
笠
か
と

さ
れ
る
石
塔
の
一
部
が
報
告
さ
れ
て
い
て
）
11
（

、
こ
れ
が
薩
摩
塔
で
あ
れ
ば
、
大

村
湾
に
入
る
海
商
船
と
の
関
連
性
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

問
題
は
、
史
料
か
ら
は
海
商
船
の
動
き
が
ほ
と
ん
ど
つ
か
め
な
い
佐
賀
県

や
鹿
児
島
県
の
薩
摩
塔
の
評
価
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
佐
賀
県
の
薩
摩
塔
は
、

武
雄
市
か
ら
神
崎
郡
吉
野
ケ
里
ま
で
、筑
後
川
北
部
の
背
振
山
地
に
集
中
し
、
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山
岳
信
仰
と
の
結
び
つ
き
も
察
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
有
明
海
に
海
商
船
が
寄
港
し

た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
な
の
か
、
薩
摩
塔
が
濃
く
分
布
す
る
博
多
や
肥
前
西
部
と

の
内
陸
交
通
や
交
流
か
ら
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
現
段
階
で
は
明
確
に
で
き
な
い
。

た
だ
、
鹿
児
島
県
に
分
布
す
る
薩
摩
塔
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
万
之
瀬
川
流
域

に
所
在
し
、
周
辺
の
遺
跡
と
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
ら
に
渡
来
海
商
と
の
関
連
性
を
想

定
す
る
見
解
が
い
く
つ
か
出
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
柳
原
敏
昭
氏
は
、
薩
摩
半
島
中
部
を
東
シ
ナ
海
に
そ
そ
ぐ
万
之
瀬
川
の

河
口
付
近
が
キ
カ
イ
ジ
マ
海
域
に
支
配
を
及
ぼ
し
た
薩
摩
平
氏
の
阿
多
氏
の
本
拠
地

で
、
こ
こ
が
肥
前
と
も
結
び
つ
い
た
地
域
内
の
物
資
の
集
散
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
）
11
（

。
さ
ら
に
、
薩
摩
塔
の
分
布
が
ト
ウ
ボ
ウ
地
名
分
布
と
重
な
り
、
か
つ
鹿
児
島

で
は
万
之
瀬
川
流
域
に
集
中
す
る
こ
と
、
万
之
瀬
川
沿
岸
に
一
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀

を
中
心
と
す
る
中
国
陶
磁
や
徳
之
島
産
カ
ム
ィ
ヤ
キ
、
西
彼
杵
半
島
産
の
滑
石
製
石
鍋

を
含
む
列
島
各
地
の
土
器
・
遺
物
が
出
土
し
た
持
躰
松
遺
跡
が
あ
る
こ
と
、
博
多
遺
跡

群
で
も
検
出
さ
れ
た
一
二
世
紀
後
半
の
寧
波
系
瓦
が
出
土
す
る
渡
畑
遺
跡
も
存
在
す

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
薩
摩
塔
と
中
国
人
の
渡
来
・
居
留
と
の
関
連
性
を
想
定
す
る
）
11
（

。
ま

た
橋
口
亘
氏
も
、
万
之
瀬
川
流
域
に
薩
摩
塔
・
宋
風
獅
子
が
濃
厚
に
分
布
す
る
こ
と
、

こ
の
流
域
で
薩
摩
塔
の
出
土
し
た
芝
原
遺
跡
に
隣
接
す
る
渡
畑
遺
跡
で
寧
波
系
瓦
も

出
土
し
た
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
当
地
域
で
は
宋
人
居
留
の
想
定
が
可
能
な
状
況
だ
と

し
、
残
存
条
件
に
地
域
的
な
差
の
生
じ
る
文
献
史
料
か
ら
導
か
れ
た
日
中
交
通
に
お
け

る
薩
摩
絡
み
の
日
中
交
通
ル
ー
ト
の
評
価
を
、
こ
う
し
た
考
古
資
料
か
ら
見
直
す
べ
き

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。）1（
（

た
だ
し
、
当
地
に
宋
人
居
留
が
あ
っ
た
と
ま
で
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
今
後

の
検
討
を
も
う
少
し
待
ち
た
い
と
思
う
。
文
献
史
学
か
ら
は
、「
ト
ウ
ボ
ウ
」
地
名

の
分
布
と
宋
海
商
の
居
留
と
を
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
に
厳
し
い
批
判
が
あ
る
）
11
（

。
考

古
学
か
ら
も
大
庭
康
時
氏
が
、
持
躰
松
遺
跡
に
お
い
て
海
商
船
の
寄
航
に
よ
る
貿
易

が
行
わ
れ
た
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
博
多
遺
跡
群
と
の
差
異
か
ら
、
少
な
く
と
も

一
三
世
紀
前
半
以
前
、
当
地
に
中
国
系
商
人
の
居
留
地
が
築
か
れ
た
可
能
性
は
低
い

と
指
摘
し
て
い
る
）
11
（

。
万
之
瀬
川
流
域
で
「
綱
」
銘
墨
書
が
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら

も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
批
判
を
大
き
く
覆
す
よ
う
な
史
資
料
が
確
認
さ
れ

て
い
る
と
ま
で
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
で
も
、
寧
波
系
瓦
の
時
期
や
貿
易
陶
磁
を
多

く
出
す
持
躰
松
遺
跡
の
盛
期
が
薩
摩
塔
の
時
期
に
や
や
先
行
す
る
こ
と
は
、
先
の
大

村
湾
の
竹
松
遺
跡
も
同
様
で
、
海
浜
地
区
の
薩
摩
塔
は
、
こ
う
し
た
環
境
を
前
史
に

持
つ
地
域
に
あ
る
。
中
国
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
薩
摩
塔
の
信
仰
は
、
一
二
世

紀
以
前
か
ら
海
商
船
の
寄
港
が
想
定
し
う
る
地
域
空
間
に
限
定
的
に
「
共
有
」
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
の
竹
松
遺
跡
に
お
い
て
、
石
鍋
を
含
む
大
量
の
滑

石
製
品
と
と
も
に
カ
ム
ィ
ヤ
キ
片
が
二
四
点
出
土
し
た
こ
と
で
あ
る
。
南
西
諸
島
に

も
運
ば
れ
た
滑
石
製
品
は
、
大
村
湾
対
岸
の
西
彼
杵
半
島
で
生
産
さ
れ
た
か
ら
、
こ

れ
自
体
は
肥
前
地
域
の
生
産
・
流
通
の
問
題
と
し
て
も
解
釈
し
得
る
。
し
か
し
奄
美

諸
島
の
徳
之
島
産
の
カ
ム
ィ
ヤ
キ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
た
北
方

へ
の
広
が
り
を
鹿
児
島
県
出
水
市
か
ら
大
き
く
北
上
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま

り
カ
ム
ィ
ヤ
キ
の
出
土
は
、
竹
松
遺
跡
が
、
西
彼
杵
半
島
産
の
滑
石
製
石
鍋
の
流
通

圏
と
関
連
し
、
南
島
と
も
つ
な
が
る
交
易
ル
ー
ト
に
結
び
つ
く
遺
跡
で
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
が
南
西
諸
島
に
盛
ん
に
運
ば
れ

た
滑
石
製
石
鍋
の
産
地
に
近
く
、
産
地
か
ら
の
石
鍋
の
集
積
や
産
地
工
人
へ
の
物
資

支
給
を
行
っ
た
地
域
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
無
視
で
き
な
い
）
11
（

。
竹
松
遺
跡
へ
の

カ
ム
ィ
ヤ
キ
の
搬
入
は
、
当
地
が
南
西
諸
島
に
運
ば
れ
た
滑
石
製
石
鍋
生
産
の
拠
点

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
問
題
と
関
連
し
、『
高
麗
史
』
宣
宗
十
年
（
一
〇
九
三
）
七
月
癸
未
条
に
、

武
器
と
も
に
水
銀
・
真
珠
・
硫
黄
・
法
螺
等
を
積
ん
だ
宋
人
・
倭
人
の
混
交
船
が
高

麗
国
に
拿
捕
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
留
意
さ
れ
る
。
本
船
は
、
宋
海
商

の
高
麗
へ
の
渡
航
が
禁
止
さ
れ
る
な
か
（
一
〇
九
〇
―
一
〇
九
四
）、
日
本
か
ら
契

丹
へ
向
か
う
宋
海
商
主
体
の
商
船
と
み
ら
れ
て
い
る
が
）
11
（

、
交
易
品
に
加
え
ら
れ
た
硫

黄
・
法
螺
は
南
島
の
代
表
的
な
産
品
で
あ
る
。
一
方
、
真
珠
は
少
な
く
と
も
明
代
の
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中
国
で
は
五
島
が
代
表
的
な
産
地
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
そ
れ
以
前
の
前

史
が
あ
る
だ
ろ
う
）
11
（

。
ま
た
『
百
錬
抄
』
や
『
中
右
記
』
に
よ
れ
ば
、
寛
治
六
年

（
一
〇
九
二
）、
大
宰
権
帥
や
対
馬
守
の
指
示
を
受
け
た
日
本
商
人
僧
明
範
が
、
宋
海

商
の
案
内
の
も
と
、
日
本
の
武
器
と
契
丹
の
銀
を
交
易
し
た
こ
と
が
発
覚
し
、
処
罰

を
受
け
る
事
件
も
発
生
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
れ
ら
と
同
時
代
の
遺
跡
で
、
北
方
文
化
に
属

す
る
有
孔
大
銭
や
大
量
の
朝
鮮
製
無
釉
陶
器
、
中
国
陶
磁
、
カ
ム
ィ
ヤ
キ
な
ど
が
出

土
す
る
竹
松
遺
跡
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
宋
・
高
麗
・
契
丹
・
南
島
の
交
錯
す
る
海

域
の
交
流
状
況
が
直
接
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
後
世
の
史
料
で
あ
る
が
、
遣
明
船
に
使
僧
と
し
て
乗
り
込
ん
だ
日
本
僧
の

日
記
『
笑
雲
入
明
記
』
に
も
注
目
さ
れ
る
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
徳
三

年
（
一
四
五
一
）
八
月
十
八
日
に
博
多
を
出
た
船
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
志
賀
島
に

着
き
、
志
賀
海
神
社
の
神
宮
司
で
あ
る
吉
祥
寺
に
安
置
さ
れ
た
文
殊
菩
薩
像
を
礼
拝

し
た
。
薩
摩
塔
は
そ
の
志
賀
海
神
社
の
す
ぐ
北
方
の
火
焔
塚
で
も
確
認
さ
れ
て
い

る
。
志
賀
海
社
は
、『
小
右
記
』
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
八
月
二
十
七
日
条
に
、

社
司
が
「
唐
船
」
に
乗
船
し
日
宋
間
を
往
還
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
宋
商
と

の
関
係
も
深
い
。『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
承
和
五
年
（
八
三
八
）
六
月
十
七
日
条

で
も
承
和
の
遣
唐
使
が
風
待
ち
の
た
め
に
こ
こ
に
五
日
間
停
泊
し
て
い
る
か
ら
、
薩

摩
塔
が
こ
う
し
た
風
待
ち
で
寄
港
す
る
船
人
の
信
仰
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら

れ
る
。
さ
ら
に
遣
明
使
一
行
は
、
五
日
後
に
は
志
賀
島
を
発
し
平
戸
島
の
満
福
道
場

に
入
っ
た
が
、
今
度
は
そ
こ
に
硫
黄
を
運
ぶ
薩
摩
船
が
や
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ

は
、
日
明
貿
易
の
最
大
の
輸
出
品
で
あ
る
硫
黄
が
、
島
津
氏
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
も

の
と
理
解
さ
れ
て
お
り
）
11
（

、
平
戸
が
、
博
多
と
中
国
を
結
ぶ
航
路
と
、
薩
摩
か
ら
硫
黄

を
運
ぶ
航
路
の
交
点
の
寄
港
地
た
り
え
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

一
方
、
硫
黄
島
に
つ
い
て
も
、『
平
家
物
語
』
諸
本
が
、
例
え
ば
流
人
二
名
に
赦

免
を
伝
え
る
船
が
硫
黄
島
へ
渡
る
際
も
、「
波
風
」
が
妨
げ
て
大
き
な
日
数
を
要
し

た
と
す
る
よ
う
に
（
表
１
③
）、
波
風
の
条
件
が
整
わ
な
け
れ
ば
九
州
島
と
の
交
通

が
困
難
だ
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
九
州
か
ら
硫
黄
島
へ

渡
る
船
は
波
風
に
適
し
た
時
季
を
う
か
が
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
薩

摩
へ
の
寄
港
や
風
待
ち
を
必
要
と
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
薩
摩
塔
の

集
中
す
る
万
之
瀬
川
流
域
は
、
持
躰
松
遺
跡
に
先
行
す
る
九
世
紀
中
頃
操
業
の
中
岳

山
麓
窯
跡
群
の
須
恵
器
に
熊
本
県
荒
尾
窯
跡
群
の
影
響
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
が
奄
美

諸
島
へ
も
供
給
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
）
11
（

、
す
で
に
平
安
前
期
か
ら
九
州
西
部
沿
岸
地
域

と
南
島
を
結
ぶ
拠
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
『
平
家
物
語
』
の
記
述
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
に
は
、
九
州
島
と
硫
黄
島
を
往
還
し

て
硫
黄
交
易
に
も
か
か
わ
り
、
日
本
の
権
門
も
利
用
し
う
る
よ
う
な
「
も
ろ
こ
し

船
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
と
読
む
べ
き
記
述
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の

権
門
と
つ
な
が
り
中
国
的
な
船
を
動
か
し
た
勢
力
と
し
て
は
、
権
門
・
寺
社
を
パ
ト

ロ
ン
に
「
日
本
商
人
」
と
も
呼
ば
れ
て
日
宋
貿
易
に
従
事
し
た
博
多
居
留
の
中
国
系

商
人
が
知
ら
れ
る
）
11
（

。
け
れ
ど
も
文
献
史
学
で
は
、
彼
ら
が
日
宋
貿
易
を
行
う
一
方
、

国
内
流
通
は
日
本
の
特
権
集
団
、
商
人
・
運
送
業
者
が
担
い
、
そ
の
両
者
を
有
力
権

門
・
寺
社
が
組
織
し
て
、
博
多
が
国
際
・
国
内
流
通
の
結
節
点
と
な
っ
た
と
す
る
構

図
が
あ
る
程
度
論
証
さ
れ
て
い
る
）
1（
（

。
宋
商
人
船
の
博
多
以
外
で
の
交
易
活
動
に
否
定

的
な
見
解
は
、
こ
う
し
た
基
本
モ
デ
ル
に
対
す
る
理
解
を
背
景
と
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
薩
摩
塔
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、『
平
家
物
語
』
の
「
も
ろ
こ
し
船
」

は
無
視
し
得
な
い
も
の
と
な
る
。
薩
摩
塔
は
、
日
中
交
易
の
起
点
と
な
る
博
多
、
南

島
交
易
の
拠
点
と
な
る
薩
摩
、
そ
し
て
そ
の
日
中
交
易
・
南
島
交
易
の
航
路
が
交
差

す
る
肥
前
に
偏
在
す
る
。
薩
摩
塔
の
信
仰
が
こ
う
し
た
地
域
空
間
に
限
定
的
に
共
有

さ
れ
た
社
会
関
係
が
、
少
な
く
と
も
『
平
家
物
語
』
の
成
立
し
た
一
三
世
紀
頃
に
実

在
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
信
仰
対
象
と
な
っ
た
石
塔

の
大
半
は
、
中
国
の
輸
入
石
材
を
用
い
、
他
の
日
本
石
塔
と
は
一
線
を
画
し
た
中
国

的
意
匠
で
覆
わ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
中
国
大
陸
と
異
な
る
独
自
性
も
備
え
る
二
面
性

を
持
つ
。
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
薩
摩
塔
の
二
面
性
と
対
応
し
う
る
主

体
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
日
本
に
生
活
基
盤
を
置
き
、
日
本
の
寺
社
と
つ
な
が
り
な
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が
ら
宗
教
活
動
も
行
っ
た
中
国
系
商
人
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
）
11
（

。
薩
摩
塔
を
含
む
九

州
の
搬
入
系
石
造
物
に
は
日
本
木
造
建
築
の
要
素
の
反
映
が
看
取
さ
れ
る
と
の
指
摘

も
あ
り
）
11
（

、
こ
れ
ら
の
分
布
に
は
日
本
に
長
く
住
み
中
国
的
な
文
化
・
信
仰
を
維
持
し

た
人
々
の
共
通
し
た
関
与
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
三
世
紀
は
博
多
遺
跡
群

の
様
相
が
変
化
し
、
そ
の
中
頃
に
博
多
綱
首
は
消
滅
し
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る
）
11
（

。
一

方
で
、
以
後
も
博
多
綱
首
の
流
れ
を
引
く
海
商
が
貿
易
に
た
ず
さ
わ
っ
た
と
す
る
説

も
あ
る
）
11
（

。
薩
摩
塔
が
広
が
っ
た
と
さ
れ
る
一
三
世
紀
は
、
こ
の
博
多
遺
跡
群
の
変
化

の
時
期
と
も
重
り
、
中
国
系
商
人
の
居
留
地
の
変
化
・
拡
散
が
こ
の
頃
起
こ
っ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
薩
摩
塔
の
周
辺
遺
跡

か
ら
は
、
薩
摩
塔
に
示
さ
れ
る
渡
来
系
商
人
と
九
州
西
海
岸
地
域
の
関
係
が
一
二
世

紀
以
前
、
す
な
わ
ち
『
平
家
物
語
』
が
題
材
と
し
た
平
氏
政
権
以
前
に
遡
る
交
流
・

交
易
環
境
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

万
之
瀬
川
流
域
の
薩
摩
塔
の
様
態
も
中
国
の
石
塔
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
が
、

平
戸
や
博
多
の
薩
摩
塔
と
は
完
全
に
一
致
す
る
。
薩
摩
塔
に
先
行
す
る
万
之
瀬
川
流

域
の
寧
波
系
瓦
も
、
薩
摩
塔
同
様
、
中
国
系
商
人
の
居
留
地
が
形
成
さ
れ
た
博
多
遺

跡
群
で
出
土
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
背
景
に
、
ま
ず
は
南
島
交
易
に

か
か
わ
り
当
地
を
重
要
な
寄
港
地
と
し
た
博
多
の
中
国
系
商
人
と
の
つ
な
が
り
を
疑

う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

以
上
、『
平
家
物
語
』
の
「
も
ろ
こ
し
船
」
や
、
薩
摩
塔
及
び
そ
の
周
辺
遺
跡
の

検
討
か
ら
、
古
代
末
・
中
世
前
期
、
中
国
系
商
人
の
船
が
博
多
と
中
国
を
往
還
す
る

だ
け
で
な
く
、
南
島
へ
も
向
か
い
硫
黄
交
易
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
肥
前
や
薩
摩

は
そ
の
た
め
の
重
要
な
寄
港
地
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
主
体
の
中
心
は
日
本

居
留
の
中
国
系
商
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
彼
ら
を
支
援
す
る
日
本
の
権
門
・

有
力
層
の
な
か
に
、
そ
の
船
を
物
資
や
人
の
運
搬
に
利
用
す
る
も
の
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

と
こ
ろ
で
渡
邊
誠
氏
は
、
帆
走
を
主
と
す
る
ジ
ャ
ン
ク
式
構
造
船
の
半
分
程
度
し

か
な
い
準
構
造
船
の
和
船
は
横
風
や
逆
風
に
弱
く
、
島
嶼
部
の
狭
い
海
峡
を
順
潮
に

乗
り
航
行
す
る
瀬
戸
内
海
航
路
な
ど
に
は
向
い
て
い
て
も
、
東
シ
ナ
海
の
横
断
に
不

向
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
）
11
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
南
島
航
路
に
つ
い
て
は
、『
平

家
物
語
』
も
語
る
よ
う
に
、
瀬
戸
内
海
航
路
な
ど
の
よ
う
な
一
般
国
内
航
路
と
は
比

較
に
な
ら
ぬ
困
難
さ
が
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
も
に
留
意
し
た
い
。
近
世
薩
摩
藩
の

奄
美
支
配
の
和
船
で
す
ら
、
薩
摩
・
奄
美
間
の
難
所
「
七
島
灘
」
を
越
え
る
に
は
貧

弱
で
、
破
船
、
漂
流
、
座
礁
を
恐
れ
、
台
風
の
季
節
や
冬
期
季
節
風
期
の
航
行
を
忌

避
し
て
い
た
）
11
（

。
と
こ
ろ
が
現
在
の
考
古
学
の
知
見
を
踏
ま
え
て
も
、
こ
れ
を
大
き
く

遡
る
平
安
・
鎌
倉
期
に
、
九
州
か
ら
南
島
へ
直
接
向
か
う
恒
常
的
な
交
易
路
は
、
硫

黄
島
ど
こ
ろ
か
「
七
島
灘
」
を
越
え
て
、
喜
界
島
ま
で
は
確
実
に
延
び
て
い
る
。
こ

こ
に
、
瀬
戸
内
海
航
路
な
ど
と
は
異
な
り
、
特
に
南
島
交
易
路
に
お
い
て
外
洋
航
海

に
長
け
た
渡
来
海
商
の
船
が
求
め
ら
れ
る
条
件
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
南
島
交
易
に

お
い
て
宋
海
商
の
船
は
、
和
船
を
圧
倒
す
る
安
定
性
・
安
全
性
を
も
た
ら
し
う
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
博
多
の
中
国
系
商
人
の
支
援
者
と
し
て
国
際
交
易
に
か
か
わ
っ

た
権
門
・
寺
社
な
ど
の
日
本
有
力
層
が
、
国
際
交
易
と
も
結
び
つ
き
の
深
い
南
島
と

の
交
通
・
交
易
に
「
も
ろ
こ
し
船
」
を
利
用
す
る
背
景
も
、こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
中
国
系
海
商
に
と
っ
て
も
、
硫
黄
や
螺
な
ど
の
南
島

交
易
品
は
日
本
で
の
交
易
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る

メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、
後
の
中
国
大
陸
と
琉
球
列
島
を

直
接
結
ぶ
中
国
海
商
船
登
場
の
背
景
の
一
つ
と
も
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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［『平家物語』と薩摩塔］……田中史生

（
9
）
永
山
修
一 

「
文
献
か
ら
見
た
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
」（
池
田
榮
史
編
『
古
代
中
世
の
境
界
領

域 

―
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
の
世
界
―
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
10
）
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注 

『
平
家
物
語
』
上
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
四
、岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
）。

（
11
）
『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
条
・
褶
振
嶺
に
も
「
大
伴
狭
手
彦
連
、
発
船
渡
二
任
那
一
之
時
、

弟
日
姫
子
登
レ
此
、
用
レ
褶
振
招
。
因
名
二
褶
振
峯
一
」
と
あ
る
。

（
12
）
渡
邊 

誠 

前
掲
註
（
3
）
論
文
。

（
13
）
石
井
正
敏 

前
掲
註
（
7
）
論
文
。

（
14
）
山
内
晋
次 

「
平
氏
と
日
宋
貿
易 

―
通
説
的
歴
史
像
へ
の
疑
問
―
」（『
神
戸
女
子
大
学
古
典

芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
六
、
二
〇
一
二
年
）、
同
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
さ
か
の
ぼ
り
日
本
史 

外
交
篇

［
9
］
平
安
・
奈
良
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）。

（
15
）
麻
原
美
子 

「
伝
本
研
究
」（
同
氏
著
『
平
家
物
語
世
界
の
創
生
』
勉
誠
出
版
、二
〇
一
四
年
）

参
照
。

（
16
）
松
尾
葦
江 

「
諸
本
論
と
の
付
き
合
い
方 

―
平
家
物
語
研
究
を
ひ
ら
く
―
」（『
中
世
文
学
』

六
〇
、
二
〇
一
五
年
）。

（
17
）
屋
代
本
は
麻
原
美
子
・
春
田 

宣
・
松
尾
葦
江
編
『
屋
代
本 

高
野
本
対
照 

平
家
物
語
』（
新

典
社
、
一
九
九
〇
年
）、
延
慶
本
・
長
門
本
は
麻
原
美
子
・
小
川
栄
一
・
大
倉 

浩
・
佐
藤
智

広
・
小
井
土
守
敏
編
『
平
家
物
語
長
門
本
延
慶
本
対
照
本
文
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、

四
部
合
戦
状
本
は
慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
編
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』（
汲

古
書
院
、
一
九
六
七
年
）
を
用
い
た
。

（
18
）
佐
伯
真
一 

「
四
部
本
平
家
物
語
試
論
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
二
〇
、
一
九
八
四
年
）。

（
19
）
読
み
本
系
に
属
す
る
『
源
平
盛
衰
記
』
に
有
王
の
「
も
ろ
こ
し
船
」
の
乗
船
計
画
が
み
え
る

の
は
、
語
り
本
系
も
し
く
は
略
本
系
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
20
）
永
山
修
一 

「
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
・
イ
オ
ウ
ジ
マ
考
」（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本

律
令
制
論
集
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
は
、
薩
摩
の
阿
多
平
氏
と
肥
前
彼
杵
氏

と
に
系
譜
的
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
肥
前
国
の
鹿
瀬
庄
か
ら
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
の

配
流
者
へ
の
衣
食
の
運
搬
も
、
北
部
九
州
―
南
九
州
―
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
の
交
通
関
係
を
前
提

と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。

（
21
）
井
形 

進 

「
薩
摩
塔
の
研
究
序
説
」・
江
上
智
恵
「
薩
摩
塔
編
年
試
論
―
考
古
学
の
見
地

か
ら
―
」（『
平
成
二
六
～
二
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
研
究
成
果
報
告
書
』

〔
課
題
番
号
：
二
六
三
七
〇
一
五
五
、
研
究
代
表
者
：
井
形 

進
（
九
州
歴
史
資
料
館
）〕

二
〇
一
八
年
）。
こ
の
う
ち
薩
摩
塔
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
江
上
智
恵
「
薩
摩
塔
編
年
試
論
―

考
古
学
の
見
地
か
ら
―
」
の
「
第
１
表 

薩
摩
塔
と
称
さ
れ
る
石
塔
一
覧
」
を
参
照
し
た
。

（
22
）
大
木
公
彦
・
古
澤 

明
・
高
津 

孝
・
橋
口 

亘
・
内
村
公
大 

「
日
本
に
お
け
る
薩
摩
塔
・

碇
石
の
石
材
と
中
国
寧
波
産
石
材
の
岩
石
学
的
特
徴
に
関
す
る
一
考
察
」（『
鹿
児
島
大
学
理
学

部
紀
要
』
四
三
、
二
〇
一
〇
年
）、
高
津 

孝
「
薩
摩
塔
と
碇
石
―
浙
江
石
材
と
東
ア
ジ
ア
海

（
1
）
田
中
史
生 

「
七
～
一
一
世
紀
の
奄
美
・
沖
縄
諸
島
と
国
際
交
易
」（
同
『
国
際
交
易
と
古
代

日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
同
『
国
際
交
易
の
古
代
列
島
』（
角
川
選
書
、

二
〇
一
六
年
）、
同
「
国
際
交
易
と
列
島
の
北
・
南
」（『
古
代
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

年
報
』
二
、二
〇
一
六
年
）。

（
2
）
山
内
晋
次 

「
平
安
期
日
本
の
対
外
交
流
と
中
国
海
商
」（
同
氏
著
『
奈
良
平
安
期
の
日
本
と

ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
『
日
宋
貿
易
と
「
硫
黄
の
道
」』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
）、
同
「
日
本
史
と
ア
ジ
ア
史
の
一
接
点 

―
硫
黄
の
国
際
交
易
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
江
南
文
化
と
日
本 

―
資
料
・
人
的
交
流
の
再
発
掘
―
』〈
上
海
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

２
０
１
１
〉

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
山
内
氏
の
見

解
は
こ
れ
ら
に
よ
る
。

（
3
）
渡
邊 

誠 

「
平
安
・
鎌
倉
期
「
唐
船
」
考
」（『
九
州
史
学
』
一
七
〇
、
二
〇
一
五
年
）。

（
4
）
山
内
晋
次 

「
荘
園
内
密
貿
易
説
に
関
す
る
疑
問
」（
同
氏
著
前
掲
註
（
2
）『
奈
良
平
安
期

の
日
本
と
ア
ジ
ア
』）。

（
5
）
例
え
ば
渡
邊
誠
『
平
安
時
代
貿
易
管
理
制
度
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、

大
場
康
時
『
博
多
の
考
古
学 

―
中
世
の
貿
易
都
市
を
掘
る
―
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
九
年
）

な
ど
。

（
6
）
桃
崎
祐
輔
・
山
内
亮
平
・
阿
部
悠
理 

「
九
州
発
見
中
国
製
石
塔
の
基
礎
的
研
究 

―
所
謂

「
薩
摩
塔
」
と
「
梅
園
石
」
製
石
塔
に
つ
い
て
―
」（『
福
岡
大
学
考
古
資
料
集
成
』
四
、

二
〇
一
一
年
）、
橋
口 

亘
「
薩
摩
南
部
の
中
世
考
古
資
料
を
め
ぐ
る
諸
問
題 

―
薩
摩
塔
・

宋
風
獅
子
・
貿
易
陶
磁
・
清
水
磨
崖
仏
群
・
硫
黄
交
易
―
」（『
鹿
児
島
考
古
』
四
四
、

二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
7
）
榎
本
渉 

「
宋
元
交
替
と
日
本
」（
大
津
透
他
編
『
岩
波
講
座 

日
本
歴
史
』
七
、
岩
波
書

店
、
二
〇
一
四
年
）。
な
お
、『
島
津
家
文
書
』
の
一
二
世
紀
の
終
わ
り
頃
と
み
ら
れ
る
「
五
月

十
四
日
付
源
頼
朝
袖
判
御
教
書
案
」
に
は
、「
唐
船
着
岸
物
」
が
大
宰
府
に
よ
っ
て
「
押
取
」

さ
れ
た
と
す
る
「
島
津
庄
官
」
の
訴
え
が
島
津
荘
領
主
の
近
衛
其
通
を
介
し
て
幕
府
に
届
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
唐
船
は
島
津
荘
に
来
港
あ
る
い
は
漂
着
し
た
宋
商
船
と

理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
石
井
正
敏
「
年
未
詳
五
月
十
四
日
付
源
頼
朝
袖
判
御
教
書
案
に
つ
い
て

―
島
津
荘
と
日
宋
貿
易
―
」（『
高
麗
・
宋
元
と
日
本
』《
石
井
正
敏
著
作
集 

3
》
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
七
年
）
は
、
博
多
津
の
唐
船
の
積
み
荷
を
め
ぐ
る
事
件
と
解
す
べ
き
と
す
る
。

（
8
）
平
安
期
、
管
理
交
易
を
終
え
て
博
多
を
出
た
海
商
船
が
、
そ
の
帰
路
の
列
島
寄
航
地
で
交
易

を
行
い
得
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
田
中
史
生
「
国
際
交
易
者
の
実
像 

―
史
実
と
古
代
文
学

―
」（
同
編
『
古
代
日
本
と
興
亡
の
東
ア
ジ
ア
』《
古
代
文
学
と
隣
接
諸
学 

1
》
竹
林
舎
、

二
〇
一
八
年
）。

註
・
引
用
文
献
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域
交
流
―
」（
前
掲
註
（
2
） 『
江
南
文
化
と
日
本
―
資
料
・
人
的
交
流
の
再
発
掘
―
』）
な
ど
。

（
23
）
高
津 

孝
・
橋
口 

亘 

「
薩
摩
塔
小
考
」（『
南
日
本
文
化
財
研
究
』
七
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
24
）
井
形 

進 

『
薩
摩
塔
の
時
空
―
異
形
の
石
塔
を
さ
ぐ
る
―
』（
花
乱
社
選
書
、
二
〇
一
二

年
）。
同
「
首
羅
山
遺
跡
の
薩
摩
塔
と
宋
風
獅
子
」（
前
掲
註
（
21
）
報
告
書
）。

（
25
）
井
形 

進 

前
掲
註
（
24
）
書
。

（
26
）
な
お
寧
波
博
物
館
に
は
、
出
土
地
は
不
明
な
が
ら
、
脛
甲
が
重
輪
状
で
な
い
以
外
は
共
通
す

る
四
天
王
の
彫
像
が
あ
る
梅
園
石
製
の
宋
代
の
石
塔
の
部
材
が
展
示
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
八

年
一
二
月
筆
者
確
認
）。
石
材
と
時
期
に
つ
い
て
は
寧
波
博
物
館
副
館
長
（
当
時
）
の
李
軍
氏

よ
り
教
示
を
得
た
。

（
27
）
奈
良
国
立
博
物
館 

『
特
別
展 

聖
地
寧
波
』（
二
〇
〇
九
年
）「
作
品
解
説
」
二
九 

参
照
。

（
28
）
呉　

志
標 
「
浙
江
麗
水
霊
鷲
寺
石
塔
」（『
東
方
博
物
』
第
三
〇
輯
、二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
29
）
佐
藤
亜
聖 
「
造
形
・
技
術
・
石
工
の
日
中
交
流
」（
市
村
高
男
編
『
中
世
石
造
仏
の
成
立
と

展
開
』
高
志
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
30
）
高
津 

孝 

前
掲
註
（
22
）
論
文
、
桃
崎
祐
輔
・
山
内
亮
平
・
阿
部
悠
理 

前
掲
註
（
6
）
論

文
、
井
形 

進 

前
掲
註
（
24
）
書
な
ど
。

（
31
）
桃
崎
祐
輔
・
山
内
亮
平
・
阿
部
悠
理 

前
掲
註
（
6
）
論
文
な
ど
。
な
お
、
平
戸
島
・
五
島

列
島
に
寄
港
す
る
唐
商
が
貨
物
に
加
え
る
香
薬
の
採
取
、
石
の
加
工
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は

『
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
三
月
九
日
条
に
み
え
る
。
ま
た
平
戸
が
日
宋
交
通
の

重
要
な
寄
港
地
の
一
つ
で
、
こ
こ
に
拠
点
を
築
い
た
宋
海
商
も
い
た
こ
と
は
榎
本 

渉
「
東
シ

ナ
海
の
宋
海
商
」（
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編
『
通
行
・
通
商
圏
の
拡
大
』《
日
本

の
対
外
関
係
3
》
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
。

（
32
）
長
崎
県
宇
久
町
教
育
委
員
会 

『
宇
久
山
本
遺
跡
』《
宇
久
町
文
化
財
調
査
報
告
書 

第
三
集
》

（
一
九
九
七
年
）。

（
33
）
以
下
、
竹
松
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
川
畑
敏
則
・
堀
内
和
宏
「
大
村
市
竹
松
遺
跡
の
調
査
概
要

(

古
代
～
中
世
）」（『
９
～
11
世
紀
に
お
け
る
大
村
湾
海
域
の
展
開
』
発
表
要
旨
集
・
基
本
資

料
集
、
長
崎
県
考
古
学
会
、
二
〇
一
六
年
）、
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
竹
松
遺
跡
』《
長
崎
県
文

化
財
調
査
報
告
書
第
二
一
四
集
》（
二
〇
一
七
年
）、
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
竹
松
遺
跡
１
』《
新

幹
線
文
化
財
調
査
事
務
所
調
査
報
告
書
第
四
集
》（
二
〇
一
七
年
）、
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
竹

松
遺
跡
Ⅱ
』《
新
幹
線
文
化
財
調
査
事
務
所
調
査
報
告
書 

第
五
集
》（
二
〇
一
七
年
）、
長
崎
県

教
育
委
員
会
『
竹
松
遺
跡
Ⅲ
』《
新
幹
線
文
化
財
調
査
事
務
所
調
査
報
告
書 

第
六
集
》

（
二
〇
一
八
年
）、
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
竹
松
遺
跡
Ⅳ
』
下
巻
〈
古
代
・
中
世
編
〉《
新
幹
線

文
化
財
調
査
事
務
所
調
査
報
告
書 

第
一
一
集
》（
二
〇
一
九
年
）、
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
竹

松
遺
跡
Ⅴ
』《
新
幹
線
文
化
財
調
査
事
務
所
調
査
報
告
書 

第
一
二
集
》（
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（
34
）
山
本
信
夫 

「
東
南
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
無
釉
陶
器
」（『
貿
易
陶
磁
研
究
』
二
三
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
35
）
江
上
正
高 

「
門
前
遺
跡
未
報
告
資
料
に
つ
い
て
」（
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
門
前
遺
跡 

Ⅲ 

武
辺
城
跡 

Ⅱ
』《
長
崎
県
佐
世
保
文
化
財
調
査
事
務
所
調
査
報
告
書 

第
五
集
》（
二
〇
一
〇
年
）。

（
36
）
三
宅
俊
彦 

「
10
―
15
世
紀
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
銭
貨
流
通
」（『
東
洋
史
研
究
』
七
七

―
二
、
二
〇
一
八
年
）。

（
37
）
大
庭
康
時 

「
集
散
地
遺
跡
と
し
て
の
博
多
」（
同
氏
著
前
掲
註（
5
）
書
）、
宮
崎
貴
夫
「
長
崎

県
地
域
の
貿
易
陶
磁
の
様
相 

―
肥
前
西
部
・
壱
岐
・
対
馬
」（『
貿
易
陶
磁
研
究
』
一
八
、

一
九
九
八
年
）。

（
38
）
佐
世
保
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
佐
世
保
市
史
』
通
市
編
・
上
巻
（ 

佐
世
保
市
、

二
〇
〇
二
年
）
第
三
編 

第
六
章
（
大
石
一
久
執
筆
）。

（
39
）
柳
原
敏
昭 

「
中
世
の
交
通
と
地
域
性
」（
前
掲
註
（
7
）『
岩
波
講
座 

日
本
歴
史
』
七
）。

（
40
）
柳
原
敏
昭 

「
中
世
初
期
日
本
国
周
縁
部
に
お
け
る
交
流
の
諸
相
」（『
古
代
ユ
ー
ラ
シ
ア
研

究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
三
号
、
二
〇
一
七
年
）。

（
41
）
橋
口 

亘 

前
掲
註
（
6
）
論
文
。

（
42
）
山
内
晋
次 

「
日
宋
貿
易
と
「
ト
ウ
ボ
ウ
」
を
め
ぐ
る
覚
書
」（
中
島
楽
章
・
伊
藤
幸
司
編

『
寧
波
と
博
多
』
汲
古
書
院
、二
〇
一
三
年
）、渡
邊
誠
「
大
宰
府
の
「
唐
坊
」
と
地
名
の
「
ト

ウ
ボ
ウ
」
」（
同
氏
著
前
掲
註
（
5
）
書
）。

（
43
）
大
庭
康
時 

前
掲
註
（
37
）
論
文
、
同
「
博
多
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
と
持
躰
松
遺
跡
」（『
古

代
文
化
』
五
五
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
44
）
杉
原
敦
史 

「
滑
石
製
石
鍋
の
流
通
に
つ
い
て 

―
中
世
に
お
け
る
長
崎
県
本
土
部
の
港
津
の

機
能
か
ら
―
」（『
長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
六
、
二
〇
一
六
年
）、
川
畑
敏

則
「
過
年
度
の
滑
石
製
品
と
滑
石
未
製
品
に
つ
い
て
」（
前
掲
註
（
33
） 『
竹
松
遺
跡
Ⅴ
』）。

（
45
）
李

領 

「
院
政
期
の
日
本
・
高
麗
交
流
に
関
す
る
一
考
察
」（
同
氏
著
『
倭
寇
と
日
羅
関

係
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）、
原
美
和
子
「
宋
代
海
商
の
活
動
に
関
す
る
一
試

論 

―
日
本
・
高
麗
お
よ
び
日
本
・
遼
（
契
丹
）
通
交
を
め
ぐ
っ
て
」（
小
野
正
敏
他
編
『
中
世

の
対
外
交
流 

場
・
ひ
と
・
技
術
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
46
）
田
中
史
生 

前
掲
註
（
8
）
論
文
。

（
47
）
森 

公
章 

「
劉
琨
と
陳
詠 

―
来
日
宋
商
人
の
様
態
―
」（
同
氏
著
『
成
尋
と
参
天
台
五

臺
山
記
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。

（
48
）
村
井
章
介
・
須
田
牧
子
編 

『
笑
雲
入
明
記
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
伊
藤
幸
司
「
硫

黄
」（
村
井
章
介
編
集
代
表
『
日
明
関
係
史
研
究
入
門 

―
ア
ジ
ア
の
な
か
の
遣
明
船
』
勉
誠
出

版
、
二
〇
一
五
年 

）
参
照
。
遣
明
船
の
主
要
な
航
路
上
に
あ
た
る
関
門
海
峡
地
域
、
博
多
湾

地
域
、
平
戸
、
五
島
列
島
に
は
硫
黄
を
保
管
す
る
施
設
が
あ
っ
た
と
い
う
。

（
49
）
中
村
直
子
・
篠
藤
マ
リ
ア
編 

『
中
岳
山
麓
窯
跡
群
の
研
究
』（
鹿
児
島
大
学
埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
五
年
）。

（
50
）
榎
本 

渉 

「
宋
代
の
「
日
本
商
人
」
の
再
検
討
」（
同
氏
著
『
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交

流
―
九
～
一
四
世
紀
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
51
）
林 
文
理 

「
博
多
綱
首
の
歴
史
的
位
置 

―
博
多
に
お
け
る
権
門
貿
易
―
」（
大
阪
大
学
文
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［『平家物語』と薩摩塔］……田中史生

学
部
日
本
史
研
究
室
編
『
古
代
中
世
の
社
会
と
国
家
』
清
文
堂
、
一
九
九
八
年
）、
渡
邊 

誠

「
十
二
世
紀
の
日
宋
貿
易
と
山
門
・
八
幡
・
院
御
廐
」（
渡
邊
誠 

前
掲
註
（
5
）
書
）。

（
52
）
桃
崎
祐
輔
・
山
内
亮
平
・
阿
部
悠
理 

前
掲
註
（
6
）
論
文
も
、
薩
摩
塔
の
所
在
位
置
の
史

的
環
境
か
ら
、
薩
摩
塔
と
博
多
居
留
の
中
国
系
商
人
と
の
関
係
を
想
定
す
る
。
な
お
中
国
と
異

な
る
薩
摩
塔
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
薩
摩
塔
が
石
材
と
し
て
搬
入
さ
れ
、
博
多
や
平
戸
、
坊

津
な
ど
に
居
住
す
る
中
国
人
も
し
く
は
中
国
系
石
工
に
よ
っ
て
最
終
的
に
加
工
さ
れ
た
可
能
性

を
想
定
す
る
。

（
53
）
佐
藤
亜
聖 

前
掲
註
（
29
）
論
文
。

（
54
）
大
庭
康
時 
「
博
多
綱
首
の
時
代 

―
考
古
資
料
か
ら
見
た
住
蕃
貿
易
と
博
多
―
」（
同
氏
著

前
掲
註
（
5
）
書
）。

（
55
）
榎
本 

渉 
前
掲
註
（
50
）
論
文
。

（
56
）
渡
邊 

誠 

前
掲
註
（
3
）
論
文
。

（
57
）
箕
輪 

優 

「
享
保
十
三
年
「
大
島
規
模
帳
」
に
関
す
る
考
察 

―
薩
摩
藩
の
奄
美
諸
島
支
配

に
つ
い
て
―
」（『
常
民
文
化
』
三
九
、
二
〇
一
六
年
）。

〔
付
記
〕
本
稿
脱
稿
後
、
伊
藤
幸
司
『
中
世
の
博
多
と
ア
ジ
ア
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
年
）
が
公

刊
さ
れ
た
。
本
書
第
二
章
に
新
稿
と
し
て
収
載
の
「
中
世
博
多
の
海
商
と
海
の
道
―
南
島
路

を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
従
来
の
文
献
史
学
・
考
古
学
の
研
究
成
果
を
整
理
し
、
一
一
世
紀
か
ら

一
三
世
紀
の
博
多
―
奄
美
の
域
内
流
通
で
は
博
多
在
住
の
宋
海
商
の
往
来
が
あ
っ
た
と
み
る
。

本
稿
の
結
論
と
も
重
な
る
も
の
で
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
二
一
年
七
月
二
七
日
審
査
終
了
）
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“Heike Monogatari” and Satsuma-tō: Chinese Merchant Ships 
and South Kyushu

TANAKA Fumio

In The ancient and medival Japanese history studies, international trade in South Kyushu during 

the Heian–Kamakura period was thought to have been conducted by Japanese merchants who 

traded at Hakata̓ s trading port. However, in recent years, archeology has presented some evidence 

that The Sung merchants (Chinese merchants) have visited South Kyushu. It is also pointed out 

that the Chinese trade ships that visited South Kyushu traded sulfur produced here. Therefore, 

this paper examined the “Heike Monogatari” (The tale of the Heike) in the Kamakura period and 

the 13th century Satsuma-tō（ 薩 摩 塔 ）. “Heike Monogatari” is a war chronicle between the Taira 

clan and Minamoto clan for control of Japan at the end of the 12th century in the Genpei War. In the 

“Heike Monogatari”, there is a description of sulfur trade in South Kyushu. The Satsuma-tō is a stone 

monument of the same period as the “Heike Monogatari”, and is distributed in the northwestern and 

southwestern parts of Kyushu. These stone monuments are said to have been brought to Japan from 

China. As a result of the analysis, the following points; ( 1 ) Among the Sung merchant ships that 

visited Hakata during the Heian-Kamakura period, there were ships headed to South Kyushu for trade.

( 2) Many of the Sung merchants who traded in Southern Kyushu are considered to be the people 

who lived in Japan. (3 ) Some of Japanese rulers who support the trade activities of Sung merchants 

used Chinese trade ships calling at Hakata and Satsuma as cargo carriers for goods and people. It 

is probable that the above had the following background. One is that the route connecting Satsuma 

and the South Island is incomparably more difficult than the general domestic route, and there was a 

need for a ship of a migrant sea merchandiser who was good at ocean voyages. Second, it is believed 

that the sulfur-containing South Island trade had been an important concern for trade with Japan for 

Chinese merchants as well.

Key words: “Heike Monogatari”, Satsuma-tō, Sung merchant, South Kyushu, sulfur


