
近
時
既
見
の
漢
以
晶
柳
の
爾
自
…
鱗

笛
乙
一
十
九
巻
　
篇
二
一
號

薫
○

近
時
所
見
の
漢
以
前
の
古
鏡

梅

原

末

ム
臼㍉

マ

一

　
大
正
の
末
年
か
ら
一
部
入
興
の
注
意
に
上
る
檬
に
な
っ
た
漢
以

需
の
古
鏡
に
魅
し
て
、
幸
に
草
露
か
ら
そ
れ
等
を
鳩
隠
す
る
に
特

殊
な
便
器
を
持
つ
た
私
は
、
去
る
昭
和
十
為
業
に
『
漢
以
前
の
古

’
鏡
の
研
究
』
（
東
方
文
化
感
激
京
都
研
究
所
研
究
報
告
第
六
珊
）
な

る
研
究
報
告
を
書
い
て
、
蒐
め
得
た
關
係
遮
品
の
聖
域
と
、
そ
れ

か
ら
導
い
た
性
質
観
と
を
録
し
た
の
で
あ
っ
た
。
從
來
前
漢
鏡
よ

り
逝
る
鏡
式
に
就
い
て
殆
ん
ど
知
見
を
恐
い
て
る
た
も
の
が
、
昭

和
の
最
初
の
数
年
間
に
支
那
の
各
地
か
ら
か
く
も
澄
し
い
照
照
を

獲
饗
し
て
、
こ
の
檬
に
そ
の
発
貌
が
確
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と

は
、
な
か
い
支
那
吉
鏡
鑑
研
究
の
滑
革
臭
上
ま
さ
に
劃
期
的
な
も

．
の
と
書
ふ
肯
き
で
あ
っ
て
、
か
Σ
る
機
會
に
出
遇
ふ
て
、
そ
の
知

見
を
纒
め
得
た
こ
と
に
劉
し
て
は
私
か
に
楡
挽
の
念
を
発
え
た
次

第
で
あ
る
。
右
の
書
の
印
行
後
聞
も
な
く
支
那
事
攣
が
勃
獲
し
、

年
を
重
ね
て
趣
に
大
東
無
職
を
兇
る
に
至
っ
た
が
爲
に
、
皮
那
本

土
に
於
け
る
碧
落
遺
品
の
出
土
は
そ
の
以
前
に
較
べ
て
著
し
く
減

じ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
種
霊
鑑
に
要
す
る
關
心
が
軍
に
本

邦
の
み
な
ら
す
、
廣
く
世
界
の
東
洋
和
気
に
行
き
亙
り
、
一
昨
ん

年
瑞
典
の
東
洋
博
物
館
紀
要
に
カ
ー
ル
グ
レ
ン
教
授
（
ヒ
づ
。
B
ぎ
乙

囚
琶
。
2
H
魯
）
が
、
．
r
口
信
鉱
§
自
誠
き
．
．
な
る
關
係
論
文
を
掲
載
す

る
あ
り
、
ま
た
支
那
本
土
に
あ
っ
て
も
前
者
に
先
立
っ
て
着
手
一

昨
年
完
成
を
見
た
梁
上
椿
氏
の
「
巖
窟
藏
鏡
∩
門
に
若
干
の
新
考
察
を

見
る
等
し
て
、
要
文
な
動
き
を
示
し
つ
Σ
あ
る
。
是
等
の
論
薯
は

上
記
の
拙
著
に
基
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
新
資
料
を
加
へ
て
、
そ
の

性
質
観
を
更
に
開
展
す
る
こ
と
に
意
を
用
み
て
居
て
、
う
ち
に
多
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く
の
示
唆
を
含
ん
で
み
る
黙
で
は
、
一
昨
年
公
に
せ
ら
れ
た
我
が

一
後
藤
守
一
氏
の
『
古
鏡
聚
英
』
上
篇
（
秦
鏡
と
漢
六
朝
鏡
）
が
全
く
拙

著
の
紹
介
に
過
ぎ
な
い
の
と
撰
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
海
外

漁
者
の
こ
の
分
野
に
恕
す
る
膚
の
精
進
に
鋤
し
て
、
古
鏡
⑳
研
究

に
特
殊
な
地
歩
を
粛
め
る
と
す
る
本
邦
墨
継
が
ま
さ
に
關
心
を
新

た
に
す
る
要
を
畳
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
筆
者
の
過
去
数
年
聞
に
實
署
し
た
邊
撮
は
上
記
の
一
般
的
な
傾

向
か
ら
左
程
多
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
闇
に
新
た
に
知
り
得

た
鏡
式
な
り
、
殺
害
事
實
な
り
が
若
干
存
す
る
上
に
、
ま
た
右
の

、
二
箸
に
刺
戟
せ
ら
れ
等
し
て
別
に
潴
べ
及
ん
だ
黙
も
な
い
で
は
な

い
か
ら
、
こ
Σ
に
本
誌
寄
稿
の
責
を
負
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
を
機

會
に
、
一
慮
薪
費
料
を
整
理
の
上
そ
れ
等
の
紹
介
を
主
と
し
、
附

・
す
る
に
二
三
の
所
見
を
以
て
し
て
、
拗
の
拙
著
の
補
遺
に
鞭
て
る

こ
と
に
し
た
。
前
者
と
の
併
観
を
得
ば
幸
で
あ
る
。
丈
の
は
じ
め

に
當
っ
て
、
掲
ぐ
る
所
の
新
資
料
類
の
調
査
に
就
い
て
便
宜
を
與

へ
ら
れ
た
諸
家
、
特
に
故
黒
川
幸
七
翁
、

・
夫
氏
、
川
合
定
治
郎
氏
、
淺
野
楳
古
謡
、

し
て
軽
め
謝
意
を
表
す
る
。

近
時
所
見
の
灘
い
以
儲
の
轟
胃
鏡

江
口
治
鄭
氏
、
山
本
信

田
中
吉
次
鄭
七
堂
に
封

二

　
知
見
に
上
っ
た
漢
以
前
の
畜
鏡
の
特
色
の
一
つ
に
透
文
を
以
て

違
背
を
飾
る
乏
云
ふ
こ
重
造
り
の
も
の
・
あ
る
事
は
、
灘
の
拙
箸

で
若
干
の
實
例
を
暴
げ
て
指
摘
し
て
置
い
た
所
で
あ
る
。
尤
も
こ

の
類
は
な
ほ
掲
証
書
が
在
程
多
く
な
い
黙
で
、
他
の
類
と
の
系
統

閥
係
な
ど
考
へ
得
な
い
爲
で
も
あ
ら
う
か
、
カ
ー
ル
グ
レ
ン
教
授

の
論
文
に
は
殆
ん
ど
燭
れ
る
所
が
な
く
、
梁
氏
の
著
蓮
に
も
載
せ

る
所
が
な
い
。
併
し
筆
者
が
爾
後
知
り
得
た
逡
品
は
数
葡
に
上
っ

て
、
こ
の
類
の
性
質
に
就
い
て
の
考
査
に
役
立
つ
も
の
・
あ
る
こ

と
を
思
は
し
め
る
の
で
、
申
で
そ
の
主
要
な
逝
品
か
ら
先
づ
實
粉

の
紹
介
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
は
昭
和
＋
一
年
初
夏
に
本
邦
に
鷲
さ
れ
た
蠕
蟷
透
丈
筆
石

方
鏡
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
徽
省
難
壁
の
繊
土
と
傳
へ
て
、
白
馬
に

近
い
水
中
古
の
色
澤
を
な
し
、
同
特
の
獲
見
品
と
し
て
珍
ら
し
い

銅
製
の
藥
研
一
具
が
共
に
將
來
せ
ら
れ
た
。
鏡
は
一
飲
の
長
四
寸

一
重
に
近
い
方
形
で
あ
っ
て
、
そ
の
透
丈
か
ら
域
る
即
詰
の
構
圏

饒
に
知
ら
奨
嘉
納
氏
白
三
章
簸
の
一
翼
人
蕗
講

第
二
十
九
巷
・
第
ご
號

瓢
一

（17ユ）



　
　
　
近
瞳
．
賭
見
の
漠
以
葡
の
古
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヅ

難
咽
三
二
）
扁
近
い
が
、
本
例
に
あ
っ
て
は
肉
霧
つ
慧
二

形
の
表
現
が
一
暦
強
面
的
な
趣
を
示
し
て
居
り
、
ま
た
そ
の
外
回

の
上
に
嘱
し
く
渦
丈
化
し
た
一
種
の
墾
檬
無
文
を
鍔
沈
め
、
丈
糠

間
に
膏
石
を
嵌
込
ん
で
装
飾
し
た
黙
が
違
っ
て
み
る
。
右
の
圃
丈

は
園
版
第
一
の
一
に
示
す
が
如
く
で
、
そ
れ
は
こ
の
種
鏡
の
占
め

る
位
置
を
考
へ
る
上
に
役
立
つ
も
の
と
思
ふ
。
な
ほ
以
上
の
鏡
背

に
嵌
め
込
ん
だ
画
面
麟
罷
は
径
四
寸
．
厚
さ
一
．
分
以
下
の
薄
い
白
銅

造
り
で
あ
っ
て
、
十
数
片
に
破
議
し
て
は
み
る
が
、
復
原
が
可
能

で
あ
り
、
そ
の
原
形
を
と
ゴ
め
た
溜
息
の
音
痴
に
接
す
る
部
分
に

絹
．
布
の
附
矯
・
残
存
し
て
み
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
鏡
醐
に
絹
や
縢

、
な
ど
の
布
面
片
の
附
藩
す
る
こ
と
は
、
古
墓
に
剛
葬
せ
ら
れ
た
鏡

に
普
逓
見
受
け
る
威
で
あ
っ
て
、
そ
れ
等
が
副
葬
の
際
に
於
け
る

午
下
で
包
ん
だ
名
残
で
あ
ら
う
こ
と
は
今
日
で
は
一
般
の
常
識
と

な
っ
て
み
る
が
、
こ
の
楽
な
鏡
雛
構
成
の
内
面
に
淺
存
す
る
蔀
實

は
、
鏡
の
作
り
の
特
殊
な
黙
と
聯
關
し
て
、
そ
の
然
る
所
以
が
新

し
く
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。
慮
が
後
段
に
響
け
る
完
形
を
存
し

た
透
丈
の
一
週
で
も
、
同
じ
位
置
に
同
様
な
痕
魅
が
認
め
ら
れ
る

鮎
か
ら
・
、
こ
の
種
の
壁
貫
銃
に
あ
っ
て
は
も
と
同
部
に
絹
・
麻
等

第
二
十
九
巻
　
第
一
一
。
號

鉱
二

を
張
っ
て
、
透
丈
間
を
逓
じ
て
そ
の
色
付
等
を
至
る
と
云
ふ
装
飾

法
が
行
は
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
の
推
測
を
加
へ
し
め
る
の

で
あ
る
。
こ
の
鏡
其
後
轄
じ
て
紐
育
の
ウ
イ
ン
ス
皿
ッ
プ
翁
（
○
・

目
・
毛
艮
ξ
O
H
）
）
の
有
に
翻
し
、
破
軽
し
て
る
た
鏡
面
が
復
原

さ
れ
た
と
云
ふ
。

　
第
こ
ま
た
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ
翁
の
新
牧
に
係
る
蠕
墨
痕
砕
身
で

あ
る
。
本
鏡
は
纒
七
寸
三
分
あ
っ
て
こ
の
種
の
逡
品
と
し
て
の
最

も
大
き
な
も
の
に
馬
す
る
。
鏡
龍
を
な
す
二
つ
の
部
分
の
う
ち
、

背
部
の
透
文
ほ
ψ
央
に
古
拙
な
三
葉
形
の
座
飾
が
あ
り
、
そ
の
葉

・
間
と
縁
の
右
に
封
賦
す
る
部
分
と
に
各
三
つ
の
憩
瀧
の
頭
部
を
配

し
て
、
そ
れ
等
の
龍
艦
を
一
種
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
風
に
か
ら
ま
せ

て
、
怪
異
な
獣
丈
を
以
て
巧
み
な
懸
丈
と
し
た
所
に
構
圃
の
見
る

可
き
も
の
が
あ
る
。
な
ほ
こ
の
透
丈
の
虞
汝
と
外
縁
の
帯
上
と
に

は
牛
球
形
の
象
嵌
を
加
へ
て
、
装
飾
を
複
難
な
ら
し
め
て
み
る
の

で
あ
る
（
闘
版
纂
一
の
9
）

　
そ
の
三
に
数
ふ
可
き
難
贔
は
昭
和
十
一
年
の
秋
淺
野
楳
吉
氏
が

北
京
で
手
に
入
れ
て
内
地
に
將
來
、
翌
春
故
黒
川
幸
七
翁
の
有
に

蹄
し
た
賦
彩
三
悪
早
算
鏡
と
す
る
。
こ
れ
は
河
南
省
洛
陽
近
郊
の

（　172　）



繊
土
と
傳
へ
て
、
有
名
な
金
村
古
墓
と
の
關
係
を
考
へ
し
め
る
ふ

し
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
一
苑
で
作
ら
れ
た
と
息
は
れ
る
も

の
が
二
諏
揃
ふ
て
居
り
、
一
面
は
原
形
の
荒
海
存
、
鮮
か
な
古
色

を
と
f
め
、
他
は
離
脱
し
た
鏡
面
を
も
と
に
復
し
た
際
の
修
補
は

あ
る
が
、
鏡
背
部
は
岡
じ
く
本
町
の
ま
」
の
色
澤
を
存
し
て
、
共

に
透
二
上
に
施
さ
れ
た
賦
彩
を
よ
く
逡
存
す
る
の
が
珍
ら
し
い
。

鏡
は
径
三
寸
威
霊
徐
の
小
さ
い
も
の
で
、
こ
れ
が
鏡
背
部
を
な
す

透
丈
は
圓
麿
鎧
を
中
に
し
て
嗣
幾
に
三
野
の
池
寵
を
か
ら
ま
せ
た

式
で
あ
り
、
趣
卜
形
の
示
す
所
第
二
の
鏡
に
相
近
く
、
既
知
の
岡

種
の
資
料
と
併
観
す
る
こ
と
か
ら
、
霞
か
ら
こ
の
類
が
三
代
鏡
式

と
し
て
相
雷
な
数
量
の
重
重
せ
ら
れ
た
ら
う
こ
と
を
推
測
せ
し
め

る
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
す
る
ど
本
割
は
漸
次
逡
晶
を
加
へ
つ

・
あ
る
透
文
鏡
と
し
て
の
新
た
な
二
面
と
云
ふ
に
韻
ぎ
な
い
わ
け

で
あ
る
が
、
他
方
稀
に
見
る
良
好
な
保
存
歌
態
に
負
ふ
て
、
．
完
全

な
一
点
の
透
丈
下
に
上
段
に
薫
れ
た
と
同
じ
麻
布
檬
の
織
物
。
か
附

蒲
幾
存
、
も
と
こ
の
種
の
も
の
を
透
丈
の
下
に
張
っ
た
こ
と
を
新

た
に
懇
益
せ
し
め
る
に
役
立
つ
と
共
に
、
大
ま
か
に
力
勤
く
鋳
出

さ
れ
た
欝
肉
の
憩
瀬
上
に
施
さ
れ
た
賦
彩
を
辿
り
得
る
こ
と
が
、

　
　
　
近
時
三
見
の
漢
以
前
の
宵
鏡

外
縁
帯
に
描
か
れ
た
影
色
の
帯
丈
と
併
せ
て
　
よ
く
本
堂
の
色
彩

、
美
を
傳
へ
る
黙
で
、
ま
た
注
意
せ
ら
る
焼
き
も
の
と
す
る
。

　
珍
ら
し
く
本
選
の
面
影
を
と
f
め
た
右
の
花
背
上
の
賦
彩
は
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
朱
を
以
て
題
面
形
の
上
に
細
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
描
き
足
し
、
こ
れ
に
朱
や
青
線

第一園　賦彩三一透丈鏡縁彩文

　（上線は朱　烈1線は隷色）

色
を
加
へ
た
も
の
で
、
｝
部
に
は

驚
喜
の
鱗
朕
丈
が
は
っ
き
り
と
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
外
蓋
の
幣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

丈
は
、
三
方
に
作
ら
れ
た
圓
形
凹

み
を
布
面
中
に
取
り
入
れ
た
葉
形

を
主
と
す
る
三
角
つ
な
ぎ
丈
で
、

主
に
朱
で
描
い
た
う
ち
に
青
緑
色

を
熱
す
る
こ
と
第
一
圃
の
見
取
圖

の
如
－
で
あ
る
（
囑
薬
量
製

講
紛
）
。
こ
の
丈
様
は
漢
袋
呪

文
に
時
に
見
受
け
る
漸
に
近
い
っ

　
そ
の
四
は
カ
ン
サ
ス
美
薪
能
（
芝
霞
9
旨
菊
o
c
芽
圃
＝
冥
。
一
も
・
9
μ

○
箋
。
蔓
鼠
艶
詳
溶
§
難
。
。
Ω
ξ
）
　
に
所
藏
す
る
四
独
透
丈
方
鏡

第
二
＋
九
巻
第
二
次

璽
諜

（173）



　
　
　
近
暗
所
見
の
灘
｛
以
晶
獅
の
賓
締
…

で
、
ま
た
新
例
と
し
て
暴
け
ら
れ
る
。
こ
の
鏡
右
一
擾
の
長
三
寸

襟
に
過
ぎ
な
い
小
形
な
が
ら
、
鏡
背
の
包
文
は
中
央
の
鉦
座
が
第

二
に
録
し
た
と
似
た
葉
形
の
四
葉
か
ら
射
っ
て
、
同
じ
葉
形
が
外

廓
の
四
隅
に
も
ま
た
相
封
ず
る
様
に
布
置
せ
ら
れ
、
こ
の
闇
に
細

長
く
て
張
、
く
堀
乏
し
た
有
翼
の
黒
糖
形
を
配
し
た
も
の
、
而
し
て

右
の
鵬
形
は
細
部
を
表
は
し
て
み
る
、
所
に
他
の
場
合
と
粗
違
を
示

し
て
居
り
、
な
ほ
外
縁
の
帯
も
縞
歌
に
凸
凹
が
作
ら
れ
て
あ
る
こ

と
礎
版
第
二
の
上
左
に
示
す
如
く
で
あ
る
。
そ
の
背
、
画
か
ら
受
け

る
印
象
は
第
一
第
二
の
例
な
ど
に
較
べ
て
稽
汝
古
拙
に
見
え
る
。

　
次
は
轡
の
拙
著
に
於
い
て
嘉
納
氏
の
判
例
を
示
し
た
と
同
じ
四

肇
無
文
方
鏡
で
あ
る
。
こ
れ
は
其
後
新
た
に
二
面
の
存
在
を
知
り

得
た
。
－
ち
薔
の
大
阪
江
・
治
饗
の
藏
鏡
（
圓
版
第
二
の
中
右
）
は
、

既
に
知
ら
れ
た
一
撃
と
殆
ん
ど
符
節
を
合
せ
た
如
く
一
致
す
る
も

の
で
あ
る
。
尤
も
娼
土
後
背
・
面
の
二
つ
の
部
分
の
う
ち
鏡
背

部
は
、
鋳
を
除
い
た
爲
か
警
部
が
鮮
か
な
土
中
古
の
色
澤
を
呈
す

る
の
と
違
ひ
、
得
し
く
外
親
を
損
じ
、
透
丈
が
挙
面
化
し
て
、

影
給
的
な
趣
を
近
め
て
る
る
。
同
鏡
に
較
べ
る
と
他
の
一
悪
の

　
　
　
　
　
　
第
二
十
．
九
巷
　
纂
二
號
　
　
　
　
五
四

加
奈
陀
ト
翼
ン
ト
博
物
館
（
園
。
達
〇
三
郎
・
駕
霧
・
信
菖
g

宣
§
H
駐
日
巷
き
）
所
藏
品
（
闘
版
第
二
ゆ
左
）
は
同
じ
欝
な
が

ら
、
輩
に
鋳
上
り
が
よ
い
ば
か
り
で
な
く
、
禽
形
の
表
出
が
可
な

の
の
丸
味
を
持
っ
て
、
そ
の
羅
艦
の
細
部
が
細
線
で
鋳
出
さ
れ
て

古
り
、
外
縁
ま
た
う
ち
に
輪
廓
が
三
角
・
形
に
近
く
な
っ
た
雷
丈
帯

を
置
く
な
ど
の
錨
で
違
ひ
が
あ
り
、
更
に
一
部
に
も
と
青
石
を
嵌

入
し
た
形
迩
を
も
と
f
め
て
み
る
。
但
し
現
在
見
ら
れ
る
青
石
は

出
土
後
に
修
補
し
た
も
の
エ
様
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
者
を
併
せ

て
見
る
と
前
者
か
後
者
に
基
く
後
出
の
輿
望
化
し
た
も
の
な
る
可

き
こ
と
に
戦
乱
も
考
へ
及
ぶ
で
あ
ら
う
。
虚
が
同
檬
な
寳
例
は
他

に
も
存
し
で
る
6
。
そ
の
一
つ
は
近
頃
大
阪
山
本
信
夫
氏
の
有
に

虚
し
た
透
丈
の
】
鏡
（
岡
版
第
二
下
智
〉
が
拙
蕎
雲
梯
三
九
？
に
載
せ

た
遺
品
と
同
式
で
あ
り
な
が
ら
、
透
丈
が
不
興
化
し
た
影
給
的
の

も
の
で
、
既
知
の
例
が
趣
形
の
細
部
を
鋳
表
は
し
、
な
ほ
一
部
に

象
嵌
を
施
し
て
み
る
の
に
較
べ
る
と
著
し
く
簡
輩
化
し
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
は
金
頭
十
　
年
＋
｝
月
に
淺
野
楳
黒
氏
の

將
照
し
た
傳
洛
陽
の
出
土
と
傳
へ
る
蠕
蟷
透
丈
鏡
に
見
受
け
る
所

（　17・D



で
、
樫
四
寸
七
分
を
測
る
鉛
銅
色
の
鏡
背
は
、
饒
に
知
ら
れ
た
ウ

イ
ン
盃
・
プ
氏
所
藏
鏡
（
拙
著
圓
二
目
三
四
の
2
〉
に
号
す
る
が
、
弓
形

は
．
通
じ
て
導
面
的
な
便
化
の
多
い
も
の
と
化
し
、
ま
た
外
縁
に
圓

丈
な
く
、
も
と
一
部
に
加
へ
距
圓
形
の
象
嵌
が
軍
な
る
鋳
、
文
に
依

る
も
の
と
な
っ
て
み
る
黙
で
、
ま
た
前
者
と
間
じ
趣
を
示
す
も
の
囁

で
あ
る
。
同
じ
鏡
式
に
於
け
る
か
様
な
違
ひ
を
示
す
逡
晶
の
並
存

は
、
當
然
相
互
の
間
に
形
式
の
先
後
か
ら
更
に
作
ら
れ
た
時
代
に

前
後
の
あ
る
こ
と
を
思
は
し
め
る
黙
で
注
意
を
菰
く
も
の
と
云
ふ

べ
き
で
あ
る
。

　
一
灘
こ
の
種
の
透
文
鏡
は
從
來
類
晶
が
な
ほ
多
く
な
く
、
薯
通

の
鏡
式
と
か
け
離
れ
た
観
を
呈
し
、
引
い
て
そ
れ
等
の
形
式
槻
な

ど
深
く
考
へ
ら
れ
な
い
で
ゐ
弛
。
併
し
右
の
様
な
貸
例
が
現
は
れ

て
見
る
と
、
蠕
蜻
二
丈
系
の
諸
鏡
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
表
は
さ
れ

た
醜
籠
の
表
娼
に
形
式
上
の
先
後
を
附
し
得
る
も
の
蕊
あ
る
こ
と

が
組
付
か
れ
て
來
る
の
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
透
丈
鏡
類
ま
た
右

の
形
式
母
上
の
見
地
か
ら
先
後
の
關
係
が
想
定
せ
ら
る
帯
く
、
こ

の
場
合
肉
を
持
た
せ
た
表
出
の
も
の
か
ら
段
汝
と
簡
軍
な
影
総
的

な
も
の
へ
の
推
移
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
代
の
銅
器
丈

　
　
　
冒
辺
時
断
見
の
繊
｛
以
轟
雛
の
轟
自
鏡

や
他
の
金
具
に
於
け
る
同
様
な
國
丈
と
比
較
す
る
こ
と
に
依
っ
て

一
層
そ
の
實
ら
し
さ
を
抽
へ
、
既
に
知
ら
れ
九
一
般
的
な
職
域
式

鏡
と
並
ん
で
そ
れ
の
行
は
れ
て
る
た
事
賢
を
認
め
得
る
こ
と
に
思

ひ
及
ぶ
次
第
で
あ
る
。

　
二
三
の
新
例
か
ら
右
の
様
な
所
見
に
想
到
し
た
に
つ
い
て
、
是

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

等
の
透
文
鏡
と
よ
り
警
遍
的
な
戦
勝
式
諸
縁
と
の
並
存
關
係
が
一

見
如
何
に
も
強
い
封
照
を
な
す
如
く
見
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し

そ
れ
に
就
い
て
も
、
通
有
な
身
動
全
機
文
の
特
徴
が
も
と
地
丈
の

上
に
段
々
と
他
の
岡
形
を
重
ね
て
、
後
者
が
主
丈
と
な
り
そ
れ
が

無
二
的
な
表
出
を
と
を
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
上
に
別
に
推
測

し
た
懸
命
鏡
の
一
類
の
透
文
の
下
に
布
融
が
張
ら
れ
た
こ
と
が
認

敵
せ
ら
れ
る
に
於
い
て
は
、
二
丈
に
封
し
て
右
の
布
臨
は
云
は
蛤

地
丈
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
て
、
爾
者
の
間
に
基
本
的

な
面
で
網
通
す
る
も
の
の
あ
る
事
を
考
へ
し
め
る
で
あ
ら
ジ
。
而

し
て
こ
の
黙
は
透
文
鏡
の
｝
鮮
に
於
い
て
形
式
上
後
腐
の
類
に
三

二
的
な
趣
の
多
い
も
の
が
隠
る
と
す
る
想
定
か
ら
…
暦
そ
の
然
る

を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
Q

第
二
十
九
巻
　
第
二
魏

孤
五

（　17Jr　）



近
晴
、
所
見
の
漢
以
飾
…
の
山
自
轄
脳

三

　
以
上
の
透
丈
鏡
像
に
較
べ
る
と
筆
者
の
其
後
囑
窮
し
た
職
事
式

鏡
の
主
流
を
な
す
鏡
例
は
、
そ
の
数
に
於
い
て
遙
か
に
多
激
に
上

る
。
併
し
こ
れ
等
に
あ
っ
て
は
、
前
景
に
載
せ
た
軍
威
が
多
激
の

遺
晶
に
潔
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
新
た
に
歓
洲
支
那
方

面
の
資
料
を
加
へ
て
行
ふ
た
カ
ー
ル
グ
レ
ン
教
授
の
新
早
耳
に
あ

っ
て
も
、
細
か
な
黙
で
若
干
の
違
ひ
を
示
す
も
の
を
除
い
て
は
、

特
に
口
立
つ
た
新
し
い
鏡
式
に
乏
し
く
、
筆
者
の
賢
見
し
九
も
の

ま
た
同
檬
で
あ
る
。
こ
の
事
は
漢
以
前
の
主
な
鏡
式
に
關
す
る
實

際
が
今
や
ほ
ゴ
確
め
ら
れ
た
事
を
示
唆
す
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。
た
ゴ
か
様
な
現
歌
の
間
に
あ
っ
て
、
カ
ー
ル
グ
レ
ン
魚
探

が
聚
威
の
最
初
に
戯
け
て
み
る
A
鮮
な
る
も
の
は
、
仏
文
地
の
上

に
主
導
を
重
ね
た
通
性
を
示
し
な
が
ら
も
、
構
嗣
其
他
の
上
に
特

色
を
持
つ
も
の
を
含
ん
で
居
り
、
他
の
知
見
に
上
っ
た
鍵
田
に
あ

っ
て
も
地
文
や
構
岡
の
上
に
違
っ
た
も
の
も
亦
全
く
な
い
で
は
な

い
。
依
っ
て
本
項
で
は
そ
れ
等
を
順
次
列
記
し
て
鄙
見
を
加
へ
る

こ
と
に
す
る
。

第
二
十
九
巷
　
第
二
號

五
／N

　
さ
て
こ
の
類
と
し
て
先
づ
學
ぐ
可
き
は
昭
和
十
五
年
北
京
の
市

場
に
現
は
れ
て
、
現
在
大
阪
江
口
治
郎
氏
の
有
に
蹄
し
た
一
鏡
で

あ
る
。
こ
れ
は
後
三
寸
一
分
子
、
縁
の
厚
さ
五
厘
と
云
ふ
極
め
て

蒲…

ｭ
て
小
さ
な
も
の
で
、
褐
銅
の
地
肌
に
符
線
の
錺
を
着
け
て

居
り
、
背
丈
亦
細
緻
で
さ
ま
で
目
立
た
ぬ
外
観
を
呈
し
て
み
る
。

併
し
そ
の
背
爾
中
央
の
鉦
は
双
獣
の
細
向
ふ
た
形
を
罪
し
た
立
罷

的
な
も
の
か
ら
成
る
の
が
珍
ら
し
く
、
闘
魂
も
仔
細
に
見
る
と
鉦

蔑
を
続
っ
て
三
個
の
帯
圏
を
存
し
、
そ
れ
に
内
か
ら
勲
へ
て
一
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粋

の
渦
線
文
精
、
珠
黙
池
地
丈
と
し
て
そ
の
闇
に
渦
丈
化
し
た
獣
形

を
容
れ
た
主
要
甑
が
あ
り
、
外
幣
に
繰
形
紐
帯
丈
を
配
す
る
勲
で

概
算
知
ら
れ
た
職
國
式
鏡
の
背
丈
と
は
可
な
り
様
子
の
違
っ
て
ゐ

・
こ
と
が
認
め
ら
れ
・
の
で
あ
ゑ
叢
嚇
）
。
穿
均
一
蕊

れ
た
様
に
カ
ー
ル
グ
レ
ン
敏
授
聚
成
の
A
洋
の
鏡
の
中
に
、
鉦
は

簡
輩
な
式
な
が
ら
徐
の
部
分
が
こ
れ
と
相
近
い
略
同
大
（
径
三
寸
）

の
一
面
が
あ
っ
て
、
そ
の
鏡
で
は
鶴
形
紐
精
丈
の
外
に
更
に
子
安

貝
を
連
ね
斐
蜘
w
が
存
し
て
興
味
鑑
へ
る
も
の
が
あ
る
（
同
上
の
2
）

相
似
た
精
麟
の
多
い
式
で
、
外
縁
近
く
に
同
じ
、
子
安
貝
丈
の
帯
の

あ
る
鏡
は
、
同
教
授
の
聚
威
岡
の
A
群
に
侮
一
心
あ
る
。
こ
の
鏡

（176）



で
は
梢
汝
語
い
鉦
の
屑
國
に
六
葉
の
花
形
飾
を
印
し
て
、
渦
文
帯

そ
れ
に
つ
ぎ
、
・
外
蓋
の
子
安
輿
丈
に
至
る
間
の
主
要
麗
に
は
礎
汝

に
コ
ン
マ
欣
の
突
起
を
作
っ
た
絡
み
題
寵
丈
を
配
し
た
黙
で
、
ま

た
舞
な
趣
を
具
へ
て
る
る
（
鯉
）
。

　
是
等
三
画
の
鏡
背
丈
の
う
ち
第
三
聞
の
主
要
甑
の
題
籠
文
が
戦

國
式
銅
器
の
豆
蔵
に
見
．
受
け
る
の
と
趣
を
一
に
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
通
じ
て
見
る
精
励
も
同
種
銅
辮
に
よ
く
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
殊
に
子
安
貝
丈
の
如
き
は
、
同
代
に
特
に
著
し
く
行
は
れ

た
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
第
二
の
薄
地
に
あ
っ
て
も
、
r
一

訊
な
圏
∵
叉
。
か
時
に
臨
戦
高
説
式
銅
器
丈
に
麟
湘
田
下
・
す
ヲ
し
と
例
へ
ば
｛
泉
蘇
即
藤
井

氏
有
隣
穫
藏
の
球
形
敦
（
琶
（
雛
雛
、
蟻
麟
研
）
の
如

く
で
あ
る
。
、
さ
れ
ば
こ
の
類
は
當
代
の
古
銅
器
丈
と
特
一
7
一
緊
齋
な

關
係
を
持
つ
類
と
云
ふ
可
く
、
カ
ー
ル
グ
レ
ン
三
七
が
な
ほ
類
品

の
乏
し
い
に
も
か
・
は
ら
す
、
上
編
の
二
例
を
一
つ
の
鏡
式
と
見

て
、
他
と
分
っ
て
る
る
の
は
蓋
し
誤
ら
な
い
所
見
と
思
ふ
。
た
ゴ

整
客
の
類
と
共
に
蕪
に
一
例
を
載
せ
た
（
前
著
整
版
第
謀
九
の
2
）
表

鐵
に
肉
を
持
つ
た
怪
獣
文
鏡
を
も
一
括
し
て
、
是
等
を
す
べ
て
西

暦
前
六
世
紀
の
作
晶
と
見
て
、
最
も
遵
い
鏡
式
と
し
て
み
る
年
代

近
時
所
見
の
幽
い
以
荊
の
古
鏡

観
に
尽
し
て
は
、
右
の
職
数
式
、
銅
器
文
と
の
一
致
の
み
か
ら
で

は
、
そ
の
古
銅
器
の
行
は
れ
た
年
代
が
し
か
く
明
確
に
な
し
難
い

貼
よ
り
し
、
叉
如
上
の
實
物
の
示
す
慮
に
顧
み
て
俄
か
に
從
ひ
難

い
。
こ
れ
に
就
い
て
は
敏
授
の
職
適
適
予
言
発
般
に
資
す
る
年
代

層
と
聯
關
し
て
後
段
に
改
め
て
摺
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
次
に
細
地
文
の
上
に
別
な
台
形
を
重
ね
て
後
者
が
主
丈
を
な
す

戦
國
式
の
古
鏡
に
最
も
多
い
邸
中
、
や
N
圏
立
つ
た
新
例
を
な
す

の
は
山
本
信
夫
氏
の
牧
藏
晶
で
あ
る
。
鏡
は
こ
薗
あ
っ
て
、
共
に

河
南
省
洛
陽
金
村
吉
墓
の
嵩
土
品
と
傳
へ
る
。
一
面
は
径
四
寸
四

分
粥
、
他
は
四
寸
六
分
と
云
ふ
相
似
た
大
さ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

薯
票
す
奨
雅
環
）
、
紐
形
幕
無
っ
て
方
格
が
あ
り
、
内

蔽
は
前
者
の
四
隅
に
配
し
た
笹
の
葉
形
の
圓
文
に
依
っ
て
四
分
さ

一
れ
た
各
地
に
、
尾
部
の
著
し
く
大
形
異
檬
化
の
禽
形
を
ば
影
絡
的

に
蓑
は
し
旗
も
の
、
ま
た
他
は
や
・
大
き
な
圓
鉦
を
緯
っ
て
、
五

に
違
っ
た
事
様
四
葉
立
文
を
杓
外
に
二
重
に
布
置
し
て
主
丈
と
し

た
こ
と
岡
版
禦
四
の
2
に
見
る
如
く
で
あ
る
。

　
二
者
の
示
す
背
丈
は
一
寸
見
た
所
で
は
從
來
知
ら
れ
た
遺
品
と

大
差
の
な
い
外
親
を
呈
す
る
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
後
者
の
外
方
に

第
二
十
九
巻
　
第
二
號

瓢
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近
臨
所
見
の
漢
以
前
の
古
鏡

置
か
れ
た
四
葉
形
に
於
い
て
然
る
塵
，
感
ぜ
し
め
る
。
併
し
こ
の
二

鏡
に
於
け
る
細
か
な
地
丈
は
實
は
一
種
の
怪
獣
形
か
ら
威
っ
て
み

て
、
一
つ
の
軍
位
丈
を
ば
可
な
り
違
っ
た
方
式
で
企
面
に
布
置
し
・

た
黙
に
特
色
を
存
し
注
意
を
惹
く
も
の
が
あ
る
。
尤
も
こ
の
地
丈

は
本
例
が
初
見
で
は
な
く
て
、
京
都
守
歴
孝
藏
氏
の
戯
す
る
四
葉

座
魏
文
鏡
（
讐
咽
畷
）
艇
商
号
、
れ
寛
砦
の
で
あ
る
が
、

あ
ま
り
に
細
か
い
爲
に
や
、
瞬
過
せ
ら
れ
勝
で
、
カ
ー
ル
グ
レ
ン

、
敏
授
の
如
き
は
、
氏
の
聚
成
中
に
守
屋
氏
の
逡
晶
と
同
一
鏡
式
の

洛
陽
出
土
と
傳
へ
る
遺
品
を
牧
録
し
な
が
ら
、
何
等
そ
れ
に
及
ん

で
み
な
い
。

　
い
ま
實
物
に
就
い
て
の
所
見
か
ら
こ
の
地
丈
の
特
微
を
暴
げ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ら
ば
、
所
謂
羽
駿
獣
文
を
よ
り
細
か
く
し
た
外
親
を
呈
す
る
そ

の
間
に
あ
っ
て
、
一
部
に
勝
色
の
あ
る
眼
球
を
署
し
た
怪
獣
の
顔

面
と
、
延
い
綴
蓋
を
描
い
た
鱗
猷
の
脚
と
が
国
立
っ
て
居
の
、
既

に
是
等
が
整
っ
た
一
つ
の
形
態
と
し
て
の
位
置
が
不
分
明
と
な
っ

た
翠
位
岡
形
を
一
方
の
鏡
で
は
、
蔵
版
第
四
の
一
に
線
で
示
し
た

如
く
布
置
し
て
鏡
背
を
、
覆
ふ
て
る
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
右
の
輩

位
麟
文
た
る
や
二
者
が
全
べ
同
一
な
ば
か
り
で
な
く
、
既
知
の
こ

第
二
十
九
巻
　
第
二
號

五
八

面
も
圃
様
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
自
ら
相
互
の
緊
密
な
關
係
の
存
す

る
こ
と
に
想
倒
せ
し
め
る
。
塵
が
霊
位
丈
の
取
り
方
や
布
置
な

ど
を
除
く
と
右
の
地
面
た
る
や
、
從
來
’
郷
ら
れ
た
所
謂
馨
三
文
鏡

（拙

ﾌ
諸
鏡
）
と
趣
喬
じ
ε
て
、
読
窒
編
緻
に
し
た

も
の
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
富
者
を
結
び

つ
け
て
、
こ
臥
に
ま
た
企
く
そ
れ
の
み
で
一
つ
の
背
丈
を
な
し
た

前
者
に
封
し
て
、
新
例
な
ど
は
同
式
の
一
暦
細
か
に
な
っ
た
も
の

が
地
丈
と
な
り
、
そ
の
上
に
別
個
の
諺
文
を
重
ね
る
と
云
ふ
一
つ

の
構
岡
の
嚢
面
形
を
辿
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
そ
れ
が

古
銅
器
を
特
色
づ
け
る
雲
饗
的
な
怪
鰍
文
と
し
て
、
最
も
古
い
形

警
暑
べ
き
も
の
（
財
妬
蜂
　
　
第
毒
摯
七
二
例
）
潅
じ
め
、
通
じ
て
の
諸
例
が
洛

陽
金
村
古
墓
の
出
土
と
認
め
ら
れ
る
事
實
は
、
麿
か
ら
右
の
一
列

の
獲
展
系
が
こ
の
地
斑
で
行
は
れ
た
も
の
た
る
を
推
さ
し
め
る
と

共
に
、
兼
て
そ
の
上
に
古
い
銅
器
文
の
流
れ
を
傳
へ
て
る
る
黙

が
、
そ
の
地
の
歴
史
的
な
背
景
と
結
び
つ
く
所
の
あ
る
こ
と
に
想

ひ
及
ぼ
し
め
て
、
．
興
味
を
．
侮
る
の
で
あ
る
。

　
序
に
詑
す
る
が
、
上
に
取
り
上
げ
た
と
粗
似
て
、
而
も
獣
形
の

な
ほ
よ
く
認
め
ら
れ
、
そ
れ
を
二
つ
背
合
せ
に
重
ね
て
鼻
背
に
布

（　178　）．



惜
し
た
比
較
に
援
用
の
所
謂
鉱
害
丈
鏡
の
新
例
と
し
て
、
昭
和
十

四
年
に
一
幾
の
長
四
寸
八
分
の
方
鏡
が
本
邦
に
蒋
來
せ
ら
れ
て
佳

友
男
欝
家
の
所
藏
に
青
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
鏡
ま
た
洛
陽
方

面
の
無
窓
と
億
へ
て
》
既
に
知
ら
れ
た
瑞
典
國
立
博
物
館
東
洋
部

の
牧
藏
の
方
鏡
と
酷
似
し
て
は
み
る
が
、
形
が
大
き
く
、
佳
良
な

銅
質
を
以
て
し
て
極
め
て
巧
緻
な
鋳
上
り
を
示
す
顯
で
、
從
來
知

ら
れ
た
同
種
の
鏡
式
中
最
も
優
れ
た
も
の
と
す
る
。
さ
れ
ば
岡
版

第
五
の
一
に
そ
の
写
字
を
載
せ
て
前
者
と
の
滲
照
に
供
へ
る
。

四

　
戦
園
式
鏡
の
う
ち
で
唐
言
の
量
も
多
い
地
文
の
上
に
別
な
蝋
様

を
重
ね
た
類
に
於
い
て
、
そ
の
地
響
に
肉
を
持
つ
た
蓑
出
の
も
の

ー
ー
中
で
所
謂
攣
様
朋
歌
雑
文
地
が
特
に
著
し
い
ー
ー
と
細
緻
な

渦
丈
地
の
二
者
が
並
び
存
し
、
そ
の
上
に
配
し
た
圏
丈
に
も
ま
た

差
異
の
あ
る
こ
と
は
灘
の
播
州
の
岡
版
に
依
っ
て
容
易
に
麿
冠
せ

ら
れ
る
所
と
恩
ふ
。
而
し
て
こ
の
勲
が
カ
ー
ル
グ
レ
ン
云
誤
の
豪

威
の
う
ち
に
強
調
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
立
脚
し
た
分
類
か
ら
年
代
魏

に
ま
で
及
ん
で
み
る
。
宕
の
謡
言
は
拙
著
の
養
料
に
加
へ
る
に
、

近
瞭
門
衡
見
、
の
漢
以
煎
岬
の
士
回
鏡

な
ほ
未
見
の
毒
忌
に
於
け
る
盤
富
な
蒐
藥
と
亥
那
に
於
け
る
澱
品

其
他
を
以
て
し
て
、
重
ね
ら
れ
た
主
丈
の
違
っ
た
も
の
を
網
羅
し

た
も
の
、
引
い
て
中
に
D
9
の
如
き
偏
古
の
品
を
混
じ
た
檬
な
門

経
は
あ
る
が
、
今
日
な
ほ
そ
れ
以
外
殆
ん
ど
目
星
し
い
違
っ
た
遣

昂
を
見
斑
さ
な
い
程
で
あ
る
。
た
f
前
薯
出
版
後
に
筆
者
の
囑
阿
’

し
た
一
二
の
遣
漏
を
拾
ふ
触
な
ら
ば
、
圏
版
第
六
の
一
に
示
す
鏡

（
ウ
イ
ン
ス
ロ
ヅ
プ
氏
藏
）
が
、
や
」
あ
ら
い
細
蟹
丈
地
の
上
に
一

種
の
便
化
し
た
線
表
澱
の
四
禽
を
重
ね
て
、
そ
れ
が
攣
檬
静
歌
獣

丈
地
に
重
ね
ら
れ
た
一
類
と
同
巧
な
勲
で
、
云
は
“
中
間
的
を
趣

を
具
へ
た
珍
ら
し
い
例
を
な
す
も
の
と
し
て
、
三
三
飼
の
2
に
拓

影
を
示
す
遣
品
は
、
細
地
丈
鏡
に
於
い
て
、
な
ほ
類
例
の
乏
し
い

鏡
背
の
主
要
部
を
内
外
の
二
厩
に
分
ち
、
そ
れ
ぐ
に
主
丈
を
配

し
た
鮮
か
な
土
中
古
色
を
呈
す
な
佳
例
（
大
阪
淺
野
爆
鳴
氏
將
來
）

と
し
て
共
に
暴
ぐ
可
き
で
あ
り
、
更
に
そ
の
3
の
鏡
（
径
六
寸
四

分
、
大
阪
江
口
治
郎
氏
藏
）
は
、
細
地
丈
が
從
來
な
ほ
未
見
の
も

の
た
る
上
に
、
主
丈
に
あ
っ
て
も
、
火
焔
歌
と
稻
妻
様
の
影
絡
的

な
岡
丈
を
主
に
し
て
、
隅
に
小
さ
く
退
化
形
の
課
題
に
配
す
る
鮎

で
一
の
薪
例
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
な
ほ
右
の
外
勝
様
綱
霊
獣
文

藥
二
十
九
巻
　
第
二
號

薫
製
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近
縛
所
見
の
漢
以
轟
剛
の
古
鏡

地
山
字
鏡
に
薄
肉
の
禽
形
を
配
し
た
新
例
の
加
は
つ
た
こ
と
、
獣

鉦
人
物
論
断
鏡
一
面
が
～
鏡
式
嶽
罷
は
既
知
の
も
の
な
が
ら
、
繕

岡
の
持
つ
赫
殊
な
勲
か
ら
こ
、
に
併
せ
記
す
る
こ
と
必
ず
し
も
蛇

是
で
は
あ
る
ま
い
。

　
二
奢
の
う
ち
前
者
は
径
四
寸
六
分
の
鉛
黒
銅
色
を
し
た
完
好
な

響
蓄
財
鎧
）
で
あ
っ
て
、
鉦
を
讐
方
書
外
縁
か
ら
突
出
し

た
斯
謂
山
字
形
の
聞
に
、
既
に
知
ら
れ
た
こ
例
と
同
様
な
犬
と
虎

と
も
髭
し
い
獣
形
併
せ
て
四
つ
を
容
れ
て
み
る
。
虞
が
右
の
獣
形

は
三
鏡
の
聞
に
通
じ
て
悪
く
同
じ
形
の
も
の
と
、
然
ら
ざ
る
類
と

の
並
春
が
注
馨
ら
れ
る
。
例
へ
ば
他
の
圓
鏡
（
拙
署
圓
版
第
＝
－
）
に
見

る
牡
鹿
の
如
き
が
然
ら
ざ
る
例
で
あ
り
、
番
犬
の
如
き
は
三
者
に

通
じ
て
見
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
事
實
は
是
等
の
遺
品
が
同

じ
所
造
所
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
ま
た
種
汝
の
獣
形

が
用
零
せ
ら
れ
て
る
て
、
背
丈
の
構
成
に
任
意
に
翔
る
ら
れ
た
ご

と
を
も
葱
箆
せ
し
め
る
黙
で
興
味
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
後

者
は
毒
縣
の
欝
土
と
薄
へ
、
も
と
破
撫
し
て
み
た
の
を
接
合
し
て

完
形
に
復
し
た
も
の
で
、
背
丈
の
鋳
上
り
は
鮮
鏡
に
歓
け
た
庭
あ

る
も
、
入
物
豪
の
示
す
所
3
ア
美
事
牧
藪
の
（
拙
告
口
版
第
三
〇
の
2
）

第
二
十
九
巷
　
第
二
號

六
〇

一
鏡
と
符
節
を
含
せ
た
如
く
一
致
し
て
、
そ
の
同
じ
鏡
範
か
ら
出

た
所
謂
弟
鏡
な
る
こ
と
を
推
さ
し
め
る
。
さ
れ
ば
圃
版
第
六
の
4

に
志
気
を
載
せ
て
参
照
の
便
に
供
へ
る
。

　
さ
て
こ
の
種
の
最
も
数
の
多
い
発
謝
に
布
置
し
た
地
丈
の
上
に

他
の
管
下
を
重
ね
て
、
後
者
が
主
丈
た
る
構
園
を
形
成
す
る
類
に

あ
っ
て
、
特
に
目
立
つ
主
丈
は
、
、
一
種
の
禽
獣
文
と
、
所
謂
借
字

丈
即
ち
丁
字
形
を
主
と
す
る
幾
何
學
的
な
そ
れ
と
で
あ
っ
て
、
禽

獣
丈
の
方
が
細
か
な
地
丈
の
上
に
加
へ
ら
れ
て
影
給
的
な
趣
を
示

す
も
の
が
多
く
、
鹸
て
一
部
分
に
肉
を
持
つ
た
線
表
出
に
依
る
行

方
で
羽
歌
薄
雪
地
の
上
に
重
ね
ら
れ
て
み
る
の
に
射
し
、
山
宇
丈

は
寧
ろ
そ
の
反
立
に
殆
ん
ど
為
様
羽
珍
獣
文
地
に
限
ら
れ
て
み
る

事
が
認
め
ら
れ
る
。
虞
．
が
こ
の
後
者
に
於
い
て
同
時
に
注
意
さ

れ
る
の
は
、
類
漏
の
多
い
こ
の
種
構
麟
が
通
じ
て
正
し
い
配
列
を

と
っ
て
、
そ
こ
に
幾
何
墨
的
な
趣
を
備
へ
て
、
霞
か
ら
本
箱
の
構

畷
に
當
っ
て
規
矩
を
以
て
し
た
こ
と
を
面
容
せ
し
め
る
黙
で
あ

る
。
主
要
な
所
謂
山
字
形
な
る
も
の
・
意
味
に
就
い
て
は
な
ほ
深

く
究
め
ら
れ
て
み
な
い
が
、
こ
の
貞
門
字
の
T
の
頭
字
を
斜
に
し

た
如
き
主
文
の
構
域
分
子
は
、
少
な
い
も
の
は
三
つ
か
ら
、
多
い

（18e）



の
は
六
個
を
以
て
全
立
様
を
形
成
し
て
み
て
、
中
で
四
個
と
六
個

近
時
所
見
の
漢
以
前
の
⊥
百
鏡

第昌圖所謂山形字母構圖想定圖

の
も
の
を
主
と
す
る
。
是
等
の
一
々
の
配
布
を
見
る
と
、
そ
の

四
個
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
鉦
座
の
方
格
や
、
他
の
併
せ
布
置

し
た
圖
檬
に
依
っ
て
必
ず
し
も
同
一
と
云
ひ
難
い
が
、
鯨
の
も

の
に
あ
っ
て
は
簸
れ
も
同
じ
く
、
そ
れ
が
如
何
に
も
正
確
に
丸

い
圓
圏
内
に
布
置
せ
ら
れ
、
六
個
の
例
に
あ
っ
て
は
鉦
を
中
に

し
て
別
に
一
種
の
星
羅
文
を
も
併
せ
示
し
て
、
そ
れ
等
の
布
置

の
上
に
も
と
嚴
密
な
割
簸
て
の
行
は
れ
た
事
を
思
は
し
め
る
。

故
中
尾
万
三
博
士
は
早
く
こ
の
慰
に
注
意
し
て
、
右
の
背
丈
の

實
際
か
ら
、
構
懸
者
が
も
と
圓
を
三
・
四
・
五
・
六
等
分
す
る

と
云
ふ
幾
何
學
の
知
識
を
持
っ
て
居
り
、
そ
れ
に
基
く
一
種
の

割
當
て
が
所
謂
宙
丈
的
な
丈
様
と
結
び
つ
い
て
、
所
謂
山
宇
丈

が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
想
定
に
達
し
、
拙
著
公
刊
の

春
、
第
二
圖
に
挿
入
し
た
様
な
右
の
割
當
圖
を
試
作
し
て
筆
者

に
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
不
幸
に
し
て
博
士
は
同
年
の
夏
に
道
山
に
蹄
さ
れ
た
が
爲

に
、
右
の
試
作
圖
の
み
残
り
、
そ
れ
に
就
い
て
の
一
暦
詳
し
い

所
見
を
永
久
に
嘉
ぎ
得
な
く
な
っ
た
が
、
併
し
示
さ
れ
た
圖
に

依
る
と
、
如
何
に
も
所
謂
山
一
月
の
一
三
は
か
様
な
幾
何
口
上

第
二
十
九
巻
　
第
二
號

六
一
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近
時
、
肌
見
の
漢
－
以
葡
の
古
轍
脳

め
嚴
正
な
捌
當
て
か
ら
融
た
こ
と
を
首
肯
せ
し
め
る
も
の
が
あ

・
り
、
彼
の
所
謂
山
宇
形
の
爾
端
が
津
字
の
T
の
頭
文
字
に
於
け
る

如
く
、
一
端
に
三
角
形
の
尖
り
の
あ
る
異
嫌
な
黙
な
ど
も
、
右
の

捌
當
て
に
依
る
必
然
的
な
表
は
れ
た
る
こ
と
を
知
り
得
て
新
た
な

慈
興
を
意
え
る
の
で
あ
る
。
矢
島
恭
介
君
が
鰹
に
『
考
古
學
雑
誌
』

饗
癒
に
載
せ
鼻
許
鏡
と
肇
鳳
鏡
な
・
・
幾
重
於
い
て
、
爾

者
の
構
圖
の
う
ち
に
前
代
の
系
統
を
承
け
た
も
の
あ
る
こ
と
を
説

い
て
、
細
地
文
に
重
ね
ら
れ
た
圖
形
の
或
者
の
中
に
そ
の
幾
何
學

的
な
構
域
を
曙
示
す
る
圃
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
、
こ
の
勲
か
ら
ま

た
否
み
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
て
も
と
怪
異
な
動
物
文
が
華

丈
流
麗
化
す
る
傾
両
を
示
す
間
に
あ
っ
て
、
他
面
に
こ
の
様
な
…
廠

密
な
割
嘗
に
依
る
梼
圏
が
行
は
れ
た
と
す
る
認
識
は
、
そ
の
時
代

相
を
考
へ
る
上
に
當
然
溜
意
せ
ら
る
可
き
で
あ
む
、
撃
て
ま
た
支

都
の
職
國
時
代
に
圓
を
三
・
四
・
五
・
六
等
分
す
る
等
と
云
ふ
幾

何
野
上
の
知
識
が
既
に
一
般
に
行
は
れ
た
要
撃
と
し
て
、
岡
國
に

於
け
る
数
學
の
調
達
を
も
物
語
る
黙
か
ら
自
然
界
錐
者
の
磁
心
を

も
高
め
る
こ
と
に
葱
ひ
及
ば
し
め
る
の
で
あ
る
。

第
二
十
九
巻
　
第
二
號

五

六
二

　
以
上
記
し
た
様
な
漢
以
前
の
古
鏡
に
糊
す
る
擁
立
の
充
賢
に
伴

ひ
、
う
ち
に
種
々
の
違
っ
た
鏡
式
の
淵
叢
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ

た
に
就
い
て
は
、
通
じ
て
是
等
の
聞
に
看
取
せ
ら
れ
る
推
移
の
大

本
の
闇
に
あ
っ
て
、
そ
れ
自
署
の
鏡
式
の
先
後
に
關
す
る
位
置
づ

け
か
ら
、
進
ん
で
年
代
槻
が
問
題
と
な
る
の
は
自
明
な
こ
と
で
あ

る
。
カ
ー
ル
グ
レ
ン
敏
授
の
論
蓋
が
鏡
式
の
分
譲
か
ら
、
そ
れ
に

入
っ
て
み
る
の
は
ま
さ
に
然
る
べ
き
こ
と
、
思
ふ
。
但
し
こ
の
黙

に
な
る
と
、
聞
題
の
鏡
に
は
、
鋳
蓬
の
年
時
を
明
示
す
る
が
如
き

商
館
を
惨
く
の
は
闘
よ
り
の
こ
と
、
雄
に
銘
丈
を
有
す
る
も
の
、

如
き
も
、
な
ほ
主
と
し
て
後
出
の
類
に
限
ら
れ
る
と
云
ふ
有
様
で

あ
り
、
更
に
望
ま
し
い
考
古
學
上
の
俘
贈
物
に
害
す
る
正
確
な
知

見
を
も
殆
ん
ど
歓
罰
す
る
勲
か
ら
、
考
察
を
非
常
に
困
難
な
も
の

胸
と
し
て
み
る
。
筆
者
の
纏
の
所
論
は
か
様
な
賢
歌
か
ら
、
既
に
組

織
づ
け
ら
れ
た
前
漢
以
降
の
鏡
鑑
滑
革
の
知
見
に
立
脚
し
、
こ
れ

を
＋
年
來
明
瞭
の
度
を
加
へ
た
危
疑
式
銅
器
丈
の
費
際
と
比
較
の

上
、
是
等
を
以
て
職
閣
代
か
ら
前
漢
中
期
以
前
に
亙
る
時
期
に
腸
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す
る
と
す
る
大
憲
論
を
得
た
が
、
各
個
の
鏡
式
に
就
い
て
は
う
ち

に
見
受
け
る
推
移
に
依
っ
て
、
そ
れ
ん
＼
の
先
後
を
推
す
こ
と
の

，
可
能
を
避
く
に
と
“
め
る
の
外
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
署
し
て
カ
ー

ル
グ
レ
ン
教
授
の
所
論
は
、
ど
う
も
た
こ
と
か
二
重
の
鏡
羅
よ
り

・
な
る
透
丈
鏡
を
主
と
す
る
一
群
を
除
外
し
て
、
他
の
諸
鏡
式
を
ば

、
道
管
納
に
認
分
ち
、
　
こ
れ
盤
悪
が
鼻
繭
紀
並
朋
六
枇
紀
か
ら
鵡
鰐
二
冊
ド
紀
に
亙
る

五
世
紀
間
に
行
は
れ
た
も
の
と
な
し
、
更
に
一
々
の
徳
風
に
凹
し

で
行
は
れ
た
時
代
を
ば
凡
そ
百
年
を
学
位
と
し
て
明
白
な
賢
時
代

を
附
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
敏
授
が
現
に
知
ら
れ
た
多
数
の
遮
品

を
整
理
分
類
す
る
に
當
っ
て
、
筆
者
が
糊
の
薯
書
に
於
い
て
考
へ

・
及
ん
だ
庭
に
槍
討
を
加
へ
、
そ
れ
を
獲
展
せ
し
め
て
、
所
謂
職
國

言
動
鏡
の
主
流
を
な
す
類
と
し
て
右
の
八
類
の
み
を
探
り
、
是
等

め
諸
鏡
式
の
特
徴
を
ば
一
面
明
確
に
細
澄
す
る
に
っ
と
め
た
こ
と

は
、
そ
の
形
式
槻
先
後
の
關
係
を
辿
る
に
容
易
な
ち
し
め
た
も
の

と
し
て
大
い
に
推
重
す
べ
き
で
あ
り
、
引
い
て
よ
し
や
う
ち
に
透

歯
二
重
鏡
膿
の
邊
品
其
他
を
除
外
し
た
憾
は
あ
る
と
し
て
も
、
董

ご
に
現
下
に
於
け
る
最
も
優
れ
た
、
豊
代
鏡
の
形
式
槻
の
一
つ
が

宗
さ
れ
て
る
る
も
の
な
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

近
障
所
見
の
漢
以
前
の
宵
仙
観

　
さ
り
な
が
ら
そ
れ
の
一
肉
に
附
輿
せ
ら
れ
た
年
代
観
に
琵
っ
て

は
、
記
蓮
を
通
じ
て
、
網
當
な
用
意
を
以
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
推

し
得
る
次
第
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
の
根
底
の
上
に
教
授
の
有
す
る

所
謂
潅
楽
式
、
即
ち
職
國
秦
式
銅
器
に
訂
す
る
年
代
な
り
確
域
に

依
る
異
同
競
が
可
な
り
強
く
投
影
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
ば
．
取
り
上
げ

ら
れ
た
上
記
の
鏡
式
に
比
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
各
の
鏡

式
を
ば
時
に
百
年
他
は
四
百
年
も
の
聞
縫
諭
し
た
と
云
ふ
が
如
き

鏡
背
丈
自
龍
に
通
じ
て
見
る
推
移
を
把
握
す
る
黙
に
就
い
て
の
用

意
に
歓
く
る
所
が
あ
虹
、
そ
の
黙
で
鏡
自
尽
の
示
す
腱
か
ら
所
読

に
擬
議
を
挿
ま
ざ
る
を
得
な
い
も
の
、
あ
る
事
を
逡
憾
に
思
ふ
。
、

　
教
授
の
示
さ
れ
て
み
る
是
等
の
鏡
式
の
行
は
れ
た
通
じ
て
の
年

代
槻
に
就
い
て
は
、
從
來
の
所
見
と
大
差
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
ば
離
示
せ
ら
れ
て
み
る
鏡
式
の
一
粛
に
年
代
を
罰
漏
る
と

な
る
と
、
斎
物
に
時
代
を
明
示
す
る
も
の
が
な
い
黙
か
ら
す
る
確

實
性
を
溶
く
黙
を
暫
く
除
外
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
い
ろ
く

と
考
慮
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。
と
云
ふ
の
は
現
在
知
ら
れ
た
鏡

式
が
果
し
て
常
代
行
は
れ
た
す
べ
て
を
網
羅
し
て
み
る
や
否
や
の

間
題
を
は
じ
め
、
作
ら
れ
た
地
方
に
依
る
鏡
式
の
差
異
如
何
に
封

第
二
十
九
巻
、
置
忘
號

六
滋
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近
時
一
見
の
漠
以
蘭
…
の
古
描
鏡

す
る
難
が
、
果
し
て
古
銅
器
の
場
合
と
同
一
覗
す
べ
き
や
否
や
等

前
者
の
推
定
に
緊
要
な
欝
憤
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
そ
れ
臨
潴
の

忍
野
が
要
請
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
虜
が
現
實
の
問
題
と
し
て
、

教
授
の
取
り
上
げ
ら
れ
て
る
る
以
外
に
、
誓
文
鏡
其
他
の
二
重
鏡

龍
の
一
類
が
あ
っ
て
、
そ
れ
の
占
め
る
位
置
が
な
ほ
確
め
難
く
、

ま
た
地
域
に
依
る
鏡
式
に
就
い
て
の
知
見
が
現
在
な
ほ
殆
ん
ど
歓

け
て
る
る
塵
か
ら
、
鷲
の
】
書
に
於
い
て
は
鏡
式
の
先
後
の
關
係

r
を
推
す
に
と
ゴ
め
て
一
歯
の
實
年
代
の
此
定
を
諸
島
へ
る
外
な
か

っ
た
次
第
で
あ
る
。
塵
が
教
授
は
か
様
な
黙
に
思
し
て
考
慮
す
る

こ
と
な
く
、
現
實
に
存
す
る
透
文
其
他
の
夙
　
重
鏡
野
の
類
を
即
く

除
外
し
、
叉
地
域
に
依
る
鏡
式
の
差
異
な
ど
も
、
そ
れ
自
盟
に
就

い
て
深
く
究
め
る
所
な
く
分
類
せ
ら
れ
た
八
鏡
式
を
ば
欄
汝
に
實

年
代
を
定
め
て
、
脱
殻
の
大
農
の
年
代
層
の
う
ち
に
憎
め
て
み
る

の
で
あ
6
。
さ
れ
ば
初
に
も
暴
け
た
如
く
鏡
自
龍
に
年
代
を
明
に

す
る
も
の
＆
な
い
こ
の
場
合
、
そ
れ
に
」
々
の
鏡
の
行
は
れ
た
時

代
に
＝
一
世
紀
と
云
ふ
熱
い
幅
を
持
た
せ
て
み
る
こ
と
が
か
へ
っ
、

て
壁
際
に
そ
ぐ
は
な
い
結
果
と
な
り
、
鏡
式
に
依
っ
て
聾
者
は
永

く
、
ま
た
他
は
短
い
も
の
と
な
る
な
ど
と
云
ふ
、
形
式
の
推
移
な

第
二
十
九
巻
　
第
二
號

六
四

り
遣
品
簡
潔
の
示
す
所
と
黒
焦
の
上
で
矛
盾
す
る
黙
が
班
て
來
て

る
る
様
に
見
え
ろ
。
い
ま
試
み
に
か
様
な
一
例
を
｛
暴
け
る
な
ら

ば
、
所
謂
面
様
朋
釈
確
評
を
地
文
と
す
る
鏡
式
（
C
類
）
に
あ
っ

て
、
軍
な
る
縁
の
差
異
か
ら
、
同
じ
地
丈
の
鏡
の
間
に
百
年
の
差

を
附
す
る
の
可
能
を
考
へ
て
る
る
が
如
き
（
C
⑥
と
C
2
参
照
）

或
は
右
の
輩
な
る
地
丈
を
以
て
背
画
を
飾
っ
た
も
の
に
催
し
て
、

そ
の
上
に
別
な
鐙
骨
を
重
ね
て
構
闘
に
新
し
い
意
匠
を
加
へ
た
も

の
を
溢
か
に
下
る
前
三
世
紀
に
實
年
代
を
置
く
が
如
き
落
し
れ
で
あ

る
。
鏡
背
丈
の
嚢
展
に
於
い
て
、
賞
懲
懲
か
ら
借
り
て
來
た
丈
様

を
布
置
し
た
輩
な
る
地
墨
（
即
ち
遅
場
の
C
の
ば
し
め
の
も
の
）

か
ら
、
そ
の
軍
調
に
封
ず
る
唐
か
ら
な
る
考
案
と
し
て
、
該
腰
丈

の
上
に
他
の
藺
丈
を
加
へ
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
繕
圓

を
持
つ
た
も
の
と
な
る
推
移
は
現
存
例
か
ら
充
分
に
辿
り
得
る
か

ら
、
形
式
上
右
の
軍
純
な
る
地
文
鏡
が
古
く
、
他
が
そ
れ
よ
り
も

時
代
の
お
く
れ
る
も
の
た
る
べ
き
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
が
、
而
も

こ
の
場
合
、
上
に
重
祖
ら
れ
た
文
様
が
段
々
と
整
ふ
て
行
く
聞
に

教
授
想
定
の
如
く
、
そ
の
間
に
百
年
と
云
ふ
が
如
き
永
い
段
階
が

あ
っ
て
、
當
初
の
そ
れ
と
整
美
し
た
も
の
と
の
闇
に
四
百
年
も
の

（IS－1）



年
月
を
想
定
す
る
が
如
き
は
、
、
あ
ま
り
に
間
伸
び
の
し
た
見
方
で

あ
っ
て
、
到
底
現
實
に
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
引
い
て
か
様

な
見
地
か
ら
点
訳
の
一
々
に
附
し
売
實
年
代
説
に
は
從
ひ
得
べ
く

も
な
い
の
で
あ
る
。
右
と
聯
關
τ
て
博
士
の
費
年
代
忙
中
で
異
様

な
封
照
を
な
す
の
は
、
そ
の
G
式
な
る
一
種
の
渦
丈
を
地
炉
と
し

で
布
置
し
た
も
の
か
ら
、
そ
れ
に
八
革
命
等
を
配
し
た
類
に
了
し

す
べ
て
前
三
世
紀
な
る
時
代
を
附
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

．
比
定
は
盗
し
聖
地
丈
が
所
調
漢
式
丈
に
多
い
と
云
ふ
所
か
ら
來
て

る
る
と
思
は
れ
、
そ
こ
に
ま
た
地
域
に
依
る
考
慮
の
加
味
な
ど
も

推
し
得
る
こ
と
な
が
ら
、
．
而
も
當
代
一
般
の
鏡
背
丈
の
憂
遷
に
徴

し
、
殊
に
前
者
の
所
見
と
較
べ
る
に
於
い
て
當
然
そ
れ
に
媛
念
が

…
隈
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
Q

　
更
に
敏
授
が
A
類
と
し
て
新
た
に
舞
け
た
四
面
の
鏡
一
そ
の

・
或
者
に
就
い
て
は
本
号
の
前
段
に
紹
介
す
る
所
あ
っ
た
も
の
一

を
ば
、
す
べ
て
前
六
世
紀
の
も
の
と
し
て
襲
職
丈
鏡
と
並
ん
で
現

存
最
古
の
鏡
式
と
し
て
み
る
如
き
事
に
封
し
て
も
、
そ
の
根
擦
と

し
て
是
等
の
膜
様
が
職
蜂
式
銅
器
に
酷
似
し
た
黙
の
多
い
こ
と
が

激
へ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
四
例
が
蓑
現
の
手
法
其
他
の
上
で

近
時
隔
膜
の
漢
以
前
の
古
鏡

同
一
観
し
得
な
い
禦
は
A
3
・
A
誠
、
と
の
比
較
か
ら
明
か
で
あ
り
、

A
孟
・
の
如
き
は
主
文
の
上
で
寧
ろ
D
類
と
の
同
製
を
示
す
勲
で
早

計
と
す
る
の
外
あ
る
ま
い
。
職
國
索
式
鏡
の
背
丈
が
そ
の
古
試

の
も
の
に
於
い
て
砂
子
に
軍
に
銅
器
に
見
る
文
様
を
重
ね
た
趣
の

多
い
こ
と
の
明
瞭
な
間
に
あ
っ
て
、
こ
の
類
が
既
に
鉦
を
中
心
と

し
て
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
構
圖
を
示
す
の
は
ま
さ
に
注
意
せ
ら
る

べ
き
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
場
合
同
じ
類
と
し
て
鏡
骸
ば
二
つ
か
ら

成
る
黙
で
薯
し
く
違
ふ
と
は
云
へ
、
ま
た
鉦
を
申
に
し
て
一
つ
の

纏
っ
た
欝
気
を
示
す
煙
草
其
他
の
鏡
式
が
併
せ
顧
み
ら
れ
る
こ
と

に
依
っ
て
、
む
れ
の
性
質
が
よ
り
ょ
く
理
解
せ
ら
る
可
き
も
の
あ

る
を
思
は
し
め
る
。
而
し
て
後
者
の
類
が
遺
晶
の
増
加
に
俘
ひ
、

う
ち
に
形
式
の
先
後
を
想
定
も
得
る
こ
と
前
段
に
記
す
る
が
如
く

で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
是
等
の
所
見
の
上
に
年
代
槻
が
組
立
て
ら
れ

て
こ
そ
餐
欝
な
も
の
た
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
」
で
筆
者
は
ま

た
新
出
の
資
料
に
基
い
て
、
教
授
が
D
類
に
加
へ
た
一
鏡
（
U
．
8
）

の
地
文
が
、
實
は
B
類
の
4
乃
至
5
と
の
聞
に
緊
密
な
關
係
を
持

っ
て
、
そ
れ
が
彼
の
細
密
化
し
た
圃
種
に
外
な
ら
す
、
こ
れ
と
潤

じ
地
胆
に
別
な
豊
里
を
重
ね
た
新
出
の
遽
贔
と
併
せ
見
る
こ
と
に

第
二
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九
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近
蒔
断
一
兄
の
輔
襖
以
蘭
…
の
古
饒

三
つ
で
、
是
等
網
互
間
の
蓮
繋
を
巡
り
得
た
事
實
も
、
教
授
の
そ

れ
ぐ
に
與
へ
ら
れ
て
る
る
年
代
親
か
ら
す
ろ
と
、
其
の
闇
に
二

記
紀
と
云
ふ
大
き
な
杢
隙
が
あ
る
之
と
に
な
る
土
蔵
を
指
摘
せ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一s一．

A

　
以
上
記
す
る
所
か
ら
教
授
の
努
力
に
も
か
蕊
は
ら
す
、
一
々
の

、
戦
早
書
鼻
鏡
の
實
年
代
親
に
戯
し
て
術
疑
を
挿
む
べ
き
絵
地
が
多

く
、
從
っ
て
俄
か
に
点
り
難
き
を
明
に
し
得
た
と
恩
ふ
。
但
し
右

は
結
局
に
於
い
て
何
入
に
も
煮
れ
難
い
志
望
を
指
摘
す
る
と
云

ふ
、
云
は
f
否
定
的
な
立
場
か
ら
す
る
斯
論
に
過
ぎ
な
い
と
も
見

．
ら
れ
得
る
。
吾
肉
の
期
す
る
所
は
、
そ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

教
授
の
所
見
に
啓
獲
さ
れ
て
、
そ
れ
の
積
極
的
な
建
設
へ
の
推
考

，
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
支
那
本
土
が
十
年
も
近
く
職
場

の
巷
と
化
し
て
、
右
の
考
察
に
不
可
鉄
な
遺
晶
を
癒
す
る
逡
跡
の

、
羅
術
調
査
に
就
い
て
の
知
見
を
全
然
得
難
い
こ
と
が
、
最
大
の
支

障
議
し
て
横
は
つ
て
み
る
こ
と
を
憾
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
併
し
資

料
の
壌
加
と
學
術
へ
の
關
心
と
は
、
古
美
術
臓
化
し
た
こ
の
種
遣

第
二
十
九
巻
　
策
二
塁

六
六

晶
に
あ
っ
て
も
、
段
六
と
出
土
地
に
饗
す
ろ
差
響
を
伴
ふ
と
云
ふ

よ
ろ
こ
ぶ
．
捲
き
傾
向
を
示
し
て
、
右
の
斯
韓
が
後
に
概
ね
依
志
す

べ
き
も
の
な
る
こ
と
の
實
誰
さ
れ
る
例
を
加
へ
つ
・
あ
る
親
釈
に

鑑
み
、
漢
以
前
の
古
鏡
．
分
布
の
地
域
と
、
そ
れ
に
開
渇
し
た
鏡
式

の
異
同
に
就
い
て
の
考
察
に
示
唆
を
輿
へ
る
も
の
・
あ
る
こ
と
蓋

し
往
記
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
從
來
こ
の
種
鏡
鑑
護
見
の
地
斑
と
し
て
は
、
毒
縣
を
中
心
と
し

た
漁
河
の
流
域
が
著
し
く
、
こ
れ
に
つ
い
で
金
村
古
轍
臨
土
晶
を

含
む
河
南
省
洛
陽
附
近
が
暴
け
ら
れ
て
み
る
。
今
日
の
知
見
に
於

い
て
も
右
の
二
地
方
か
ら
齋
さ
れ
る
潰
品
の
多
い
こ
と
に
語
り
は

な
い
。
た
ゴ
翻
の
一
書
の
公
刊
後
、
湖
南
省
長
沙
の
古
墓
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

獲
見
例
が
コ
ッ
ク
ス
氏
（
｝
G
｝
き
出
陰
○
○
擁
）
の
實
見
か
ら
確
め
ら

れ
た
外
、
梁
上
椿
氏
の
嗣
，
綴
窟
藏
鏡
鵜
解
説
に
記
す
る
出
土
地
の
所

傅
に
依
る
と
、
河
南
省
で
は
古
謡
、
男
宮
唐
、
寄
接
、
新
郷
縣
等

に
於
け
る
出
土
が
激
へ
ら
れ
る
外
、
孟
河
北
省
の
下
下
、
臨
臨
省
の

西
安
附
近
な
ど
に
亙
っ
て
み
て
、
分
布
の
斑
域
を
廣
め
て
居
り
、

そ
の
易
縣
の
孤
城
酉
爾
の
塘
湖
村
か
ら
は
辛
気
羽
款
獣
文
地
四
山

鏡
苑
の
繊
土
を
傳
へ
て
輿
味
を
加
へ
て
る
る
。

（ユ86）



　
い
ま
是
等
の
出
土
地
の
所
傳
を
持
つ
逡
晶
と
鏡
式
と
の
關
係
を

顧
み
る
と
、
段
々
と
範
團
を
廣
め
た
地
域
を
逓
じ
て
、
而
も
そ
の

，
闇
に
地
方
に
依
る
鏡
式
の
相
違
な
る
も
の
が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な

い
。
尤
も
一
種
の
昼
餐
丈
鏡
（
教
授
の
B
類
）
の
如
き
、
ま
た
如
上

め
A
類
の
轟
土
地
の
所
傳
あ
る
も
の
が
洛
陽
附
近
に
限
ら
れ
た
檬

に
見
え
な
ど
す
る
が
、
爾
篠
の
鏡
式
に
あ
っ
て
は
透
丈
二
重
鏡
野

自
㎜
を
含
め
て
、
す
べ
て
が
毒
縣
を
中
心
と
し
た
地
域
に
存
し
、
同

・
式
の
も
の
が
ま
た
洛
陽
で
も
愛
煙
さ
れ
、
自
記
の
地
響
の
出
土
昂

は
二
者
の
う
ち
の
逓
有
な
鏡
式
に
観
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な

ほ
裡
面
的
な
調
査
を
惹
く
今
日
、
右
の
所
見
を
以
て
直
ち
に
本
來

の
論
難
を
傳
へ
て
る
る
と
断
ず
る
こ
と
は
固
よ
り
危
瞼
で
あ
る

、
が
、
こ
れ
を
羅
な
る
偶
然
の
も
の
と
す
る
に
も
ま
た
逡
例
が
多
き

に
過
ぎ
る
。
割
り
に
そ
れ
に
幾
何
か
の
矢
越
を
反
映
す
る
と
す
れ

ば
、
漢
以
前
に
行
は
れ
だ
鏡
式
は
一
部
を
除
い
て
写
常
代
の
支
那

の
文
化
圏
で
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
せ
な
け
れ
，
ば
な
ら

・
す
、
窃
い
て
鏡
背
文
に
關
す
る
基
本
的
な
傾
伺
が
年
代
の
先
後
を

考
へ
る
上
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
罵
る
。

　
然
ら
ば
現
存
の
厳
禁
の
大
．
槻
か
ら
認
め
ら
れ
る
鏡
背
丈
が
、
圓

近
蒔
所
見
の
漢
以
鶴
の
古
鏡

關
内
に
布
置
さ
れ
た
鏡
背
と
地
丈
と
の
；
兀
的
な
も
の
か
ら
、
段
、

凌
と
そ
の
上
に
別
な
艶
文
を
重
ね
て
、
こ
の
後
者
が
段
汝
と
そ
れ

の
み
で
一
つ
の
背
丈
と
し
て
整
美
な
域
に
達
し
、
こ
れ
に
反
し
て

も
と
の
布
置
丈
が
影
を
没
す
る
と
云
ふ
傾
向
は
、
重
ね
ら
れ
た
主

丈
の
示
す
塵
に
併
せ
て
、
年
代
槻
の
基
準
と
す
る
に
重
要
な
も
の

た
る
こ
と
が
改
め
て
強
く
意
識
せ
ら
る
可
き
で
あ
ら
う
。
右
の
主

流
に
封
し
て
馨
餐
丈
鏡
の
如
き
、
ま
た
教
授
の
A
類
や
、
透
丈
二

重
土
鏡
の
如
き
は
一
見
特
殊
な
色
彩
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
そ
れ

等
が
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
か
ゴ
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
柴
燈
に
剛
「
す
る
観
察
か
あ
號
零
餐
文
鏡
系
に
於
い
て
既
に
學
げ

た
如
き
圃
様
な
並
行
的
な
事
費
が
認
め
ら
れ
、
更
に
透
丈
鏡
に
あ

っ
て
も
、
既
記
の
う
ち
に
紫
黒
を
張
っ
た
黙
が
地
文
的
な
意
昧
を

持
つ
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
一
般
的
な
傾
向
眠
の
一
つ
の
特
殊
な
例

と
見
得
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
通
じ
た
年
代
観

中
に
於
い
て
、
そ
れ
み
＼
の
占
め
る
先
後
の
習
習
が
ま
た
推
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
う
云
ふ
場
合
罵
り
に
實
年
代
を
附
す
る
と
せ
ば
　
見
教
授
の

如
く
蔵
首
位
を
軍
位
と
す
る
こ
と
が
よ
い
様
に
思
は
れ
る
が
、
右
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二
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近
晴
、
断
見
の
“
険
以
轟
剛
の
書
［
工

め
所
見
か
ら
既
記
の
C
類
が
軍
な
る
地
甘
甘
か
ら
、
そ
れ
に
才
子

め
葉
丈
を
加
へ
た
も
の
、
更
に
一
段
と
文
様
の
整
っ
た
も
の
と
、

一
つ
宛
に
段
階
を
設
け
て
一
世
紀
宛
年
代
を
異
に
す
る
と
し
た
こ

と
と
、
同
じ
く
雛
な
る
弓
丈
を
配
し
た
式
で
あ
り
な
が
ら
、
右
の

地
文
が
細
密
な
故
を
以
て
實
時
代
を
三
稚
紀
も
後
と
回
し
、
更
に

こ
エ
で
は
そ
れ
に
他
の
文
様
を
重
ね
た
類
を
も
同
じ
時
代
の
所
産

乏
す
る
如
歯
黙
が
、
他
方
手
法
の
違
ふ
ん
類
を
す
べ
て
同
じ
三
六

世
紀
の
も
の
と
す
る
事
等
と
共
に
あ
ま
り
に
機
械
的
な
も
の
と
し

て
重
り
難
く
、
そ
こ
に
右
の
通
じ
た
傾
向
が
讐
物
に
就
い
て
の
一

磨
精
緻
な
親
察
と
相
倹
っ
て
、
今
の
場
合
か
様
な
面
懸
を
充
足
せ

ら
る
べ
き
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
て
初
に
繋
げ
た
新
に
三

日
し
た
邊
品
に
關
す
る
若
干
の
考
察
が
そ
の
黙
に
於
い
て
示
唆
を

與
へ
て
、
教
授
の
實
年
代
論
の
修
築
に
も
役
立
つ
こ
と
が
考
へ
ら

れ
る
次
第
で
あ
る
。
い
ま
試
み
に
如
上
の
見
地
か
ら
す
る
筆
者
の

懐
く
職
國
秦
式
諸
鏡
の
主
な
鏡
式
の
實
年
代
観
を
蓑
示
し
て
こ
の

文
の
結
び
と
し
ょ
う
。

　
表
中
の
黒
線
を
以
て
し
た
斜
の
そ
れ
は
、
別
に
考
へ
ら
る
エ
主

流
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
大
綱
に
依
る
推
移
の
間
に
あ
っ
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魅

て
、
新
し
い
類
と
共
に
本
番
の
地
誌
の
ま
・
の
、
式
の
依
然
と
し
て

並
存
し
得
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
な
く
、
そ
れ
の
實
際
は
遺
物
個
女

に
卸
し
て
判
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
れ
ば
と
て
教
授
の
如
き
一
女

に
百
年
も
の
差
異
を
設
け
る
こ
と
の
賓
際
に
そ
ぐ
は
ぬ
こ
と
を
重

ね
て
注
記
し
た
い
。

（188）


