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2３ 

そ
う
せ
つ
ｒ
｝
ん

せ
き
と
う
と

こ
の
小
文
は
、
清
の
曹
雪
芹
の
「
紅
楼
夢
」
の
現
存
す
る
股
ｊ
も
占
い
写
本
「
脂
硯
斎
遁
評
石
頭
記
・
己
卯
木
（
己
卯
冬
日
型
定
本
）
」
成

立
の
背
景
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写
本
の
問
題
は
（
一
）
原
作
者
曹
雪
芹
在
世
中
に
曹
家
と
密
接
な

い
し
ん
の
う

関
係
に
あ
っ
た
怡
親
王
弘
院
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
４
℃
の
で
、
直
接
曹
雪
芹
の
原
稿
を
底
本
に
し
て
い
る
可
能
性
が
強
い
一
」
と
。

（
二
）
こ
の
写
本
の
半
分
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
ほ
ぼ
完
全
に
残
さ
れ
て
い
る
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
庚
辰
本
（
庚
辰

冬
月
定
本
）
」
の
底
本
に
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
同
一
の
底
本
に
も
と
づ
く
姉
妹
本
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
で
、
庚
辰
本
本
文
の
価

値
、
す
な
わ
ち
現
代
中
国
の
校
訂
本
の
価
値
に
関
わ
っ
て
い
る
。

私
は
こ
こ
で
「
紅
楼
夢
」
の
作
者
曹
雪
芹
と
「
脂
硯
斎
頭
評
石
頭
記
・
己
卯
本
（
己
卯
冬
月
定
本
）
」
の
製
作
者
怡
親
王
弘
暁
と
の

関
係
を
述
べ
て
ゑ
た
い
。
は
た
し
て
「
己
卯
木
」
ば
曹
雪
芹
の
原
稿
に
韮
づ
く
も
の
で
、
そ
の
忠
実
な
コ
ピ
ー
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
「
己
卯
木
」
と
酷
似
し
て
お
り
、
前
八
十
回
の
全
貌
を
ほ
ぼ
完
全
に
留
め
て
い
る
「
庚
辰
本
」
を
底
本
に
し
て
校
訂
を
加
え
た
現

代
中
国
の
テ
キ
ス
ト
を
ｊ
も
と
に
、
曹
雪
芹
の
言
語
と
思
想
を
追
求
し
て
大
過
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
言
え
ば
、
私
達
は
「
己
卯

本
」
や
「
庚
辰
本
」
の
文
字
を
信
頼
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
前
提
と
し
て
、
貧
困
の
う
ち
に
「
紅
楼
夢
」
を
書
き
綴
っ
た

曹
雪
芹
の
別
の
一
面
、
治
親
王
府
や
平
郡
王
府
、
そ
し
て
愛
新
覚
羅
敦
敏
や
愛
新
覚
羅
敦
誠
と
い
う
下
り
坂
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
北
京

の
貴
族
た
ち
と
の
、
作
品
を
介
し
て
の
密
接
な
係
わ
り
を
「
己
卯
本
」
や
「
庚
辰
本
」
成
立
の
背
景
に
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
ら
の
写
本
は
け
し
て
曹
雪
芹
と
無
関
係
の
有
閑
貴
族
庭
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
曹
家
の
た
ど
っ
た

運
命
と
“
月
ら
歴
か
れ
た
立
場
と
を
結
び
付
け
ざ
る
を
得
な
い
「
一
群
の
詩
人
た
ち
」
の
共
有
財
産
と
い
う
性
格
を
小
）
っ
て
い
る
か
ら
で

白
家
瞳
遺
間

怡
親
王
弘
暁
と
紅
楼
夢

加
藤
昌
弘
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2４ 

白
家
瞳
は
美
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
村
の
南
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
金
山
三
環
」
の
山
盈
は
、
北
京
城
内
に
近
い
南
側
の
香
山
路
あ
た
り
か
ら
見
る
と
ほ
と
ん
ど
水
平

に
近
い
よ
う
な
稜
線
だ
が
、
北
側
に
あ
る
白
家
疏
か
ら
見
る
と
山
だ
の
一
つ
一
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
明
暗
を
く
つ
と
き
り
示
し
て
い
る
。

こ
の
村
の
西
側
に
も
南
北
に
山
☆
が
連
な
り
、
一
番
近
く
に
あ
る
成
子
山
が
果
樹
園
の
向
こ
う
に
均
整
の
取
れ
た
姿
で
横
た
わ
っ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
山
肌
の
う
ね
り
が
こ
こ
か
ら
は
見
て
取
れ
る
。
（
図
①
）

北
京
西
郊
の
頤
和
園
か
ら
西
北
に
廟
紅
旗
の
集
落
を
抜
け
て
、
バ
ス
で
二
十
分
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
村
は
あ
る
。
白
家
噛
に

は
「
西
口
」
と
「
東
口
」
と
い
う
二
つ
の
バ
ス
停
が
あ
り
、
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
閑
道
の
両
側
に
石
造
り
の
民
家
が
軒
を
並
べ
て
い
る
。

北
風
が
通
り
抜
け
る
と
、
何
も
見
え
な
い
が
、
何
か
が
カ
ラ
カ
ラ
と
音
を
立
て
て
い
る
北
中
国
の
乾
燥
し
た
農
村
だ
が
、
そ
れ
で
も
北

京
近
郊
ら
し
い
良
く
整
っ
た
た
た
ず
ま
い
が
こ
の
村
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

文
革
中
に
紅
衛
兵
に
破
壊
さ
れ
た
ら
し
い
石
碑
が
、
枯
れ
た
野
草
の
花
の
横
に
、
叩
き
割
ら
れ
た
頭
だ
け
を
残
し
て
横
た
わ
っ
て
い

あ
る
。
共
同
製
作
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
極
め
て
自
伝
的
要
素
の
濃
厚
な
個
人
的
創
作
で
あ
る
「
紅
楼
夢
」
に
、
自
ら
の
運

命
と
時
代
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
人
く
怡
親
王
弘
暁
、
愛
新
覚
羅
敦
敏
・
敦
誠
兄
弟
と
い
う
皇
族
の
や
り
場
の
な
い
感
情
が

こ
の
作
品
の
完
全
な
写
本
の
製
作
に
拍
車
を
掛
け
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
端
を
こ
れ
か
ら
考
え
て
承
る
。

北
京
香
山
正
白
旗
に
お
け
る
報
告
を
ま
と
め
た
私
は
、
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
己
卯
木
（
己
卯
冬
月
定
本
）
」
成
立
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
北
京
西
山
白
家
瞳
地
区
の
調
査
を
行
っ
た
。
怡
親
王
、
曹
雪
芹
、
「
紅
楼
夢
」
、
愛
新
覚
羅
敦
敏
を
つ
な

ぐ
線
が
必
ず
こ
こ
を
通
過
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
曹
雪
芹
は
あ
る
期
間
を
こ
こ
で
過
ご
し
、
極
秘
の
交
際
を
も
ち
、
「
脂
硯
斎
重
評

石
頭
記
・
己
卯
木
（
己
卯
冬
月
定
本
）
」
の
底
本
を
完
成
し
て
い
る
。
白
家
瞳
と
は
如
何
な
る
所
で
、
何
故
そ
こ
が
「
紅
楼
夢
」
成
立

に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
十
分
な
資
料
し
か
な
い
段
階
で
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
現

存
す
る
わ
ず
か
な
資
料
か
ら
な
ん
ら
か
の
暗
示
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
る
。

白
家
瞳
の
村
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2７ 

ろ
。
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
文
字
か
ら
辛
う
じ
て
読
み
取
れ
る
の
は
、
あ
る
愛
新
覚
羅
姓
の
女
性
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
結
婚
し
、
北
京
に
帰

っ
た
後
、
愛
し
て
や
ま
な
い
こ
の
白
家
瞳
で
赤
十
字
活
動
に
尽
く
し
た
こ
と
を
記
念
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
村
に
つ
い
て
の
記
録
は

驚
く
ほ
ど
乏
し
い
。
清
朝
の
こ
ろ
も
そ
う
だ
っ
た
。
記
録
と
記
録
と
の
一
一
一
一
口
葉
に
な
ら
な
い
よ
う
な
空
間
、
言
わ
ば
日
常
の
せ
つ
な
さ
の

よ
う
な
村
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
の
山
村
の
華
や
か
な
時
代
を
伝
え
る
記
憶
は
ま
だ
幾
ら
か
は
生
き
て
い
る
。

白
家
瞳
は
城
内
か
ら
妙
峰
山
に
行
く
途
中
に
あ
る
。
北
京
の
入
念
の
信
仰
を
集
め
た
妙
峯
山
か
い
つ
ご
ろ
か
ら
賑
わ
い
を
見
せ
始
め

た
の
か
さ
だ
か
で
は
な
く
、
敦
崇
の
「
燕
京
歳
時
記
」
に
も

「
廟
中
に
は
硯
碑
が
な
い
の
で
そ
の
起
源
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
雍
正
、
乾
隆
年
間
こ
の
か
た
存
在
し
て
い

る
。
惜
し
む
ら
く
は
こ
れ
を
記
述
し
た
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
黒
龍
灘
、
温
泉
を
見
な
が
ら
大
覚
寺
に
至
り
、
妙
峰
山
参
拝
の
四
道
の
う
ち
の
中
道
に
入
る
。
毎
年

四
月
の
半
月
に
わ
た
る
ご
開
帳
の
と
き
に
は
こ
の
あ
た
り
は
往
来
の
人
々
で
賑
わ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
温
泉
の
近
く
の
画
眉
山
は
か
つ

て
金
の
時
代
に
後
宮
の
婦
人
た
ち
の
使
う
鱗
の
原
料
と
な
る
黛
石
を
産
し
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
あ
る
。
こ
の
石
は
北
京
西
北
の
山

念
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
、
時
に
険
し
く
、
時
に
ゆ
る
や
か
に
波
打
っ
て
い
る
こ
の
一
帯
の
進
山
連
動
が
、
遥
か
太
古
に
こ
の
土
地
の

娘
た
ち
の
た
め
に
生
糸
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
雨
乞
い
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
黒
龍
灘
に
は
康
煕
、
乾
隆
二
帝
の
石
碑
が
あ
る
。

現
在
の
白
家
瞳
は
山
麓
の
ご
く
な
だ
ら
か
な
起
伏
の
あ
る
平
地
で
果
樹
栽
培
を
行
い
、
収
稚
機
に
は
ト
ラ
ッ
ク
一
杯
に
積
ま
れ
た
甘

い
香
り
の
果
物
が
城
内
に
運
ば
れ
て
行
く
。
頤
和
園
と
西
山
農
場
を
結
ぶ
幹
線
道
路
が
こ
の
村
の
主
要
な
交
通
路
で
、
二
本
の
ベ
ス
路

線
が
走
り
、
ト
ラ
ッ
ク
や
ジ
ー
プ
も
か
な
り
頻
繁
に
通
過
し
て
行
く
。

も
う
一
本
、
今
で
は
歩
く
も
の
も
少
な
く
な
っ
た
が
、
か
つ
て
は
最
も
頻
繁
に
往
来
さ
れ
た
道
が
あ
る
。
そ
れ
は
果
樹
園
の
間
の
道

を
南
に
取
り
、
山
を
越
え
て
臥
仏
寺
の
香
山
正
白
旗
に
至
る
道
で
あ
る
。
臥
仏
寺
方
面
か
ら
白
家
瞳
に
至
る
に
は
徒
歩
約
四
時
間
、
白

家
瞳
か
ら
臥
仏
寺
に
は
約
三
時
間
、
現
在
の
幹
線
道
路
を
歩
い
て
城
内
に
行
く
よ
り
も
近
く
、
か
つ
て
の
香
山
健
鋭
営
周
辺
も
か
な
り

繁
華
だ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
道
を
通
っ
て
白
家
瞳
の
産
物
や
人
食
が
香
山
健
鋭
営
に
向
か
っ
た
。
か
つ
て
ふ
み
な
ら
さ
れ
た
山
道
は
今

で
も
ま
だ
雑
草
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
安
全
に
往
復
で
き
る
。
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2８ 

北
京
市
海
淀
区
白
家
瞳
小
学
校
。
北
京
の
ど
こ
の
小
学
校
に
も
あ
る
よ
う
な
緑
色
の
鉄
の
校
門
が
あ
り
、
そ
の
校
門
の
斜
め
前
に
民

国
元
年
に
修
築
さ
れ
た
と
い
う
古
い
野
外
舞
台
が
あ
る
。
石
と
煉
瓦
を
組
ん
だ
も
の
で
、
板
張
り
の
舞
台
と
前
方
の
隅
の
二
本
の
柱
と

欄
間
、
天
井
は
木
造
で
あ
る
。
天
井
に
は
な
に
か
絵
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
今
で
は
ご
く
強
い
原
色
の
部
分
し
か
顔
料
が
残
さ
れ

て
お
ら
ず
、
柱
の
対
聯
の
文
字
も
雨
風
に
削
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
す
べ
て
は
読
永
取
れ
な
い
。
読
承
取
れ
る
の
は
「
看
我
非
」
「
而

非
我
」
た
ど
の
数
文
字
だ
け
で
あ
る
。

十
数
畳
ほ
ど
の
舞
台
の
後
ろ
は
白
い
壁
だ
が
、
そ
の
左
半
分
に
一
間
ほ
ど
の
格
子
窓
と
半
間
ほ
ど
の
出
入
口
が
あ
り
、
後
方
の

楽
屋
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
鋒
台
に
は
無
雑
作
に
藁
が
投
げ
積
ま
れ
、
楽
屋
に
は
使
い
古
さ
れ
た
竹
篭
が
投
げ
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
に
ぎ
や
か
に
「
西
皮
」
「
二
黄
」
が
奏
で
ら
れ
関
羽
や
張
飛
が
大
太
刀
回
り
を
し
、
艶
や
か
な
女
役
が
脂
粉
の
香
り
に
鰯
鰯

と
恋
ど
こ
ろ
を
う
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
痩
せ
た
野
良
犬
が
干
乾
ぴ
た
白
菜
の
芯
を
く
わ
え
て
、
そ
わ
そ
わ
と
藁
の
中
に
隠
し
て
い
る
。

（
図
②
）

小
学
学
の
鉄
の
門
を
開
く
と
、
五
十
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
、
片
隅
に
細
か
い
煉
瓦
の
破
片
が
散
ら
ば
っ
た
校
庭
で
あ
る
。
校
舎
に

入
る
中
門
の
白
い
ペ
ン
キ
の
上
の
「
天
天
学
習
、
好
好
向
上
」
と
い
う
赤
い
文
字
が
こ
と
の
ほ
か
鮮
や
か
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
中
は
高

い
樹
木
に
お
お
わ
れ
た
清
潔
な
赤
煉
瓦
の
校
舎
群
で
あ
る
。
こ
の
中
門
の
近
く
、
柏
楊
の
陰
の
あ
ま
り
人
目
を
引
か
な
い
と
こ
ろ
庭
ア

ー
チ
型
の
門
を
も
っ
た
朱
の
禿
げ
た
古
風
な
堂
が
あ
り
、
門
の
上
の
地
色
を
さ
ら
け
だ
し
た
木
版
に
は
「
慨
王
祠
」
の
三
文
字
が
認
め

ら
れ
る
。
校
門
の
前
の
舞
台
は
も
と
も
と
こ
の
「
賢
王
祠
」
王
爺
殿
と
、
向
か
い
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
図
③
）

こ
の
賢
王
祠
は
清
の
雍
正
帝
の
異
母
弟
・
十
三
阿
寄
怡
親
王
胤
祥
を
祭
っ
て
お
り
、
王
爺
殿
の
ア
ー
チ
型
の
門
に
施
さ
れ
た
神
獣
や

蓮
華
の
彫
刻
が
、
親
王
家
の
家
廟
ら
し
い
厳
か
さ
を
留
め
て
い
る
。
校
舎
群
の
一
番
奥
に
は
現
在
図
書
館
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
一
番

立
派
な
建
物
・
観
音
殿
が
あ
る
。
こ
の
観
音
殿
も
民
国
元
年
に
修
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
賢
王
祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
怡
親
王
胤
祥
は
冷
酷
な
雍
正
帝
が
た
だ
一
人
信
頼
を
置
い
た
兄
弟
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
九
つ
の

二
、
白
家
瞳
賢
王
祠
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と
こ
ろ
で
、
「
紅
楼
夢
」
の
）
」
く
初
期
の
写
本
の
一
節
が
怡
親
王
胤
祥
の
子
孫
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
小
説
の
成

立
す
る
背
景
に
は
怡
親
王
胤
祥
の
子
弘
暁
の
存
在
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
愛
新
覚
羅
敦
敏
の
「
瓶
湖
懲
斎
記
盛
」
に
よ
れ
ば
曹
雪
芹

は
乾
隆
一
一
十
一
一
一
年
（
一
七
五
八
年
）
の
春
か
ら
十
一
一
月
ま
で
の
あ
る
期
間
を
白
家
噸
で
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
翌
年
に
は
紅
楼
夢
の
何

度
目
か
の
草
稿
で
、
脂
硯
斎
に
よ
る
四
度
目
の
校
閲
を
経
た
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
己
卯
木
（
己
卯
冬
月
定
本
と
の
底
本
が
製
作
さ

れ
、
お
そ
ら
く
曹
雪
芹
在
世
中
に
弘
暁
の
手
元
に
わ
た
り
、
現
存
す
る
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
己
卯
木
」
が
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
写
本
は
清
末
の
進
士
・
董
康
の
蔵
書
だ
っ
た
も
の
を
陶
洙
が
手
に
い
れ
て
、
現
在
は
北
京
図
醤
館
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
写
本
に
は
極
だ
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
「
玄
」
「
祥
」
「
暁
」
の
文
字
は
一
画
ず
つ
峡
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
弘
暁

の
子
の
「
永
」
の
字
は
鉄
筆
さ
れ
て
お
ら
ず
、
七
人
の
筆
跡
の
う
ち
三
人
の
も
の
は
北
京
図
書
館
蔵
の
弘
暁
の
時
代
の
「
怡
府
書
目
」

の
も
の
と
一
致
し
、
一
人
の
筆
跡
は
弘
暁
自
筆
の
「
明
善
党
詩
集
」
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
図
④
）
こ
の
写
本
が
弘
暁
の
時

に
弘
暁
自
身
を
は
じ
め
、
そ
の
子
の
世
代
の
も
の
も
含
め
た
七
人
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
）
」
の
写
本
は

前
八
十
回
が
ほ
ぼ
完
全
腫
残
さ
れ
て
い
る
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
庚
辰
本
（
庚
辰
秋
月
定
本
）
」
と
全
く
同
じ
格
式
で
、
し
か
も
同

じ
筆
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
庚
辰
本
と
姉
妹
関
係
に
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
判
明
し
て
い
る
。
庚
辰
本
は
一
九
一
一
三
年
に
北
城
の
旗
人

が
隆
福
寺
の
縁
日
に
売
り
に
出
し
た
も
の
を
徐
星
署
が
入
手
し
た
も
の
で
、
現
在
は
北
京
大
学
図
書
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
庚
辰
本
の
批
に
は
一
九
七
七
年
に
発
見
さ
れ
た
「
乾
隆
二
十
五
年
」
「
題
芹
渓
居
士
句
」
な
ど
と
し
る
さ
れ
た
書
箱
の
筆
跡
と
酷

似
し
た
筆
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
も
し
そ
れ
が
同
一
人
物
の
筆
跡
だ
と
す
れ
ば
乾
隆
一
一
十
五
年
に
成
人
に
達
し
て
い
た
も
の
が
こ
の
写
本

役
職
を
兼
任
し
、
戸
部
の
粛
正
に
尽
力
し
、
北
京
西
郊
の
第
二
離
宮
臥
仏
寺
の
修
築
と
、
こ
こ
白
家
瞳
の
水
利
工
事
も
任
せ
ら
れ
て
い

た
。
怡
親
王
胤
祥
が
世
を
去
っ
た
の
は
雍
正
八
年
五
月
（
一
七
三
○
年
）
の
こ
と
で
、
翌
六
月
に
こ
の
白
家
嘘
に
怡
親
王
祠
を
建
て
て

祭
ら
れ
た
。
白
家
畷
小
学
校
の
片
隅
の
花
壇
で
飾
ら
れ
た
教
室
の
脇
に
高
さ
一
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
石
碑
が
あ
る
。
「
勅
賜
白
家
噸
賢
王

祠
祭
田
碑
記
」
で
あ
る
。

三
、
「
紅
楼
夢
」
と
満
州
貴
族
た
ち
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一
例
を
挙
げ
る
と
作
品
の
中
で
質
家
の
菩
提
寺
と
さ
れ
て
い
る
「
饅
頭
庵
鉄
濫
寺
」
が
あ
る
。
現
在
で
は
こ
れ
は
作
者
が
池
成
大
の

「
縦
有
千
年
鉄
門
限
、
終
須
一
個
土
饅
頭
」
（
千
年
の
鉄
の
囲
承
と
誇
る
と
も
、
つ
い
に
は
や
っ
ぱ
り
土
饅
頭
）
と
い
う
句
か
ら
取
っ

た
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
妥
当
な
解
釈
に
な
い
て
お
り
、
た
し
か
に
こ
れ
は
貴
族
の
没
落
と
い
う
「
紅
楼
夢
」
の
世
界
に
ふ
さ
わ
し

く
、
作
者
も
一
方
で
こ
の
句
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
に
命
名
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
作
品
の
背
景
と
な
っ
た
乾
隆
初
年
の
ま
だ
満
州

王
朝
漬
国
建
国
の
神
話
が
生
き
て
い
た
北
京
西
山
の
風
土
に
着
目
す
る
と
き
、
実
は
こ
れ
は
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
の
次
男
で
大
宗
ホ
ン
ク
イ

ジ
の
実
兄
で
あ
る
礼
親
王
ダ
イ
シ
ャ
ン
と
、
そ
の
子
孫
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
ダ
イ
シ
ヤ
ン
の
墓

を
手
に
し
た
こ
と
に
な
り
、
か
な
り
早
期
の
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

怡
親
王
弘
暁
の
「
紅
楼
夢
」
に
よ
せ
る
関
心
に
は
な
ゑ
な
糸
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
染
ず
か
ら
も
写
本
の
筆
写
に
従
事
す
る
よ
う

な
こ
と
は
、
か
れ
の
身
分
か
ら
す
れ
ば
、
無
用
の
労
苦
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
か
れ
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
と
自

ら
と
の
関
わ
り
を
確
か
な
も
の
と
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
は
い
っ
た
い
「
紅
楼
夢
」
の
な
に
が
そ
れ
ほ
ど
こ
の
皇
室
に
つ
ら
な

る
満
州
貴
族
を
ひ
き
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

曹
雪
芹
は
曹
家
の
没
落
の
過
程
を
つ
ぶ
さ
庭
体
験
し
、
こ
の
世
で
は
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
い
恋
を
、
貴
族
の
没
落
と
い
う
時
間
的
経

緯
の
な
か
の
微
妙
な
神
経
戦
と
し
て
描
き
切
っ
た
。
た
だ
、
当
時
の
ご
く
普
通
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
小
説
と
は
「
野
史
」
す
な
わ
ち

歴
史
那
突
の
識
釈
師
的
通
俗
化
で
あ
り
、
け
し
て
「
作
家
の
世
界
認
識
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
再
榊
成
」
な
ど
と
意
識
さ
れ
る
こ
と

ば
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
作
品
が
い
か
な
る
歴
史
的
「
事
実
」
を
描
い
た
も
の
な
の
か
、
読
者
は
そ
の
詮
索
に
夢
中
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
曹
雪
芹
自
身
も
そ
の
あ
た
り
を
逆
手
に
と
っ
て
か
な
り
は
っ
き
り
と
歴
史
的
事
実
を
暗
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
満
州
族
文

化
の
漢
化
に
と
も
な
う
か
な
り
決
定
的
な
言
語
の
交
替
が
そ
の
時
代
に
あ
り
、
ま
し
て
今
日
で
は
背
後
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
が
分
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
俗
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
今
日
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
ど
う
し
て
も
乾
隆
年
間
の
北
京
西
郊
の
歴

史
、
風
土
、
言
語
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
は
「
紅
楼
夢
」
の
語
句
の
解
釈
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

四
、
平
群
王
府
と
「
饅
頭
庵
」
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「
貧
乏
な
親
戚
が
訪
ね
て
来
る
の
も
好
意
か
ら
と
か
、
も
と
よ
り
こ
ち
ら
か
ら
世
話
を
す
べ
き
と
こ
ろ
と
か
の
数
語
。
余
は
ま
た
石

頭
記
の
な
か
で
お
目
に
か
か
っ
た
。
嘆
く
べ
し
。
」

曹
家
と
ダ
ィ
シ
ャ
ン
の
子
孫
と
は
、
冷
淡
な
関
係
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
曲
が
り
な
り
に
も
直
系
の
親
戚
で
あ
る
。
菩
提
寺
を
饅
頭

村
の
礼
王
墳
に
な
ぞ
ら
え
た
背
最
に
は
し
だ
い
に
冷
淡
に
な
り
、
か
つ
向
ら
も
変
え
て
行
く
親
戚
平
郡
王
府
の
姿
が
暗
示
さ
れ
て
い

た
。

地
礼
王
墳
は
現
在
の
門
頭
村
に
あ
っ
た
。
西
直
門
か
ら
西
に
約
十
キ
ロ
、
香
山
正
白
旗
か
ら
は
山
沿
い
に
南
に
下
っ
た
正
紅
旗
営
で
、

か
つ
て
こ
こ
に
藤
ら
し
て
い
た
老
舎
が
「
金
玉
紅
楼
終
是
夢
、
嫌
鋤
碧
野
遍
開
花
」
と
郭
沫
蒋
に
書
き
贈
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

門
頭
村
ば
明
代
に
は
鰻
頭
村
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
清
代
に
門
頭
村
と
醤
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
も
こ
の
バ
ス
停
は
「
門
頭

村
」
と
い
う
が
、
住
民
た
ち
は
「
饅
頭
村
」
あ
る
い
は
「
饅
村
」
と
呼
び
習
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
作
品
に
描
か
れ
た
地
理
関
係
を
見
、

曹
家
の
失
わ
れ
た
栄
華
の
背
景
を
見
る
と
き
、
こ
の
菩
提
寺
「
饅
頭
庵
」
が
「
饅
頭
村
」
の
「
鉄
帽
子
王
」
礼
王
墳
を
ほ
の
め
か
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
不
必
要
な
詮
索
か
ら
身
を
守
る
な
ら
ば
作
者
は
む
し
ろ
「
饅
頭
庵
鉄
艦
寺
」
な
ど
と
い
う
命
名
は
避
け

る
べ
き
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
命
名
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ナ
ン
ヤ
ン
グ
ナ
ニ
ジ
ニ
ン

こ
こ
で
作
者
は
確
か
に
礼
親
王
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
子
孫
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
乾
隆
元
年
か
ら
十
一
二
年
ま
で
満
州
正
白
旗
都
統
の
任

に
あ
っ
た
の
は
平
祁
主
福
彰
で
あ
っ
た
。
福
彰
は
礼
親
王
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
七
代
目
の
子
孫
に
当
る
。
満
州
正
白
旗
都
統
と
い
え
ば
没
落

し
た
と
は
い
え
曹
家
に
と
っ
て
は
か
つ
て
の
役
職
で
あ
り
、
こ
の
時
に
は
直
接
の
上
司
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
福
彰
の
母
、
つ
ま
り
父

平
郡
王
ナ
ル
ス
の
妻
は
、
曹
雪
芹
の
祖
父
曹
寅
の
娘
な
の
で
あ
る
。
福
彰
は
曹
家
の
強
力
な
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
乾
隆
十
三

ク
プ
ホ
フ
ル
ギ

年
、
福
彰
が
世
を
去
り
、
後
を
継
い
た
福
彰
の
長
子
は
天
折
し
、
乾
隆
十
九
年
に
は
福
季
の
子
慶
恒
が
位
を
継
い
た
。
役
職
は
順
紅
旗

ヤ
ン
グ
ナ
ニ
カ
ン
エ
ジ
エ
ン

漢
軍
都
統
、
格
下
げ
で
あ
る
。
曹
家
と
の
血
縁
は
途
絶
し
え
、
稲
彰
の
頃
と
は
一
変
し
て
曹
家
に
対
し
て
冷
淡
な
態
度
を
取
る
よ
う
に
な

っ
た
。
「
紅
楼
夢
」
第
六
回
、
劉
ば
あ
さ
ん
が
遠
い
親
戚
の
質
府
を
訪
ね
て
困
惑
し
な
が
ら
金
を
め
ぐ
ん
で
も
ら
う
場
面
に
記
さ
れ
た

脂
批
の
数
為
が
こ
の
間
の
事
情
を
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
没
落
し
た
曹
家
の
人
々
が
た
し
か
に
平
郡
王
府
を
た
ず
ね
た
ら
し
い
苦

々
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
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怡
親
王
胤
祥
な
き
後
、
怡
親
王
府
の
た
ど
っ
た
道
は
胤
祥
の
子
弘
暁
を
「
紅
楼
夢
」
の
世
界
に
引
き
い
れ
る
の
に
十
分
だ
っ
た
。
白

家
瞳
に
は
怡
親
王
胤
祥
の
手
掛
け
た
水
利
工
事
の
跡
が
あ
り
、
か
つ
て
は
こ
の
水
路
の
両
側
の
土
地
に
は
特
殊
な
恩
恵
が
与
え
ら
れ
て

「
紅
楼
夢
」
に
は
曹
家
と
関
わ
り
の
あ
る
親
王
府
の
）
」
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
弘
暁
は
そ
う
考
え
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
怡
親
王
府

も
例
外
で
は
な
い
。
父
怡
親
王
胤
祥
は
南
京
の
曹
家
か
ら
届
け
ら
れ
る
上
奏
文
を
雍
正
帝
に
取
り
次
ぐ
役
目
で
、
没
落
の
瀬
戸
際
に
い

る
曹
家
も
、
「
委
細
は
怡
親
王
に
任
せ
る
よ
う
に
」
と
い
う
雍
正
帝
自
ら
の
お
墨
つ
き
を
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
曹
家
の
た
ど
っ

た
道
と
、
怡
親
王
府
の
た
ど
っ
た
道
と
は
肝
心
な
と
こ
ろ
で
接
点
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
怡
親
王
胤
祥
は
結
局
彼
の
父
曹
順
を

救
え
ず
、
乾
隆
四
年
の
多
く
の
皇
族
が
断
罪
さ
れ
た
政
変
未
遂
事
件
で
は
自
分
の
兄
弟
た
ち
と
同
様
瞥
家
の
北
京
で
の
生
存
も
保
証
で

き
ず
、
曹
雪
芹
は
香
山
の
旗
営
に
転
が
り
込
ん
で
き
た
。
曹
家
に
つ
い
て
は
自
明
の
こ
と
で
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
も
し
自
分
た
ち
の

周
囲
の
誰
か
が
朝
廷
を
恨
ん
で
い
る
な
ど
と
取
ら
れ
る
節
が
あ
っ
た
ら
大
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
恐
る
べ
き
こ
と
は
こ
の
小
説
が
宮
中

の
極
秘
事
項
に
触
れ
て
い
る
と
い
う
風
聞
が
年
配
の
皇
族
の
間
で
密
か
に
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
。

、
Ｕ

質
府
の
現
状
を
総
括
す
る
よ
う
な
「
成
則
王
侯
敗
則
賊
」
と
い
う
一
句
が
弘
暁
の
手
に
な
る
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
己
卯
本
（
己

も
、

卯
冬
月
定
本
」
に
限
っ
て
「
成
則
公
侯
敗
則
賊
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
「
王
侯
」
の
語
に
何
か
不
隠
な
も
の
を
感
じ
た
た
め
で
あ

る
。こ
の
特
殊
な
集
落
の
形
成
に
つ
い
て
は
「
勅
賜
白
家
噸
賢
王
祠
祭
田
碑
記
」
に
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
碑
文
に
は
摩
滅
し
て
い

て
判
読
の
困
難
な
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
手
元
に
中
国
曹
雪
芹
研
究
会
の
李
強
氏
が
他
の
文
献
や
当
地
の
伝
承
を
基
に
し
て
峡
文
を

い
た
。

五
、
弘
暁
の
危
倶

六
、
「
勅
賜
白
家
峨
贋
王
祠
祭
田
碑
記
」
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3３ 

「
庚
戊
の
年
へ
雍
正
八
年
、
一
七
三
○
年
へ
五
月
、
和
碩
怡
親
王
へ
胤
祥
｝
西
山
の
白
家
瞳
に
て
ゑ
ま
か
り
た
ま
え
り
。
こ
の
地
の

民
な
る
張
明
ら
、
か
の
生
前
の
慈
し
ゑ
を
思
い
、
祠
を
建
て
祭
り
も
う
さ
む
と
願
い
い
で
た
れ
ば
、
内
大
臣
内
務
府
総
管
戸
部
左
侍
郎

海
望
（
そ
の
旨
を
上
奏
せ
り
）
。

ぷ
こ
と
の
り
あ
り
て
、
允
口
字
峡
〕
に
国
庫
金
を
出
さ
し
め
、
そ
れ
が
し
海
望
に
建
造
を
命
じ
た
ま
う
も
、
民
の
労
を
煩
わ
す
を

願
い
た
ま
わ
ず
、
時
三
伏
に
当
り
、
こ
の
地
の
民
に
祭
り
を
致
す
備
え
と
て
あ
る
主
じ
け
れ
ば
、
難
儀
を
か
く
る
は
免
れ
ず
と
お
ぼ
し

め
し
た
ま
い
、
村
の
役
人
に
命
じ
、
銭
穀
物
の
税
を
と
こ
し
え
に
許
し
、
た
だ
線
香
料
の
象
を
お
さ
め
、
こ
の
地
の
良
民
を
潤
さ
し
め

ん
と
の
承
心
な
り
。
〔
以
下
概
要
〕
耕
地
を
持
た
ぬ
民
に
は
土
地
を
分
配
し
、
専
ら
怡
親
王
胤
祥
の
徳
を
思
わ
し
め
、
（
賢
王
祠
の
西

の
水
路
沿
い
の
四
）
十
八
畝
の
土
地
を
、
賢
王
祠
建
造
に
従
事
し
た
あ
の
た
ち
に
世
襲
と
し
て
与
え
、
毎
年
の
祭
り
に
備
え
さ
せ
る
ほ

か
（
困
窮
し
た
旗
人
を
養
う
の
に
用
い
ら
れ
た
。
）
》
」
の
土
地
の
詳
細
は
内
務
府
総
官
戸
部
侍
郎
海
望
に
命
じ
、
四
分
し
て
宛
平
県
昌

平
州
の
管
轄
下
に
記
録
さ
せ
た
。
」

こ
の
碑
文
か
ら
こ
の
土
地
が
免
税
の
特
権
を
も
ち
、
怡
親
王
胤
祥
を
記
念
す
べ
く
、
専
ら
皇
帝
の
恩
恵
に
よ
っ
て
特
殊
な
管
理
が
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
家
廟
の
土
地
が
世
襲
さ
れ
る
こ
と
は
常
識
だ
が
、
そ
れ
を
白
家
峨
の
一
般
住
民
に
ま
で
及
ぼ
し
、
さ
ら
に

困
窮
し
た
旗
人
の
生
活
保
謹
ま
で
約
束
す
る
と
い
う
の
は
珍
し
い
こ
と
に
違
い
な
い
。

翌
雍
正
九
年
に
は
北
京
の
ほ
か
に
も
奉
天
、
漸
江
に
賢
王
祠
が
建
造
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
は
全
国
各
省
に
波
及
し
て
い
っ
た
。
そ
れ

ら
は
臣
下
が
民
情
を
代
言
し
て
建
造
を
申
し
出
る
と
い
う
形
式
を
踏
ん
で
い
る
が
、
実
は
怡
親
王
胤
祥
に
対
す
る
雍
正
帝
の
感
情
に
訴

え
か
け
て
政
治
生
命
の
安
定
を
謀
っ
た
屯
の
庭
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
雍
正
帝
の
時
代
に
拾
親
王
胤
祥
が
い
か
な
る
地
位
を

占
め
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。

補
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、

私
が
補
っ
た
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
を
参
考
に
し
て
こ
の
石
碑
の
大
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
（
）
内
が
李
強
氏
の
推
定
、
三
は

Hosei University Repository



3４ 

窪
雪
玲
、
露
紀
平
の
よ
う
に
「
紅
楼
夢
」
が
こ
の
こ
と
の
実
相
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て

曹
雪
芹
の
愛
し
た
侍
女
「
竺
紅
玉
」
が
雍
正
帝
に
奪
わ
れ
、
雍
正
帝
を
暗
殺
し
た
の
少
っ
曹
雪
芹
の
も
と
に
帰
る
と
い
う
か
な
り
「
大

胆
」
た
内
容
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
説
が
発
表
さ
れ
た
の
は
ご
く
最
近
の
一
九
八
九
年
の
こ
と
で
あ
り
、
北
京
の
入
念
に
と
っ
て
清

宮
の
謎
と
「
紅
楼
夢
」
が
い
ま
だ
に
あ
る
重
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
紅
楼
解
夢
）

曹
家
は
雍
正
帝
に
対
し
て
消
す
こ
と
の
で
き
ぬ
恨
承
を
抱
い
て
い
た
。

雍
正
五
年
に
南
京
の
江
寧
織
造
の
職
を
没
収
さ
れ
た
曹
家
の
人
台
が
、
そ
の
こ
と
を
深
く
恨
ん
で
い
た
こ
と
が
「
紅
楼
夢
」
の
次
の

一
節
か
ら
も
分
か
る
。
第
一
回
、
愛
嬢
英
蓮
を
抱
い
て
い
る
甑
士
隠
の
前
で
か
さ
か
き
頭
で
び
っ
こ
の
僧
侶
が
大
笑
い
し
て
よ
み
あ
げ

う
説
も
あ
る
。

十
一
一
一
年
八
月
、
雍
正
帝
が
世
を
去
っ
た
。
「
清
史
演
義
」
や
「
清
朝
秘
史
」
の
よ
う
に
か
な
り
の
文
献
を
あ
さ
っ
て
書
か
れ
た
小
説

が
そ
れ
を
女
侠
の
暗
殺
と
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
一
方
で
雍
正
帝
は
道
教
に
凝
っ
て
道
士
の
金
丹
を
飲
ん
で
死
ん
だ
の
だ
と
い

便
是
烟
消
火
減
時

元
宵
の
節
句
の
「
後
」
に
は
気
を
付
け
る

煙
も
消
え
て
火
も
消
え
る
。

こ
の
詩
に
は
曹
家
の
人
に
し
か
分
ら
な
い
い
き
さ
つ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

）
」
の
年
の
雍
正
五
年
の
六
月
、
雍
正
帝
の
上
着
や
、
宮
中
の
倉
に
あ
っ
た
江
寧
織
造
製
造
の
絹
織
物
の
色
が
落
ち
て
い
る
の
が
発
見

さ
れ
た
。
さ
ら
に
織
造
の
役
人
が
道
中
不
正
な
利
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
噂
が
皇
帝
の
耳
に
は
い
る
。
曹
順
も
し
き
り
に
雍
正
帝

に
進
物
す
る
が
、
帝
の
反
応
は
冷
淡
で
あ
る
。

ろ
詩
が
あ
る
。

好
防
佳
節
元
宵
後

七
、
雍
正
帝
の
死
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3５ 

、
、
ｂ
、

何
と
冷
淡
な
口
調
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
十
一
一
月
十
五
日
、
附
赫
徳
を
後
任
に
決
め
、
一
一
十
四
日
、
瞥
傾
家
産
没
収
の
上
諭
が
下
さ

れ
る
。
こ
の
丁
寧
に
し
る
さ
れ
た
満
文
の
巻
物
が
開
か
れ
た
と
き
、
曹
家
の
栄
華
は
終
わ
っ
た
。

「
江
寧
織
造
曹
傾
は
、
行
い
正
し
か
ら
ず
、
織
造
は
多
大
な
赤
字
を
抱
え
た
。
朕
は
幾
度
も
恩
を
施
し
寛
大
に
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を

課
ら
か
た
。
＄
）
し
朕
の
彼
の
家
を
気
づ
か
う
心
に
感
謝
す
る
な
ら
、
当
然
ひ
た
す
ら
努
力
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
彼
は
こ
の
恩

に
報
お
う
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
家
財
を
他
に
移
し
て
隠
し
、
朕
の
恩
を
無
に
し
た
。
ま
こ
と
に
憎
む
べ
き
所
業
で
あ
る
。
よ
っ
て
江

南
総
督
萢
時
鐸
に
命
じ
、
曹
家
の
家
財
を
封
じ
さ
せ
、
主
だ
っ
た
人
交
は
捕
ら
え
置
き
、
家
人
の
財
産
も
封
じ
さ
せ
、
新
任
織
造
官
負

附
赫
徳
の
到
着
後
処
分
さ
せ
る
。
」

こ
の
上
論
は
二
十
日
ほ
ど
で
南
京
に
届
い
た
。

正
月
の
行
事
ｊ
も
ほ
ぼ
終
わ
り
、
元
宵
節
を
迎
え
る
直
前
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
紅
楼
夢
の
び
っ
こ
の
僧
侶
は
こ
う
言
っ
た
。

元
宵
の
節
句
の
「
後
」
に
は
気
を
付
け
る

煙
Ｊ
も
消
え
て
、
火
ｑ
も
消
え
る
。

あ
る
写
本
（
甲
戌
本
）
に
は
こ
の
部
分
に
朱
筆
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
「
後
」
で
も
「
前
」
で
ｊ
い
）
同
じ
こ
と
だ
。
前
と
言
わ
ず
に
後
と
一
一
一
一
口
っ
た
の
は
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
者
を
は
ば
か
っ
て
の
こ
と
。
」

朱
筆
を
く
わ
え
た
脂
硯
斎
は
お
そ
ら
く
曹
雪
芹
よ
り
年
長
の
曹
家
の
誰
か
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
等
の
間
で
、
雍
正
帝
に
よ
る
お
家
没

収
の
こ
と
が
い
つ
ま
で
Ｊ
も
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
北
）
見
て
取
れ
る
。

る
な
と

江
寧
織
造
奴
才
曹
傾
脆
進
単

「
江
寧
織
造
奴
才
曹
瀬
ひ
ざ
ま
ず
い
て
御
進
物
い
た
し
ま
す
。

煽
対
単
條
字
綾
一
百
剛
（
鋼
雍
正
朱
批
、
要
ら
ぬ
も
の
だ
。
も
う
贈
る
な
。
）

菱
紙
四
百
張
（
雍
正
朱
批
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
は
要
ら
ぬ
。
少
な
く
し
ろ
。
）

湖
筆
四
百
枝
（
雍
正
朱
批
、
筆
は
ま
あ
使
え
る
。
）

錦
扇
一
百
把
（
雍
正
朱
批
、
こ
ん
な
無
駄
な
こ
と
、
朕
は
大
嫌
い
だ
。
た
だ
墨
色
の
曹
扇
を
愛
用
し
て
い
る
。
こ
ん
な
扇
は
も
う
贈
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３６ 

こ
の
事
件
の
た
め
に
怡
親
王
の
尊
厳
は
完
全
に
地
に
落
ち
た
。
断
江
省
の
賢
王
祠
は
早
く
も
関
帝
廟
に
様
変
わ
り
し
た
。
乾
隆
二
十

年
、
乾
隆
帝
は
各
省
と
も
こ
れ
に
習
う
よ
う
に
と
い
う
直
諭
を
下
し
た
。
怡
親
王
胤
祥
を
祭
る
こ
と
は
無
意
味
だ
か
ら
、
関
帝
廟
な
り

な
ん
な
り
に
改
造
し
て
し
ま
え
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
怡
親
王
の
位
に
つ
い
て
い
た
弘
暁
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
だ
ろ

う
か
。
た
だ
弘
暁
と
い
う
人
は
政
争
に
身
を
や
つ
す
に
は
余
り
に
も
詩
人
肌
だ
っ
た
。

雍
正
帝
な
き
後
、
怡
親
王
府
も
急
に
下
り
坂
を
た
ど
っ
た
。
乾
隆
帝
も
ま
た
兄
弟
間
の
様
々
な
軋
礫
に
は
頭
を
痛
め
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
形
を
取
っ
た
の
が
乾
隆
四
年
の
親
王
府
に
対
す
る
粛
正
で
あ
る
。
事
件
は
廃
太
子
胤
祁
の
長
子
圧
親
王
弘
哲
兄
弟
が
そ

も
そ
も
東
宮
の
直
系
で
あ
る
》
」
と
を
傘
に
不
遜
な
態
度
を
見
せ
た
と
い
う
も
の
で
、
禍
は
怡
親
王
胤
祥
の
子
に
も
及
ん
だ
。
具
体
的
に

サ
マ
グ
ソ
ピ

は
弘
哲
が
神
降
ろ
し
を
し
て
「
ジ
ュ
ン
ガ
ル
は
北
京
に
く
る
か
」
「
天
下
は
太
平
か
否
か
」
「
皇
帝
の
寿
命
は
ど
の
く
ら
い
か
」
「
将
来

自
分
は
の
し
上
が
れ
る
か
」
な
ど
と
尋
ね
、
そ
れ
が
臣
下
に
あ
る
童
じ
き
行
為
と
し
て
乾
隆
帝
の
怒
り
に
触
れ
た
の
だ
が
、
乾
隆
帝
は

そ
の
背
後
に
親
王
家
間
の
連
絡
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
。
こ
の
事
件
で
罪
に
数
え
ら
れ
た
の
は
、
庄
親
王
允
禄
、
胤
祁
の
子
弘

哲
、
胤
旗
の
子
弘
昇
、
及
び
恰
親
王
胤
祥
の
子
弘
昌
と
弘
咬
た
ち
で
あ
る
。
廃
太
子
胤
祁
の
子
弘
哲
を
中
心
と
す
る
事
件
に
怡
親
王
胤

祥
の
一
一
人
の
子
供
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
意
外
に
も
怡
親
王
は
か
つ
て
雍
正
帝
に
反
感
を
抱
い
て
い
た
人
交
の
精
神

的
支
柱
と
な
っ
て
い
た
。
雍
正
の
時
代
に
は
う
か
つ
に
動
け
な
か
っ
た
が
、
乾
隆
の
時
代
に
な
っ
て
父
の
恨
み
を
そ
の
子
に
報
い
よ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

怡
親
王
弘
暁
（
一
七
二
二
～
一
七
七
八
）
は
氷
玉
道
人
、
氷
玉
主
人
と
号
し
、
宗
室
の
文
埋
で
は
名
の
知
ら
れ
た
人
物
だ
っ
た
。
そ

の
著
作
が
「
明
善
堂
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
才
子
佳
人
小
説
「
平
山
冷
燕
」
に
題
詞
を
記
し
た
り
し
て
い
る
。
満
族
文
学
史

九
、
怡
親
王
弘
暁
と
「
西
山
詩
派
」

八
、
怡
親
王
事
件
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3７ 

家
に
よ
れ
ば
、
清
代
の
満
族
文
学
は
、
納
蘭
性
徳
に
代
表
さ
れ
る
順
治
、
康
煕
年
間
の
清
新
な
詩
風
と
文
昭
な
ど
の
「
神
韻
」
派
の
後

を
承
け
て
、
乾
隆
期
に
最
高
峰
に
達
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
乾
隆
期
の
詩
壇
の
中
心
人
物
の
一
人
が
弘
暁
で
あ
っ
た
。
沈
徳
潜
の

「
格
調
」
、
衰
枚
の
「
性
霊
」
と
同
時
期
に
北
方
に
は
「
建
安
」
派
と
も
言
う
べ
き
一
群
の
人
だ
が
い
た
。
身
は
宗
室
に
連
な
り
な
が

ら
も
、
政
治
の
中
枢
か
ら
は
弾
き
出
さ
れ
、
詩
酒
の
う
ち
に
反
俗
の
姿
勢
を
幾
分
か
保
ち
続
け
て
い
た
詩
人
た
ち
で
あ
る
。
弘
暁
は
そ

の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。
楽
府
の
「
君
馬
黄
」
と
い
う
作
品
な
ど
に
そ
の
反
俗
的
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
・

論
心
投
分
応
交
人

如
何
交
嘗
不
交
抗

世
間
軽
薄
都
若
此

貧
富
移
心
復
可
恥

金
に
引
か
れ
て
恥
じ
も
せ
ぬ
。

弘
暁
と
交
際
の
あ
っ
た
愛
新
覚
羅
敦
敏
、
敦
誠
兄
弟
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
第
十
二
子
ア
ジ
ゲ
の
五
代
目
の
子
孫
で
あ
る
。
ア
ジ
ゲ
は
ド
ル

い
ず
れ
は
お
ち
ぶ
れ
は
て
る
あ
の

貧
富
に
定
め
は
あ
り
は
せ
ぬ
。

心
意
気
こ
そ
交
わ
り
の
道

何
で
貧
樹
の
差
が
あ
ろ
う
。

一
朝
冷
落
繁
華
己

貧
富
原
来
無
定
耳

そ
れ
を
世
間
の
軽
薄
さ
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3８ 

ゴ
ン
の
死
後
監
禁
さ
れ
て
死
を
賜
り
、
旗
籍
を
没
収
さ
れ
、
そ
の
子
孫
も
し
ば
し
ば
冷
遇
さ
れ
て
き
た
。
兄
敦
敏
は
細
や
か
な
心
情
を

託
し
た
小
品
に
優
れ
て
い
る
が
、
「
典
襄
」
の
よ
う
に
豪
放
な
長
詩
も
あ
る
。

正
確
に
い
う
な
ら
ば
建
安
の
気
風
を
盛
唐
の
杜
甫
を
介
し
て
吸
収
し
た
と
い
う
べ
き
で
、
杜
甫
へ
の
傾
斜
は
敦
敏
の
弟
敦
誠
に
著
し

く
見
ら
れ
る
。
怡
親
王
弘
暁
は
彼
等
の
中
で
は
別
格
に
身
分
の
高
い
人
物
だ
が
、
精
神
的
に
一
脈
相
い
通
じ
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

莫
愁
瓶
曇
磐

春
服
尚
可
揖

大
声
で
喚
ぱ
わ
り
あ
っ
て

松
の
下
の
石
に
座
を
占
め

三
杯
じ
ゃ
聖
人
に
な
れ
ず
、

一
斗
で
も
仙
人
に
足
り
ぬ
。

不金一三対相
必樽斗杯坐呼
拘自何豈松復
千須足云石大
金満仙聖辺叫

春
の
服
を
質
に
入
れ
る
さ
。

千
金
も
ち
っ
ぽ
け
な
こ
と
。

酒
樽
が
空
に
な
っ
た
ら

酒
樽
に
酒
さ
え
あ
れ
ば
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3９ 

さ
ら
に
彼
等
に
共
通
し
た
風
土
と
し
て
北
京
の
西
山
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
敦
敏
の
詩
集
の
中
の
愛
す
べ
き
小
品
県
敦
誠
の
淡
雅
な

遊
記
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
。

い
る
。

酢
う
て
橘
春
の
香
し
げ
く

昔
を
忍
ぶ
山
の
端
の
寺

鞭
響
か
せ
て
夕
日
に
去
り
し

君
は
い
ず
こ
の
峰
に
宿
る
や
。

（
愛
新
党
羅
敦
敏
）

弘
暁
に
も
父
胤
祥
の
後
を
つ
い
で
臥
仏
寺
、
退
谷
亭
の
修
築
に
当
っ
た
関
係
が
あ
り
、
西
山
を
題
材
に
し
た
詩
が
数
多
く
残
さ
れ
て

晩
至
五
華
寺

清
和
残
照
麦
風
柔

景
物
免
欄
一
放
眸

題
材
漫
労
紅
袖
排

詩
情
画
意
総
風
流

斗
酒
柑
春
正
濃

蒼
嵯
古
寺
旧
遊
践

一
鞭
残
照
吟
帰
晩

今
宿
西
山
第
幾
峰

夕
日
し
ず
か
に
麦
を
吹
く
風

こ
の
欄
干
に
眺
め
は
尽
き
ず
。
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4０ 

乾
隆
二
十
年
、
弘
暁
の
父
怡
親
王
胤
祥
を
祭
っ
た
各
地
の
賢
王
祠
に
対
し
廟
て
「
関
帝
廟
な
り
な
ん
な
り
に
し
て
し
ま
え
」
と
い
う

直
諭
が
下
っ
た
。
そ
の
一
一
一
年
後
の
乾
隆
二
十
一
一
一
年
、
愛
新
党
羅
敦
敏
が
白
家
瞳
を
詠
れ
て
い
る
。
》
」
の
こ
と
は
敦
敏
の
「
瓶
湖
懲
斎
記

盛
」
庭
見
え
る
。
こ
の
「
瓶
湖
愁
斎
記
麟
」
は
孔
祥
沢
の
模
写
本
が
存
在
し
て
い
る
が
、
現
物
は
戦
後
の
混
乱
の
と
き
に
日
本
に
わ
た

っ
た
ら
し
い
。
「
瓶
湖
惣
斎
記
盛
」
は
呉
恩
裕
が
不
明
の
部
分
を
補
っ
て
蕊
理
し
た
も
の
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
具
恩
裕
の
補

っ
た
部
分
に
［
］
、
私
の
訳
註
を
（
）
に
示
し
な
が
ら
、
敦
敏
が
白
家
瞳
を
尋
ね
た
部
分
を
読
ん
で
み
る
。

「
（
叔
父
が
福
健
か
ら
携
え
て
き
た
）
字
画
の
鑑
定
腱
は
当
然
曹
雪
芹
を
推
す
と
こ
ろ
だ
が
、
し
ば
ら
く
顔
を
合
わ
せ
て
い
な
い
。

（
原
注
、
春
、
芹
圃
が
私
の
家
を
尋
ね
て
き
て
、
白
家
瞳
に
移
る
と
こ
ろ
だ
と
言
っ
た
。
私
も
ち
ょ
う
ど
通
州
に
過
公
に
会
い
に
行
く

と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
は
会
わ
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
）
し
か
し
ど
う
し
て
も
会
い
た
く
て
仕
方
な
く
、
（
白
家
峨
の
）
新
居
を
尋
ね
る
こ
と

に
し
た
。
何
度
も
〔
道
を
尋
ね
て
〕
や
っ
と
そ
の
家
に
着
い
た
。
（
原
注
、
〔
そ
の
地
は
〕
細
い
川
が
道
を
さ
え
ぎ
り
、
岸
を
隔
て

て
、
四
〔
間
〕
の
土
造
り
の
家
が
見
え
る
。
〔
石
〕
を
積
ん
で
壁
に
し
、
木
の
枝
を
切
り
取
っ
て
垂
木
に
し
、
垣
根
も
高
さ
が
不
揃
い

で
、
戸
や
窓
も
し
っ
く
り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
庭
は
こ
ぎ
れ
い
に
手
入
れ
さ
れ
、
垣
根
に
は
美
し
く
蔓
草
が
纏
い
、
［
五
字
鋏
］

こ
の
よ
う
な
コ
群
の
詩
人
」
た
ち
と
曹
雪
芹
と
の
係
わ
り
を
証
明
す
る
資
料
は
断
片
的
に
は
い
く
ら
か
存
在
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
愛
新
覚
羅
敦
敏
、
愛
新
覚
羅
敦
誠
兄
弟
の
作
品
は
胡
適
の
「
紅
楼
夢
考
証
」
以
来
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
詩
は
あ

く
ま
で
も
詩
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
詩
人
の
魂
で
あ
り
、
「
紅
楼
夢
」
の
考
証
材
料
な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
引
用
者
は

し
ば
し
ば
無
視
し
て
い
る
。
愛
新
党
羅
敦
敏
の
清
澄
な
感
傷
の
中
に
描
か
れ
る
曹
雪
芹
も
、
愛
新
覚
羅
敦
誠
の
豪
快
な
反
俗
性
の
中
に

描
か
れ
る
曹
雪
芹
も
「
昭
明
文
選
」
や
「
杜
少
陵
集
」
の
典
故
に
多
く
の
形
像
を
借
り
た
詩
的
真
実
で
あ
る
。

筆
取
る
か
い
な
に
紅
の
袖

一
筆
ご
と
に
絡
象
着
く
恋
。

Ｔ
、
瓶
湖
愁
斎
記
録
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4１ 

随
巷
の
一
瓢
の
飲
の
〔
楽
し
糸
〕
を
感
じ
さ
質
月
に
酔
い
花
に
迷
う
趣
を
得
て
い
た
。
川
に
沿
っ
て
北
に
行
き
、
〔
石
〕
橋
を
渡
る

と
そ
こ
に
〔
着
く
］
）
［
幾
度
も
〕
垣
根
を
叩
く
と
、
や
や
あ
っ
て
一
人
の
老
婆
が
応
接
に
出
た
。

弓
お
客
様
は
〕
雪
芹
ど
の
を
尋
ね
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
。
」
私
は
「
左
様
。
」
と
答
え
た
。
老
婆
が
い
う
に
は
「
［
あ
の
か
た
は
］

人
に
招
か
れ
て
い
っ
た
ま
ま
、
も
の
何
日
も
家
に
帰
っ
て
お
ら
ん
の
じ
ゃ
。
」
老
婆
は
白
と
い
う
姓
で
、
雪
芹
の
哀
れ
糸
を
受
け
て
一

家
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
と
言
っ
た
。
（
原
注
、
丁
寧
に
〔
私
を
家
に
通
し
〕
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
尋
ね
た
の
で
、
あ
り
の
ま

萱
に
答
え
た
。
）
結
局
、
名
前
を
識
い
た
紙
を
侭
き
、
寂
し
く
伝
え
て
ほ
し
い
と
云
い
残
し
て
、
が
っ
か
り
し
て
帰
っ
て
来
た
。

そ
れ
か
ら
一
月
余
り
た
っ
た
が
、
芹
圃
は
〔
ま
だ
〕
一
民
ら
な
か
っ
た
。
思
い
や
象
が
た
く
、
馬
に
鞭
打
っ
て
再
び
尋
ね
て
行
っ
た
。

円
の
と
こ
ろ
で
白
老
婆
に
会
っ
た
が
、
私
に
こ
う
告
げ
る
の
だ
っ
た
。
「
な
ん
と
丈
あ
う
ま
く
ゆ
か
ん
も
の
じ
ゃ
・
何
日
か
前
、
雪
芹

ど
の
が
帰
ら
れ
、
あ
な
た
さ
ま
の
お
名
前
を
見
る
な
り
、
喜
ん
で
こ
の
老
い
ぼ
れ
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
あ
な
た
さ
ま
と
は
親
し
い
間
で
、

前
か
ら
会
お
う
と
は
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
ち
ら
の
友
達
に
招
か
れ
て
手
を
貸
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
抜
け
出
す
こ
と
も
で
き

な
い
。
用
が
終
わ
っ
た
ら
す
ぐ
に
城
内
に
行
っ
て
お
目
に
か
か
ろ
う
。
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
の
じ
ゃ
。
き
っ
と
あ
な
た
さ
ま

が
こ
う
し
て
ま
た
来
よ
う
と
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
な
の
じ
ゃ
ろ
う
、
一
一
日
ほ
ど
前
ま
た
そ
の
お
友
達
の
と
こ
ろ
に
性
か
れ
な

す
っ
た
。
」
〔
し
ば
ら
く
腰
掛
け
て
い
た
が
〕
紙
と
筆
を
借
り
て
後
日
家
に
招
く
旨
を
し
た
た
め
た
。
（
原
注
、
そ
の
と
き
白
老
婆
は
芋

を
う
で
て
）
」
ち
そ
う
し
て
く
れ
な
が
ら
、
身
の
上
話
を
し
て
く
れ
た
。
初
め
、
老
婆
に
は
息
子
が
一
人
い
た
が
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く

父
親
を
亡
く
し
、
父
方
の
家
に
は
財
産
も
な
か
っ
た
の
で
、
十
本
の
指
で
他
人
の
花
嫁
衣
装
を
こ
し
ら
え
て
生
活
を
支
え
た
。
し
か
し

そ
の
子
も
一
一
十
歳
過
ぎ
に
伝
染
病
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
い
、
〔
老
婆
は
結
局
〕
あ
る
立
派
な
家
に
雇
わ
れ
て
、
二
度
と
自
分
の
家

庭
は
持
た
な
か
っ
た
。
去
年
の
冬
、
泣
き
す
ぎ
て
両
の
目
を
潰
し
、
〔
そ
の
た
め
つ
い
に
〕
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
そ
の

甥
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
医
薬
も
〔
無
い
〕
し
、
食
う
に
も
事
欠
く
始
末
、
絶
望
の
縁
に
瀕
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
と
き
雪
芹
が
そ
の
甥
の
と
こ
ろ
を
通
り
か
か
り
、
薬
石
を
〔
あ
た
え
て
助
け
て
く
れ
た
〕
の
で
、
春
に
は
物
が
見
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
雪
芹
が
ま
た
白
家
嶮
に
〔
は
る
ば
る
〕
移
る
と
聞
い
て
、
老
婆
は
〔
人
〕
に
〔
頼
ん
で
言
付
け
〕
そ
の
〔
墓
地
の
〕
か
た
わ
ら

の
〔
木
〕
を
〔
雪
芹
の
〕
〔
家
〕
の
建
築
に
提
供
し
た
い
と
頼
ん
だ
。
〔
そ
の
〕
普
請
が
す
む
と
〔
雪
芹
〕
は
一
室
を
白
老
婆
に
与
え

て
住
ま
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
〔
老
婆
〕
は
泣
き
な
が
ら
続
け
た
。
「
雪
芹
ど
の
が
こ
こ
に
移
ら
れ
た
当
初
、
し
じ
ゅ
う
城
内
か
ら
人
が
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4２ 

こ
の
文
章
に
よ
れ
ば
乾
隆
一
一
十
三
年
の
「
春
」
か
ら
初
夏
（
蔓
草
が
純
い
「
蔓
植
杷
藤
」
）
に
か
げ
て
曹
雪
芹
は
白
家
疏
に
移
り
住

承
、
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
冬
の
日
に
城
内
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
こ
こ
に
は
訳
出
し

な
か
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
は
曹
雪
芹
の
多
芸
ぶ
り
を
紹
介
す
る
の
が
目
的
な
の
で
、
敦
敏
が
白
家
瞳
に
二
度
曹
雪
芹
を
尋
ね
と
る
こ

ろ
は
、
こ
と
に
よ
っ
た
ら
一
一
一
国
志
演
義
の
草
魔
三
顧
の
よ
う
な
芸
術
的
誇
張
が
な
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
そ
の
骨
子
だ

け
を
取
り
出
し
て
見
て
承
る
。

（
ご
「
乾
隆
二
十
三
年
」
の
春
、
曹
雪
芹
は
愛
新
覚
羅
敦
敏
に
「
白
家
噛
に
移
る
」
と
告
げ
た
。
お
そ
ら
く
初
夏
の
頃
敦
敏
は
白
家

を
瞳
訪
ね
た
が
、
曹
雪
芹
は
「
人
に
招
か
れ
て
い
っ
た
ま
ま
、
も
う
何
日
も
家
に
帰
っ
て
い
な
い
。

き
て
絵
を
頼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
都
の
ご
大
家
で
欲
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
お
っ
た
の
で
す
。
雪
芹
ど
の
は
貧
乏
で
食
う
に
も
事
欠
く

こ
と
が
し
ば
し
ば
で
し
た
が
、
ど
ん
な
に
金
を
積
ま
れ
て
も
承
知
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
多
少
小
銭
が
あ
る
と
、
身
よ
り
の

な
い
も
の
に
や
っ
て
し
ま
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
老
い
ぼ
れ
も
も
し
雪
芹
ど
の
に
お
目
に
か
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
今
ま
で
生

き
延
び
ら
れ
た
こ
と
や
ら
。
」
白
老
婆
の
言
葉
を
聞
い
て
ま
す
ま
す
雪
芹
に
あ
っ
て
日
頃
の
思
い
を
慰
め
た
く
な
っ
た
が
、
〔
い
か
ん

せ
ん
〕
す
れ
ち
が
い
ば
か
り
で
〔
縁
が
〕
薄
い
も
の
ら
し
い
。
し
ば
ら
く
答
え
る
言
葉
も
な
か
っ
た
。
（
中
略
）

十
一
一
月
の
二
十
日
、
過
公
が
二
十
四
日
の
〔
一
宇
峡
〕
時
に
約
束
を
取
り
つ
け
て
く
れ
て
、
名
刺
を
も
っ
て
粛
董
公
の
と
こ
ろ
に
行

く
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
日
、
春
の
よ
う
に
晴
れ
て
暖
か
か
っ
た
。
い
つ
も
な
ら
こ
の
月
は
ひ
ど
く
寒
い
の
だ
が
、
今
年
ば
か
り
は
暖
か

か
っ
た
。
〔
朝
起
き
て
〕
足
の
向
く
ま
ま
に
城
門
を
出
て
、
南
の
酒
（
紹
興
酒
）
を
買
お
う
と
、
何
軒
か
覗
い
た
が
、
ど
れ
も
気
に
い

ら
ず
、
ま
た
菜
市
口
に
行
っ
て
、
紙
屋
を
覗
き
、
結
局
宣
紙
を
何
枚
か
買
っ
た
。
店
を
出
る
と
、
突
然
か
ん
だ
か
い
笑
い
声
が
し
た
。

そ
の
声
の
ほ
う
に
目
を
や
る
と
、
な
ん
と
雪
芹
で
は
な
い
か
。
ひ
と
に
無
理
や
り
一
杯
さ
そ
わ
れ
て
、
こ
と
わ
っ
て
も
承
知
し
て
も
ら

え
ず
、
行
く
の
行
か
ぬ
の
と
話
が
長
く
な
り
、
通
行
人
も
足
を
止
め
て
囲
ん
で
い
る
。
私
が
行
っ
て
声
を
掛
け
た
の
で
や
っ
と
人
垣
が

解
け
た
。
芹
圃
は
思
わ
ず
大
喜
び
で
私
に
こ
う
言
っ
た
。
「
二
度
も
足
を
運
ん
で
く
れ
た
の
に
、
留
守
を
し
て
ま
こ
と
に
申
し
訳
な
か

っ
た
。
今
度
城
内
に
来
た
が
、
も
と
よ
り
お
た
ず
ね
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
は
か
ら
ず
も
こ
こ
で
お
目
に
か
か
れ
よ
う
と
は
、
何
と
い

う
奇
遇
だ
ろ
う
。
」
一
杯
さ
そ
っ
て
い
た
も
の
も
「
芹
」
圃
と
〔
再
会
を
期
し
て
〕
別
れ
て
い
っ
た
。
」

う
奇
遇
だ
ろ
う
。
」
｜

（
後
略
）
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4３ 
（
二
）
一
月
余
り
後
敦
敏
が
も
う
一
度
白
家
瞳
を
訪
ね
た
が
、
そ
の
と
き
に
も
「
二
日
前
か
ら
友
人
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
き
り
で
帰
っ

て
い
な
い
。
」
曹
雪
芹
は
友
人
に
協
力
を
頼
ま
れ
て
い
て
忙
し
い
の
で
あ
る
。

（
一
一
一
）
十
二
月
二
十
一
日
、
敦
敏
は
菜
市
口
で
ば
っ
た
り
曹
雪
芹
に
で
く
わ
し
た
。

さ
ら
に
曹
雪
芹
の
行
動
を
軸
に
し
て
み
る
と
、
曹
雪
芹
が
白
家
瞳
に
移
っ
た
こ
と
の
中
に
は
「
友
人
に
招
か
れ
て
力
を
貸
す
（
「
因

友
人
迩
倣
臂
助
」
）
と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
始
終
家
を
あ
け
っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
二
月
曹
雪
芹
は

突
然
城
内
に
姿
を
現
す
。
そ
の
場
所
は
「
菜
市
ロ
ー
｜
で
あ
る
。
敦
敏
も
そ
こ
で
宣
紙
を
何
枚
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
有
名
な
書
籍

文
具
骨
董
市
場
、
琉
璃
廠
の
入
口
で
あ
る
。

翌
乾
隆
二
十
四
年
に
は
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
己
卯
木
（
己
卯
冬
月
定
本
）
」
が
完
成
し
、
怡
親
王
弘
暁
の
も
と
で
、
写
本
が
製

作
さ
れ
て
い
る
。
曹
雪
芹
は
な
ぜ
白
家
瞳
に
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
前
述
の
と
お
り
白
家
瞳
は
怡
親
王
胤
祥
が
水
利
工
事
を
任
せ
ら
れ
た

と
こ
ろ
で
、
彼
の
別
荘
も
あ
り
、
死
後
は
賢
王
爺
を
建
て
て
祭
ら
れ
て
い
る
。
全
国
の
賢
王
洞
は
改
造
さ
れ
た
が
、
こ
こ
は
怡
親
王
胤

祥
の
家
廟
で
あ
り
贋
王
祠
王
爺
殿
は
現
在
ま
で
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
門
前
の
舞
台
は
民
国
元
年
に
修
築
さ
れ
た
も
の
で
、
近
代
ま
で

賑
わ
い
を
見
せ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
怡
親
王
胤
祥
の
子
弘
暁
は
父
の
後
を
つ
い
て
臥
仏
寺
や
退
谷
の
修
築
に
勤
め
た
。
し
か
し

乾
隆
帝
の
も
と
で
は
危
険
な
勢
力
と
し
て
押
さ
え
付
け
ら
れ
、
つ
い
に
は
爵
位
を
も
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
不
遇
な
貴
族
と
曹
雪
芹

の
「
紅
楼
夢
」
と
の
関
係
は
深
い
。

怡
親
王
弘
暁
は
愛
新
覚
羅
敦
敏
敦
誠
兄
弟
を
介
し
て
曹
雪
芹
を
白
家
瞳
に
招
い
た
。
住
居
は
別
に
あ
て
が
っ
た
が
、
秘
密
裏
に
原
稿

を
整
理
す
る
場
所
も
用
意
し
て
お
い
た
。
原
稿
は
怡
親
王
府
の
人
交
の
手
で
清
書
さ
れ
「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
己
卯
木
（
己
卯
冬
月

定
本
こ
と
な
り
、
曹
雪
芹
の
手
稿
は
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。

北
京
香
山
正
白
旗
の
旗
営
で
、
白
家
瞳
の
山
村
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
。
目
下
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資

料
は
存
在
し
て
い
な
い
。
や
や
抽
象
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
武
断
の
そ
し
り
は
免
れ
よ
う
。

政
争
に
敗
れ
た
貴
族
た
ち
の
け
し
て
ロ
に
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
感
情
が
こ
の
地
で
の
「
紅
楼
夢
」
成
立
を
促
し
、
最
古
の
写
本
と

し
て
結
晶
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
中
国
で
も
、
現
代
の
中
国
で
も
、
北
京
西
山
と
い
う
の
は
か
な
り
特
殊
な
地
域
で
あ
る
。
名
所
旧
跡
を
前
面
に
控
え
て
、
一
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“
歩
そ
れ
れ
ば
一
般
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
軍
の
施
設
が
点
在
し
て
い
る
。
皮
肉
に
も
「
清
朝
の
旗
営
は
現
代
の
兵
営
だ
」
と
言
わ
れ
る
。

権
力
者
と
、
権
力
を
失
っ
た
も
の
と
、
も
と
も
と
そ
ん
な
物
と
は
縁
の
な
い
入
念
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
抱
い
て
、
古
い
言
い
伝
え

の
秘
め
ら
れ
た
美
し
い
山
念
に
囲
ま
れ
て
幕
ら
し
て
い
る
。

後
記

一
九
八
九
年
六
月
四
日
の
天
安
門
事
件
が
起
こ
る
ほ
ん
の
少
し
前
、
私
は
北
京
西
郊
古
城
路
の
妻
の
実
家
の
北
窓
か
ら
、
な
だ
ら
か

な
香
山
の
山
々
を
見
つ
め
て
い
た
。
折
り
に
触
れ
て
私
そ
の
は
山
を
訪
れ
、
そ
の
山
懐
で
い
た
っ
て
地
道
に
研
究
を
続
け
て
い
る
「
中

国
曹
雪
芹
研
究
会
」
の
李
強
氏
と
、
「
紅
楼
夢
」
談
義
に
夜
を
ふ
か
す
の
が
楽
し
ゑ
だ
っ
た
。
一
九
八
七
年
の
旧
正
月
か
ら
放
送
さ
れ

た
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
紅
楼
夢
」
の
好
評
を
受
け
て
、
「
曹
雪
芹
夢
断
西
山
」
と
い
う
短
編
ド
ラ
マ
が
香
山
で
撮
影
さ
れ
、
「
中
国

曹
雪
芹
研
究
会
」
の
い
わ
ば
濃
厚
な
地
域
性
を
も
っ
た
研
究
が
、
よ
う
や
く
全
国
に
紹
介
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
そ
の
矢
先
に
こ
の
天

安
門
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
と
「
紅
楼
夢
」
と
い
っ
た
い
何
の
関
係
が
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
実
は
き

わ
め
て
深
刻
な
関
係
が
あ
る
。
周
知
の
と
う
り
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
は
、
胡
耀
邦
追
悼
に
集
ま
っ
た
学
生
た
ち
が
、
腐
敗
し
た

官
僚
主
義
を
批
判
し
、
民
主
を
求
め
る
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
。
天
安
門
事
件
の
後
、
胡
耀
邦
に
代
表
さ
れ
る
改
革
派
は
政
治
の
中
枢
か

ら
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
純
粋
な
学
問
研
究
の
世
界
に
ま
で
波
及
し
た
。
中
国
の
政
治
と
学
問
と
は
常
に
か
か
る
関
係

に
あ
る
。
胡
耀
邦
の
長
男
胡
徳
平
の
胡
耀
邦
の
柏
の
前
で
の
写
真
が
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
た
。
胡
耀
邦
の
長
男
胡
徳
平
は
ほ
か
で
し
た

い
「
中
国
曹
雪
芹
研
究
会
」
の
顧
問
で
、
す
で
に
香
山
正
白
旗
の
老
人
衝
成
勲
の
口
述
を
筆
記
し
た
「
曹
雪
芹
在
西
山
」
、
雍
正
帝
と

香
山
と
の
関
係
を
詳
述
し
た
「
三
教
合
流
的
香
山
世
界
」
、
そ
れ
に
曹
寅
の
詩
に
お
け
る
香
山
の
背
景
を
論
じ
た
「
曹
雪
芹
故
居
的
探

討
」
な
ど
の
著
作
を
発
表
し
て
い
た
。
彼
は
実
に
質
素
で
謙
虚
な
研
究
者
で
、
香
山
の
無
名
な
貧
し
い
入
念
の
語
る
言
い
伝
え
を
こ
ま

め
に
筆
記
し
、
文
字
の
消
え
か
か
っ
た
石
碑
を
丁
寧
に
書
き
写
し
、
「
紅
楼
夢
」
と
北
京
香
山
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め

て
い
た
の
で
あ
る
。
政
界
の
幹
部
の
子
供
た
ち
、
現
代
の
俗
語
で
言
う
「
八
旗
子
弟
」
が
特
権
乱
用
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
中
で
、

ア
コ

胡
耀
邦
の
「
阿
研
（
子
息
・
満
州
語
）
」
胡
徳
平
の
行
い
は
実
に
愛
す
べ
き
も
の
》
』
っ
た
。

し
か
し
、
天
安
門
事
件
の
後
、
胡
徳
平
が
地
道
な
研
究
活
動
を
続
け
て
い
た
「
中
国
曹
雪
芹
研
究
会
」
に
対
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
自

Hosei University Repository



4５ 

由
化
の
道
を
歩
む
悪
の
巣
窟
（
資
産
階
級
自
由
化
的
淵
薮
）
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
張
ら
れ
、
一
切
の
活
動
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
。
私

が
「
中
国
曹
雪
芹
研
究
会
」
の
名
義
で
外
文
出
版
社
に
渡
し
た
原
稿
「
紅
楼
夢
与
香
山
伝
説
」
も
破
棄
同
然
の
目
に
合
わ
さ
れ
て
し
ま

学
生
た
ち
の
民
主
化
要
求
運
動
が
高
ま
る
中
で
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
紅
楼
夢
」
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
王
立
平
の
美
し
い
テ
ー
マ
音

楽
が
全
国
津
を
浦
台
に
流
れ
て
い
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。
こ
の
ド
ラ
マ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
は
決
ま
っ
て
山
の
中
の
寂
し
い
岩
が

写
し
出
さ
れ
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
毎
回
登
場
人
物
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
生
活
の
隅
含
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
封
建
思
想
か

ら
個
性
の
解
放
を
求
め
て
傷
付
き
、
倒
れ
て
い
っ
た
の
が
賛
宝
玉
と
林
黛
玉
の
悲
劇
な
ら
、
あ
の
学
生
た
ち
の
苦
し
み
も
恐
ら
く
同
質

の
も
の
で
あ
っ
た
。
八
十
年
代
末
の
空
前
の
一
‐
紅
楼
夢
熱
」
は
あ
の
苦
者
た
ち
の
心
の
わ
だ
か
ま
り
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で

前
回
「
教
養
部
紀
要
七
八
号
」
に
発
表
し
た
「
北
京
香
山
正
白
旗
ｌ
そ
の
歴
史
と
伝
説
」
と
同
様
、
こ
の
文
章
も
「
中
国
曹
薑
芹

研
究
会
」
の
研
究
に
基
づ
き
、
八
十
年
代
「
紅
学
」
の
一
分
野
を
紹
介
し
、
若
干
の
個
人
的
見
解
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

あ
る
。

が
「
中
国
曹
雪
芹
研
究
く

い
、
通
信
も
と
だ
え
た
。

八七六五四三二九

主
要
参
考
資
料

「
勅
賜
白
家
噸
賢
王
祠
祭
田
碑
記
」

北
京
市
海
淀
区
白
家
噸
小
学
校

「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
・
己
卯
木
（
己
卯
冬
月
定
木
「
｜
）

「
脂
硯
斎
箪
評
石
頭
記
・
庚
辰
本
（
庚
辰
秋
月
定
木
」
）

「
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
・
甲
戌
本
」

「
関
於
江
寧
織
造
曹
家
措
案
史
料
」

愛
新
覚
羅
敦
敏
「
懸
斎
詩
集
」

愛
新
覚
羅
敦
誠
「
四
松
堂
集
」

愛
新
覚
羅
敦
敏
「
瓶
湖
懲
斎
記
盛
」

（
呉
恩
裕
「
曹
雪
芹
鐡
考
」
所
収
）

影
菊
玲
等
縞
「
清
代
満
族
作
家
詩
詞
選
」
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4６ 
十
「
瞥
学
論
叢
」

十
一
「
紅
楼
解
夢
」

十
二
ｊ
胡
徳
平
「
曹
雪
芹
在
西
山
」
「
三
教
合
流
的
香
山
世
界
」
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