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ず
、

し
た
が

っ
て
そ
の
頃
ま
だ
タ
ヤ
ン

・
ハ
ガ
ン
は
在
世
中
で
あ
っ
た
。
的

ま
た
父
の
在
世
中
に
残
し

た
長
子

ロ
z
c
一三日一

の
死
は
嘉
靖
二
年
で
あ
っ

て
、
勿
論
こ

の
F

}

と
も
タ
ヤ
ン

・
ハ
ガ
ン
の
治
世
が
嘉
靖
中
に
お
よ
ん
だ
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
⑨
ダ
ヤ
ン

・
ハ
ガ
ン
の
一
化
没
、
一
時
大
位
を
答

っ
た
回
二
円

E

Z
一
芦
一
〕
三
=
=
目
ば
嘉
靖
十
年
に
残
し
た
と
停
え
ら
れ
、
こ
の
年
代
は
嘉
靖
十

二
年
か
ら
明
、貫
録
に
、
そ
の
子
土
口
誕
の
名
が
見
え
始
め
る
こ
と
で
傍
設
さ
れ

る
。
附

し
た
が

っ
て

ダ
ヤ
ン

・
ハ
ガ
ン
の
残
年
が
卯
年
で
あ
っ
た
と
い
う
停

承
は
、

こ
の
嘉
靖
十
年
を
指
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
蒙
古
史

料
に
は
、
回
2
2
r
z一
三
冷
笑
位
後
一
月
に
し
て
残
し
た
と
停
え
、
嘉
靖
十
年

に
ダ
ヤ
ン

・
ハ
カ
ン
と
、
そ
の
子

∞
2
2
E
r三
宍
プ
が
相
つ
い
で
死
ん
だ
ら
し

い
。
山
四
大
事
業
な
る
も
の
も
、
同
様
に
し
て
否
認
さ
れ
得
な
い
。

以
上
萩
原
氏
の
和
田
博
士
に
劃
す
る
批
剣
に
再
批
剣
を
試
み
た
の
で
あ
る

が
、
タ
ヤ
ン

・
ハ
ガ
ン
に
つ
い
て
は
、
現
在
西
濁
の
ボ
ン
に
留
皐
中
の
岡
田
英

弘
氏
が
鋭
意
研
究
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
同
氏
の
研
究
な
ら
び
に
数

示
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
る
。
な
お
い
ず
れ
設
表
せ
ら
れ
る
岡
田
氏
の
論

放
に
お
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
解
明
せ
ら
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
骨

子
は
こ
こ
に
伴
え
得
た
も
の
と
信
ず
る
。
ま
た
灰
閲
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
去
る

一
月
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
催
せ
ら
れ
た
悶
際
東
洋
間
学
者
曾
議
に

出
席
し
た
外

蒙
古
の
代
表
が
昨
年
偶
然
内
蒙
古
呼
和
厚
特
の
岡
書
館
で
、
〉

-g
ロ
官
官
ロ

宮
言
ロ
-
C
E
S
E円
と
題
す
る
俺
苔
の
侍
記
が
瑞
披
見
さ
れ
、
そ
の
内
容
の
盟

富
さ
は
一
燃
に
値
し
、
自
下
ウ
ラ
ン
パ

i
ト
ル

に
お
い
て
外
蒙
の
撃
者
が
出
版

の
準
備
に
掛
っ
て
い
る
由
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
れ
に
よ
っ
て
数
年
来
外
蒙
で

編
纂
中
で
あ
っ
た
三
倉
本
の
蒙
古
通
史
の
明
代
の
部
分
を
す
べ
て
書
き
改
め
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
に
よ
っ
て
俺
苔
の
祖
父
逮
延
汗

の
問
題
も
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
(
松
村
潤
〉

中
国
古
歳
時
記
の
研
究

守

屋

美

都

雄

著

昭
和
三
十
九
年
三
月
帝
図
書
院

A
5
剣

四

九
三
頁

中
園
人
の
生
活
史
を
研
究
す
る
上
に
、
そ
の
年
中
行
事
の
資
料
が
重
要
で
あ

る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
年
中
行
事
の
歴
史
は
た
だ
に
中
閣

に
つ
い
て
い
い
う
る
ば
か
り
で
な
く
、
い
ず
れ
の
園
民
に
謝
し
て
も
そ
の
悠
久

な
過
去
を
間
学
び
と
る
よ
す
が
と
な
る
の
で
あ
る
。
断
片
的
に
残
さ
れ
た
資
料
を

集
め
、
正
し
い
分
析
や
綜
合
を
加
え
る
と
、
そ
こ
か
ら
彼
等
が
自
然
に
封
し
て

如
何
に
順
態
し
、
そ
の
時
々
に
如
何
な
る
悦
掛
棋
を
持
ち
願
望
や
慰
安
を
え
た
か

と
い
う
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
る
。
王
侯
貴
族
庶
民
あ
る
い
は
地
方
と
都
市
、

南
方
と
北
方
と
い
っ
た
地
域
性
、
そ
れ
ら
は
複
雑
し
て
は
い
る
が
、
源
流
を
湖

っ
て
ゆ
く
と
固
有
な
も
の
、
外
来
の
も
の
、
あ
る
い
は
農
耕
や
狩
湿
な
ど
の
原

始
的
位
舎
の
本
来
の
姿
が
お
の
ず
か
ら
復
原
さ
れ
て
く
る
心
過
去
の
停
統
を
求

め
て
現
在
あ
る
も
の
と
取
組
む
探
訪
民
俗
皐
は
比
較
民
俗
撃
と
と
も
に
こ
の
分

野
に
お
け
る
主
位
に
立
つ
研
究
手
段
で
は
あ
る
が
、
文
献
と
封
決
す
る
歴
史
率

的
方
法
も
ま
た
無
視
し
え
な
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
雨
々
相
補
う
べ
く
、

こ
と
に
歴
史
的
な
資
料
の
堕
富
な
中
国
に
封
し
て
そ
の
感
が
深
い
。
し
か
し
守

屋
博
士
の
立
場
は
こ
う
し
た
民
俗
皐
者
と
し
て
の
態
度
で
は
な
く
、
貨
は
「
中

闘
の
歴
史
を
異
に
理
解
す
る
た
め
」
の
手
段
と
し
て
、
先
ず
「
家
族
の
際
史
的

愛
遷
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
た
だ
支
配
者
逮
が
自
分
の
た

め
に
書
き
残
し
た
よ
う
な
御
役
所
的
文
献
で
は
事
足
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
か
く

て
着
目
し
た
の
が
古
歳
時
記
の
類
、たと
い
う
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

中
か
ら
と
く
に
採
上
げ
た
の
は
梁
の
宗
慢
が
著
し
た
「
荊
楚
歳
時
記
」
で
あ
っ

-100一
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た
。
先
ず
本
文
を
校
訂
し
、
倹
文
を
牧
集
し
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
記
事
を
参
考
し

て
、
迭
に
未
聞
の
分
野
に
開
拓
の
ク
ワ
を
打
込
み
、
昭
和
二
十
五
年
に
は
「
校

註
荊
楚
歳
時
記
|
中
園
民
俗
の
歴
史
的
研
究
L

と
題
す
る
名
著
を
世
に
院
い
、

東
洋
皐
界
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
存
在
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ

る
。
爾
来
そ
の
精
進
は
中
断
す
る
こ
と
な
く
つ
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
古

歳
時
記
閥
係
の
文
献
が
従
来
不
備
未
整
理
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
利

用
す
る
に
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
も
痛
感
さ
れ
た
。
こ
の
た
び
畿
表
さ
れ
た

「
中
国
古
歳
時
記
の
研
究
」
は
そ
う
し
た
精
進
の
集
積
と
資
料
整
理
と
い
っ
た

二
面
的
業
績
を
重
ね
て
世
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
内
容
も
研
究

篇
と
資
料
篇
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
先
ず
研
究
篇
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
章
よ

り
な
り
、
第
一
章
で
は
漢
・
六
朝
時
代
の
歳
時
記
資
料
の
研
究
で
、
こ
こ
で
は

後
漢
の
佳
窪
の
「
四
民
月
令
」
、
呉
の
周
慮
の
「
風
土
記
」
、
梁
の
宗
僚
の
「
荊

楚
歳
時
記
」
を
古
歳
時
記
と
し
て
取
扱
い
、
第
二
章
で
は
唐
・
五
代
の
歳
時
記

資
料
に
封
す
る
も
の
で
、
節
を
分
か
つ
こ
と
十
て
唐
の
孫
思
遡
の
「
千
金
月

令
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
同
じ
く
「
賢
人
月
令
」
、
李
畠
の
「
金
谷
園
記
」
、
奪

行
規
の
「
保
生
月
鍛」
、
侠
名
撲
の
「
金
門
放
節
記
」
、
同
じ
く
「
四
時
賀
鋭
」
、

李
縛
の
「
秦
中
歳
時
記
」
、
同
じ
く
「
議
下
歳
時
記
」
、
韓
都
の

「
四
時
纂
要
」、

南
唐
の
徐
諮
の
「
歳
時
庭
記
」
な
ど
を
網
羅
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
書
は
必
ず
し
も
完
本
が
侍
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

著
者
は
散
侠
し
た
遺
文
を
集
録
し
、
集
本
の
あ
る
も
の
で
も
こ
れ
を
補
正
す
る

こ
と
に
力
を
注
い
だ
。
資
料
の
牧
集
と
そ
れ
に
封
す
る
検
討
と
は
車
の
雨
輸
の

ご
と
き
閥
係
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
研
究
篇
で
は
著
者
に
関
す
る
停
記
ゃ
、
成

書
の
目
的
、
経
過
、
特
色
な
ど
を
明
か
に
す
る
に
努
め
、
年
代
的
位
置
付
け
や

償
値
評
債
を
行
う
な
ど
、
い
わ
ば
歳
時
記
考
謹
率
の
樹
立
を
試
み
た
も
の
と
許

し
与え
よ
う
。

す
な
わ
ち
「
四
民
月
令
」
は
、
一
面
に
は
な
お
古
来
の
支
配
者
に
よ
る
授
時

的
性
格
が
あ
る
が
、
西
紀
二
世
紀
に
お
け
る
豪
族
の
生
活
記
録
と
し
て
の
事
賞

摘
潟
、
か
多
く
な
っ
て
、
豪
族
一
位
曾
の
農
時
暦
と
し
て
の
特
色
を
持
つ
に
い
た
っ

て
い
る
と
す
る
。
奈
良
朝
の
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
同
名
の
「
風
土
記
」
の
著
者

周
廃
は
奥
が
生
ん
だ
武
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
強
い
愛
郷
心
が
こ
う
し
た
地
理

書
の
著
述
を
行
わ
し
め
た
所
以
で
あ
っ
て
、
本
書
は
厳
密
に
は
歳
時
記
と
は
い

い
難
い
が
、
そ
の
内
容
に
歳
時
習
俗
、
民
間
停
承
に
闘
す
る
資
料
を
堕
富
に
ふ

く
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
「
荊
楚
歳
時
記
」
は
い
わ
ば
中
園
歳
時
記
震
達

史
上
に
お
け
る
一
つ
の
ピ

1
ク
を
な
す
作
品
で
あ
る
。
博
士
は
こ
の
書
に
劃
し

て
謙
虚
に
も
研
究
の
再
出
設
と
い
う
態
度
を
と
り
、
こ
こ
で
は
先
ず
著
者
宗
健

の
家
系
や
停
記
を
明
か
に
し
、
成
書
の
目
的
が
周
庭
と
同
じ
く
郷
土
愛
に
も
と

ず
く
も
の
と
断
じ
、
そ
の
書
名
も
本
来
は
「
荊
楚
記
」
と
稽
し
た
も
の
で
、
現

行
名
と
な
っ

た
の
は
隔
の
社
公
臓
が
こ
の
書
の
註
稗
を
作
っ
た
際
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
公
隣
は
車
に
註
解
を
加
え
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
関
連
す
る

文
献
を
補
足
し
、
新
た
に
項
目
す
ら
加
増
せ
し
め
て
、
南
人
と
北
人
と
い
う
地

縁
的
な
習
俗
の
比
較
か
ら
、
よ
り
前
進
し
て
中
園
の
全
土
の
古
今
に
亘
る
風
俗

資
料
集
成
と
い
っ
た
内
容
に
ま
で
抜
大
し
た
。

け
だ
し
慶
義
に
お
け
る
歳
時
記
の
概
念
が
確
立
し
て
書
籍
目
録
に
あ
ら
わ
れ

る
の
は
宋
代
以
降
で
あ
る
。

北
宋
の
仁
宗
が
勅
撰
せ
し
め
た
「
崇
文
総
目
」
を

ひ
も
ど
く
と
、
そ
こ
で
は
月
令
と
時
令
と
歳
時
の
一
一
一
類
の
書
物
を
歳
時
類
と
い

う
大
項
目
に
含
め
、
同
目
録
に
よ
る
と
唐
五
代
の
歳
時
記
と
し
て
八
種
を
集
録

す
る
結
果
と
な
っ
た
。
博
士
が
選
ん
だ
の
は
そ
の
う
ち
の
七
種
で
、
こ
の
他
に

四
種
を
加
え
、
都
合
十
一
部
の
歳
時
記
に
つ
い
て
撰
者
、
内
容
、
流
停
、
特
色

な
ど
を
考
究
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
古
歳
時
記
と
は
別
な
特
色
が
新
た
に
見

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
従
来
の
時
令
や
農
時
暦
乃
至
は
軍
な
る
行

ームハリ守よ
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事
腐
と
い
っ
た
も
の
の
外
に
「
千
金
月
令
」
の
よ
う
な
臨
商
務
を
主
と
し
た
も

の
、
あ
る
い
は
「
保
生
月
録
」
の
よ
う
な
養
生
を
主
と
し
た
生
活
暦
が
出
現
し

た
こ
と
、
さ
ら
に

「金
門
放
節
記」

、「
秦
中
歳
時
記
」
の
よ
う
な
洛
陽
や
長
安

と
い
っ
た
大
都
市
に
お
け
る
行
事
暦
が
現
わ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
四
時
纂

要
」
の
こ
と
き
農
業
眠
胞
の
者
わ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
・
な
お
「
四
時
纂
要
」
は

久
し
く
侠
書
だ
と
考
へ
ら
れ
て
い
た
が
、
高
暦
十
八
年
の
朝
鮮
重
刻
本
が
遊
見

さ
れ
、
博
士
の
解
題
を
付
し
て
さ
き
ご
ろ
東
京
の
山
本
書
庖
が
複
製
本
を
刊
行

し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
「
鵡
記
月
令
」
、
「
逸
問
書
時
訓
解
」
、
あ
る
い
は
「
呂
氏
春
紋
」
、

「
准
南
子
時
則
訓
」
な
ど
の
記
故
は
歳
時
資
料
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
性
格
は

矯
政
者
の
時
令
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
五
行
や
陰
陽
の
思
想
、
こ

と
に
儒
家
的
思
想
が
強
く
支
配
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
「
四
民
月
令
」
は
農

業
生
産
に
お
け
る
主
家
と
労
役
専
従
者
に
よ
る
一
つ
の
生
産
暦
と
い
っ
た
形
を

と
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
事
資
描
腐
の
放
時
記
と
し
て
従
来
見
な
か
っ
た
表
現

を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
性
格
は
ひ
き
敏
い
て
周
庭
の
「
風
土

記
」
や
「
荊
料
理
放
時
記
」
に
も
窺
わ
れ
、
し
か
も
二
者
が
と
く
に
地
縁
性
に
お

い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
加
う
る
に
「
荊
楚
歳
時
記
」
に
あ
っ

て
は
庶
民
的
な
自
然
観
や
宗
教
鋭
、同肘
邪
畔
惑
思
想
が
濃
厚
に
看
取
さ
れ
、
そ

の
基
盤
に
は
偶
数
的
な
も
の
の
外
に
さ
ら
に
道
教
的
な
も
の
が
重
き
を
な
し
て

い
て
、
こ
こ

に
「
枇
禽
構
造
の
基
底
を
な
す
庶
民
局
の
生
活
の
事
質
描
潟
の
様

式
」
が
は
じ
め
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
る
と
こ
の

書
は
郷
村
生
活
、
家
族
生
活
さ
ら
に
個
人
の
自
然
へ
の
封
態
と
生
活
感
情
を
記

し
た
不
朽
の
金
字
搭
で
あ
る
と
い
え
る
。

資
料
篇
に
牧
録
す
る
と
こ
ろ
は
「
四
民
月
令」

以
下
合
せ
て
十
二
種
、
そ
の

い
ず
れ
も
締
本
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
劃
し
て
著
者
は
単
な
る
倹
文
の
枚
集
に
と

と
ま
ら
ず
、
絞
密
な
考
鐙
や
補
正
JY
加
え
、
安
心
し
て
利
用
の
で
き
る
史
料
を

提
供
し
て
い
る
，

例
え
ば
こ
こ
か
ら
冬
至
に
関
す
る
記
事
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち

「
四
民
月
令
」
で
は

冬
至
之
日
、
薦
-
桑
羊
「
先
一
周
ニ
才
一
軍
(
子
井
「
以
及
-
2
阻
禰
「
寵
開
銀
掃
様
、
如
レ

一
成
二
黍
豚
「
其
進
ニ
酒
悠
長
「
及
儲
ニ
謁
刺
z
m
A
君
師
嘗
老
「
如
-
一
正
月
「

と
あ
る
。
黍
豚
は
冬
に
配
笛
さ
れ
る
供
物
で
あ
り
、
市
営
羊
は
春
の
そ
れ
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
は
黍
羊
と
あ
る
。
あ
る
い
は
委
羊
と
あ
る
べ
き
か
。
玄
冥
は
初
冬

を
司
る
水
柿
円
。
こ
の
一
脚
を
井
戸
の
傍
に
祭
肥
し
、

さ
ら
に
租
禰
(
祖
先
の
腐
)

に
お
よ
ぶ
。
さ
ら
に
愈
長
家
長
ら
に
封
し
て
酒
食
を
進
め
、
出
で
て
は
君
師
村

老
に
封
し
て
挨
拶
巡
り
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
周
廃
風
土
記
」
に
は

天
正
日
筒
、
古
典
鐙
践
長
、
粥
飽
迫
筋
こ
作
蔚
徴
)
、

と
あ
る
。
冬
至
に
お
い
て
太
陽
は
南
中
す
る
か
ら
天
正
日
南
と
は
そ
の
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
、
黄
鐙
は
十
二
音
律
の
て
中
冬
に
配
さ
れ
る
。

こ
こ
に
践
長

と
は
長
く
ひ
び
き
わ
た
る
形
容
で
あ
ろ
う
。
粥
簡
は
か
ゅ
の

こ
と
。
追
蔚
は
春

の
萌
芽
を
う
な
が
す
こ
と
か
。
そ
の
註
文
に
は
赤
豆
を
入
れ
た
加
仰
を
作
る
と
見

え
る
。
「
荊
鐙
歳
時
記
」
で
は

冬
至
目
、

量三
日
影
「
作
ニ
赤
豆
粥
「
以
機
レ
疫
、

と
あ
り
、
む
か
し
共
工
氏
に
不
才
と
い
う
子
供
が
あ
っ
て
、
冬
至
に
死
亡
し
て

疫
病
紳
と
化
し
た
。
し
か
る
に

こ
の
疫
病
一
仰
は
赤
豆
を
忌
み
恐
れ
る
の
で
、
人

人
は
赤
一
旦
粥
を
作

っ
て
迫
挑
い
の
ま
じ
な
い
と
す
る
と
あ
る
。
赤
豆
を
用
い
る

の
は
赤
、か
火
と
同
じ
く
夏
を
表
徴
し
、
陰
院
側
ま
れ
ば
防
嶋
す
る
と
こ
る
か
ら
縁

起
を
か
つ
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
金
谷
闘
記
」
の
冬
至
記
事
に
お
い
て
は

朝
賀
之
種
、
如
三
冗
日
之
儀
「
叉
云
貌
育
文
目、

百
寮
栴
賀
、甘
穴
儀
堕
ニ
於
歳
朝
「

-102一
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と
あ
り
、
さ
ら
に

「
秦
中
歳
時
記
」
で
は

冬
至
、
賜
ニ
百
官
辛
盤
「
謂
ニ
之
借
春
「

と
見
え
る
。
冬
至
を
亜
放
と
か
亜
歳
朝
と
か
よ
ん
だ
の
は
唐
代
に
は
じ
ま
る
の

で
は
な
く
て
、
少
く
と
も
三
園
時
代
に
測
る
。
薗
田
植
の
冬
至
献
履
機
表
に
も

伏
見
ニ
奮
儀
「
園
家
冬
至
、
献
レ
履
貢
レ
機
、
所
ニ
以
迎
レ
一
繭
践
長
「
・
・

・
千
載

昌
期
、

一
陽
嘉
節
、
四
方
交
泰
、
荷
物
昭
蘇
、
直
裁
迎
レ
群
、
履
レ
長
納
レ
慶
、

と
あ
り
、
「
毘
歳
、
鮮
を
迎
え
長
を
履
み
慶
び
を
納
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
辛
盤
は
一
に
五
辛
盤
と
も
い
う
。
正
月
の
料
理
と
し
て
古
く
用
い
ら
れ
た

こ
と
は
周
廃
の
「
風
土
記
」
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
辛
は
新
に
通
ず
る
と
こ
ろ
か

ら
元
日
料
理
の
嘉
名
で
、
調
味
料
に
辛
味
を
加
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ

に
謝
し
て
履
と
利
は
音
通
し
、
践
長
と
は
冬
至
の
日
影
の
最
長
と
な
る
こ
と
を

偶
し
た
義
で
、
こ
れ
ま
た
縁
起
を
硯
つ
て
は
き
も
の
を
贈
呈
す
る
の
で
あ
る
。

冬
至
に
あ
た
り
一
福
徳
長
替
を
え
ん
が
た
め
の
養
生
の
手
段
と
し
て
は
「
千
金
月

A
F」
に

至
目
、
於
ニ
北
壁
下
「
厚
鋪
レ
草
而
臥
、
以
受
ニ
元
気
「

と
あ
り
、
ま
た

冬
至
日
、
取
-
-
一
胡
麗
「
盛
エ
葱
根
室
汁
「
捜
ニ
子
庭
中
「
夏
至
遊
関
、
登
篤
レ

、氷
、
以
漬
-
一
金
玉
銀
石
青
各
三
分
「
自
錦
、
暴
乾
如
レ
飴
、
可
レ代レ
糧
、
久
服

紳
仙
、
名
目
二
金
液
祭
「

と
い
い
、
「
保
生
月
鍛
」
で
は

冬
至
目
、

一
陽
方
生
、
省
ニ
言
語
「
宜
レ
養
-
一
元
気
「
勿
レ
努
-
一
其
僅
「

と
見
え
る
。
さ
ら
に
「
養
生
月
寛
」
冬
至
の
項
に
は
「
綴
漢
書
趨
儀
志
」
、
「草食

生
要
集
」
、
「
頑
併
銀
」
な
ど
の
文
を
牧
銭
し
、
あ
る
い
は
冬
至
日
、
轍
期
姥
取
レ

火
、
可
レ
去
-
一
温
病
「
あ
る
い
は
冬
至
目
、
陽
気
鋳
ニ
内
腹
中
「
熱
物
入
レ
胃
易
-
-
消

化
「
あ
る
い
は
冬
至
目
、
勿
ニ
多
言
「
一
陽
方
生
、
不
レ
可
-
-
火
用
「
な
ど
と
あ

る
。
な
お
資
料
篇
に
は
枚
め
な
か
っ
た
が
、
「
四
時
纂
要
」
を
ひ
も
ど
く
と
、
冬

至
に
お
け
る
占
法
と
し
て
雑
占
、
占
気
、
占
雲
、
占
風
な
ど
を
掲
げ
て
い
る
。

冬
至
は
太
陽
の
運
行
を
観
測
す
る
起
貼
で
あ
り
、
こ
れ
を
陰
陽
思
想
に
よ
っ

て
解
稼
す
る
こ
と
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は

「
鵡
記
月
令
」
、
「准

南
子
天
文
訓
」
な
ど
を
ひ
も
ど
け
ば
直
に
わ
か
る
。
こ
れ
に
封
し
以
上
引
用
し

た
諸
記
載
で
は
親
陸
、
辞
邪
、
求
稿
、
養
気
な
ど
を
目
的
と
し
た
儀
穫
が
多
く

行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
冬
至
の
儀
穫
は
恐
ら
く
古

歳
時
記
の
時
代
に
で
き
あ
が
り
、
唐
代
は
む
し
ろ
そ
の
停
統
の
縫
承
時
代
だ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
推
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

な
お
つ
い
で
な
が
ら
こ
こ
に
好
個
の
資
料
と
し
て
加
え
た
い
の
は
園
仁
の

「
入
唐
求
法
巡
磁
行
記
」
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
冬
至
の
記
事

は
開
成
三
年
、
同
四
年
、
同
五
年
お
よ
び
曾
昌
元
年
の
四
回
あ
る
が
、
こ
の
う

ち
曾
昌
元
年
十

一
月
一
日
の
係
で
は
た
だ
冬
至
節
と
記
し
て
い
る
の
み
で
あ
る

が
、
開
成
五
年
十
一
月
二
十
六
日
の
冬
至
に
つ
い
て
は

冬
至
節
、
信
中
奔
賀
云
、
伏
惟
和
筒
、

久
住
二
世
間
「
慶
和
二
衆
生
「
脳
下
及

沙
禰
封
ニ上
座
-
説
、
一
依
ニ
書
儀
之
制
「
沙
繍
封
レ
借
右
膝
着
レ
地
、
設
ニ
賀
節

之
詞
「
喫
レ
粥
時
、
行-一
鋭
鈍
菓
子
「

と
あ
る
。
こ
れ
は
長
安
資
聖
一
寺
内
で
の
有
援
を
述
べ
た
も
の
で
、
僧
侶
聞
の
挨

拶
の
こ
と
や
食
物
に
お
よ
ん
で
い
る
。
銀
鈍
と
あ
る
の
は
ワ
ン
タ
ン
メ
ン
の
こ

と
で
、「
庭
雅
」
侠
文
に
餅
也
と
あ
る
の
が
初
見
と
さ
れ
、
今
は
主
と
し
て
豚
肉

を
つ
つ
む
が
、
唐
代
に
は
花
形
を
し
館
料
も
二
十
四
種
に
お
よ
ん
だ
と
い
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
青
木
正
見
博
士
の
詳
し
い
論
考
が
あ
る
(
飽
鈍
の
歴

史〉
。
し
か
も
寺
院
で
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
館
料
も
肉
類
に
限
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
開
成
四
年
十
一
月
九
日
の
僚
に
は

冬
至
節
、
衆
信
相
龍
、
辰
時
、
堂
前
種
併
、

。。
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と
あ
る
。
山
東
半
島
の
突
端
、
赤
山
の
法
花
院
で
新
羅
傍
ら
の
行
っ
た
わ
び
し

い
冬
至
節
の
有
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
し
揚
州
域
内
で
の
行
事
は
貨
に
活
気
に

満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
開
成
三
年
十
一
月
二
十
日
の
僚
に
は
左
の

ご
と
く
見
え
る
。

冬
至
之
節
、
道
俗
各
致
レ
雄
、
在
俗
者
奔
レ
官
、
賀二
H
A
J

至
節
「
見
ニ
相
公
「
即

巡回

〔
曇
〕
運
推
移
、
日
南
長
至
、
伏
惟
相
公
愈
鉢
前
向
一幡
、
且
只
賎
官
口
問
弁
百

姓
、
皆
相
見
奔
賀
、
出
家
者
相
見
奔
賀
、
口
叙
ニ
冬
至
之
僻
「
互
相
槌
奔
、

俗
人
入
レ
寺
亦
有
ニ是
槌
「

衆
借
封
ニ外
閤
伶
「
郎
警
今
日
冬
至
節
、
和
山
間
前
向

調
、
停
燈
不
レ紹
、
早
腕
二
本
図
「
長
潟
ニ
図
師
二
云
々
、
各
相
槌
奔
畢
、
更
警
二

巌
官
官
「
或
信
来
云
、
冬
至
、
和
筒
蔦
稿
、
間
宇
光
-
ニ
ニ
翠
「
早
錦
-
一
本
郷
「
常

潟
ニ
図
師
吋
云
々
、
有
二多
種
一浩「

此
節
惣
輿
ニ
本
閣
正
月
一
日
節
一同
也
、
俗

家
寺
家
各
儲
--希
鋒
「
百
味
惣
集
、
随
ニ
前
人
所
τ
袋
、
皆
有
-
-
賀
節
之
僻
「
道
俗

以
ニ
一
二
日
一
岳
地
レ
期
、
相
民
ニ
冬
至
節
「
此
寺
家
亦
設
-ニ二
日
供
「
有
二
百
種
惣
集
「

賞
は
前
夜
祭
も
あ
り
、
二
十
六
日
の
夜
に
は
人
々
は
眠
ら
ず
、
あ
た
か
も
日
本

の
庚
申
ま
つ
り
の
夜
の
ご
と
く
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
唐
代
都
市
間

で
行
わ
れ
た
冬
至
節
の
大
概
も
こ
れ
か
ら
類
推
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

一
家
の
闘

縄
県
と
命
長
に
謝
す
る
敬
賀
と
い
っ
た
一
世
交
儀
離
の
有
様
は
朱
代
に
も
引
敏
い
て

ま
す
ま
す
盛
大
と
な
り
、
亜
放
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
正
月
を
し
の

ぐ
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
「
東
京
夢
肇
録
」
谷
十
に
も
左
の
ご
と
く
記
す
。

十
一
月
冬
至
、
京
師
最
重
ニ
此
卸
「
雄
二
十主
貧
者
、
一
年
之
問
、
積
累
仮
借「

歪
エ此
日
「
一史
エ易
新
来
「
仰
ニ
緋
飲
食
「
享
ニ
叩
先
組
「
官
放
ニ閥
撲
「
出
血
賀

往
来
、
一
如
-一年
節
「

け
だ
し
冬
至
節
に
行
う
南
郊
の
儀
式
は
天
下
泰
卒
と
五
穀
盟
鏡
を
折
る
闘
家

最
大
の
式
典
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
の
命
令
を
代
行
す
る
天
子
の
行
う
べ
き
厳

粛
な
行
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
日
に
は
自
ら
爽
戒
体
浴
を
行
い
、
首
日
の
繁
明

に
天
壇
上
に
お
い
て
、
荘
重
な
儀
式
を
営
ん
だ
。
こ
の
南
郊
は
古
く
「
悶
穂
」

に
見
え
る
が
、
築
壇
は
前
漢
の
成
帝
の
時
代
か
ら
と
い
わ
れ
、
以
後
消
長
が
あ

っ
た
が
、
清
朝
の
滅
亡
す
る
ま
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
儀
式
績
は
も
ち
ろ
ん
支

配
者
の
み
が
掌
揮
す
る
と
こ
ろ
で
、
庶
民
の
閥
奥
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
。
た
だ
し
上
下
を
通
じ
て
舜
賀
を
行
う
と
い
?
た
形
式
を
通
じ
て
は
こ
の
園

家
的
新
穀
祭
に
間
接
に
閥
輿
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
記
録
的
に
は
庶
民
の
問

に
盟
鏡
祈
願
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
む
し
ろ
彼
等
の
吐
曾
的
親

睦
祭
で
あ
る
鮎
に
特
色
が
見
ら
れ
る
。
な
お
北
京
の
古
諺
に
「
冬
至
大
如
年
」

と
い
う
の
が
あ
る
。

し
か
し

「
燕
京
歳
時
一
記
」
を
ひ
も
ど
く
と
冬
至
郊
天
令

節
、

百
官
呈

d

一
週
賀
表
「
民
間
不
レ
魚
レ
節
、
惟
食
エ
銭
前
一
而
己
、
と
あ
っ
て
、

民
間
で
は
特
に
節
目
と
は
せ
ず
、
家
内
で
仮
鈍
を
食
べ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て

い
る
。
清
末
に
お
い
て
北
京
で
は
冬
至
が
す
で
に
往
年
の
ご
と
く
で
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
。

日
本
で
は
古
く
は
霜
月
の
下
弦
の
日
を
目
じ
る
し
と
し
て
冬
至
を
定
め
る
風

習
が
あ
り
、
こ
の
日
は
神
聖
な
放
人
が
村
予
を
訪
れ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

一
個
だ
け
残
し
て
お
い
た
南
瓜
を
大
鍋
で
煮
て
、
弱
々
し
い
午
後

の
目
ざ
し
の
下
で
一
家
が
お
茶
の
一
時
を
過
し
た
遠
い
わ
た
し
自
身
の
思
い
出

は
、
南
瓜
を
し
て
赤
豆
へ
の
閥
連
を
思
い
付
か
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
敗
戦
後

は
歳
暮
売
出
し
の
景
気
付
け
が
便
乗
し
て
、シ
ン
グ
ル
ベ
ル
や

「清
し
こ
の
夜
」

が
巷
の
空
に
こ
だ
ま
す
る
。
こ
れ
が

一
時
的
現
象
に
止
る
か
長
い
停
統
と
な
る

か
、
こ
れ
か
ら
の
見
物
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
日
を
冬
至
と

一
致
さ
せ
た
の
は
四
世
紀
の
初
め
頃
に
洲
る
と
い
わ
れ
、
そ
れ
は
ロ

1
7
で
行

わ
れ
た
農
神
祭
の
底
抜
け
騒
ぎ
に
巧
み
に
便
乗
し
た
も
の
だ
と
説
か
れ
て
い

る
。
岐
阜
や
愛
知
の
田
舎
に
は
冬
至
に
紳
聖
な
放
人
に
代
っ
て
弘
法
大
師
が
村

村
を
め
ぐ
る
と
い
う
停
承
も
あ
る
と
い
う
が
、
恰
も
靴
下
に
小
供
の
欲
し
が
る

-104一



105 

も
の
を
入
れ
て
奥
え
て
く
れ
る
と
い
う
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ズ
の
来
訪
と
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。
中
園
に
は
こ
う
し
た
類
似
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し

「績
漢

書
」
の
冬
至
に
お
け
る
鎖
燈
改
火
は
、
新
ら
し
い
カ
シ

ワ
の
丸
太
に
前
年
と
っ

て
置
い
た
燐
残
り
の
木
で
火
を
つ
け
る
と
い
う
ク
リ
ス
マ
ス
の
古
い
朝
日
俗
と
暗

合
す
る
。
家
食
や
燈
節
は
あ
る
が
、
冬
至
を
復
活
祭
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
祝

福
す
る
こ
と
は
牧
穫
が
す
ん
で
ほ
っ
と
一
息
し
た
中
国
の
農
民
に
そ
ぐ
わ
な
か

司
た
ら
し
い
。
そ
し
て
彼
等
民
族
性
も
太
陽
の
慈
愛
に
す
が
っ
て
福
利
を
新
願

す
る
よ
り
は
彼
の
威
力
を
そ
の
ま
ま
認
め
、
む
し
ろ
そ
の
も
と
で
封
庭
の
方
途

を
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
四
時
纂
要
」

に
収
録

さ
れ
て
い
る
諸
占
法
の
如
き
も
今
の
限
で
見
る
な
ら
ば
ほ
と
ん
ど
迷
信
に
過
ぎ

な
い
が
、
し
か
し
笛
時
の
段
階
で
は
現
質
に
封
廃
す
る
合
理
主
義
の
あ
ら
わ
れ

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

資
料
篇
の
効
用
の
一
例
と
し
て
は
い
さ
さ
か
蛇
足
に
亘
っ
た
。
さ
ら
に
、
著

者
が
指
摘
し
て
い
る
事
項
と
し
て
、
も
う
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
中

閣
の
品
腕
時
資
料
の
研
究
に
お
け
る
日
本
の
功
綴
と
い
司
た
貼
で
あ
る
。
そ
れ
は

日
本
の
古
文
献
中
に
中
園
古
歳
時
記
の
佼
文
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
こ
と
に
「
玉
燭
賀
典
は
や
「
四
時
纂
要
」
の
ご
と
き
重
要
文
献
を
わ
が

闘
が
久
し
く
停
存
し
て
い
た
事
責
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
ら
は
軍
に
保
存
し

た
ば
か
り
で
な
く
研
究
を
も
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
江
戸
末
期
の
依

田
利
用
と
い
う
事
者
に
は
「
玉
燭
賀
典
考
設
」
の
ご
と
き
す
ぐ
れ
た
著
作
が
あ

っ
た
。
否
そ
れ
の
み
で
な
く
わ
が
図
の
行
事
そ
の
も
の
に
彼
の
閣
の
そ
れ
が
掻

取
さ
れ
た
こ
と
は
こ
こ
に
改
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
か
く
て
中
園
古
歳

時
記
の
研
究
は
中
闘
に
闘
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
目
撃
雨
閣
の
文
化
交
流
-一をあ

と
ず
け
る
と
い
う
問
題
に
闘
し
て
も
あ
る
役
割
を
果
し
う
る
。

以
上
自
ら
捕
ら
ず
守
屋
博
士
の
名
著
を
紹
介
し
て
み
た
。
繰
返
す
こ
と
に
な

る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
木
書
の
皐
術
的
債
値
は
従
来
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
で
あ
っ
た

分
野
に
謝
し
て
精
微
周
到
な
メ
ス
を
加
え
、
さ
き
の
「
校
註
荊
楚
歳
時
記
」
を

脂
製
展
せ
し
め
て
こ
こ
に
堅
賞
な
研
究
を
完
成
さ
れ
た
貼
に
あ
る
。
史
家
と
し
て

古
歳
時
記
出
現
の
歴
史
的
背
景
に
謝
し
て
深
い
洞
察
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
も
注

意
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
遺
文
の
復
原
に
あ
た
っ
て
は
一
字
た
り
と
も
ゆ
る

が
せ
に
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
傾
服
す
る
。
た
だ
欲
を
い
う
こ
と

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
全
曲
砲
を
通
じ
て
書
誌
与
的
記
述
が
、
博
士
の
終
始
制
捜
ら

ぬ
立
場
、
す
な
わ
ち
中
園
家
族
史
研
究
の
資
料
と
し
て
の
古
歳
時
記
に
封
す
る

と
い
っ
て
い
る
こ
と
の
説
得
力
に
較
べ
て
や
や
重
す
ぎ
る
か
の
印
象
を
受
け
る

こ
と
。
も
っ
と
も
そ
う
し
た
小
言
に
態
封
は
固
よ
り
「
中
国
民
俗
の
歴
史
的
研

究
」
で
披
渡
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
譲
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本

書
を
濁
立
し
た
作
品
と
し
て
み
る
場
合
、
若
し
も
こ
う
し
た
一
章
を
と
く
に
設

け
て
い
た
だ
け
た
な
ら
ば
一
層
光
彩
を
設
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
「
玉
燭
貧
血
ハ」
の
た
め

に
も

一
節
を
讃
者
に
さ
い
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
も
と
よ
り
同
書
の
こ
と
は

本
書
中
随
廃
に
綱
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
理
論
の
展
開

合
よ
り
受
取
り
易
か
ら
し
め
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
希
望
で
あ
る
。
さ
ら
に
資

料
篇
に
お
い
て
は
「
磐
方
類
家
」
や
「
養
生
月
賢
」
の
讃
み
に
く
い
こ
と
が
気

に
な
る
。
ア
ミ
版
よ
り
凸
版
の
方
が
鮮
明
で
は
な
か
司
た
か
。
そ
し
て
簡
略
な

も
の
で
も
よ
い
か
ら
谷
末
に
項
目
索
引
を
付
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に

は
よ
り
便
利
だ
っ
た
と
考
へ
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
は
門
外
漢
の
笠
濁
で

あ
っ
て
、
本
書
の
良
債
と
は
大
し
た
り
闘
も
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
博
士
の
た

ゆ
ま
ぬ
精
進
に
よ
っ
て
古
数
時
記
に
関
す
る
基
礎
問
題
の
開
眼
が
で
き
、
さ
ら

に
稀
観
の
参
考
文
献
を
身
近
に
備
え
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
を

M

」
の
上
も
な
く

有
難
く
思
う
一
人
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
い
。

(

小
野
勝
年
)
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