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都
市
化
が
高
度
に
展
開
を
と
げ
た
明
清
時
代
に
お
い
て
、
都
市
に
生

活
す
る
人
々
の
意
識
や
嗜
好
は
、
当
時
の
文
化
を
見
て
い
く
と
き
、
無

視
で
き
な
い
重
要
性
を
も
つ
。
と
り
わ
け
首
都
北
京
は
、
政
治
の
中
心

で
あ
る
と
と
も
に
、
華
北
地
方
の
経
済
中
心
の
―
つ
で
も
あ
る
。
そ
こ

に
は
権
力
と
富
が
集
中
し
、
中
国
社
会
を
象
徴
す
る
よ
う
な
文
化
現
象

が
見
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
都
市
と
い
う
居
住
空
間
の
中
で
、
人
々
が
ど
の
よ
う
な

生
活
環
境
を
求
め
た
の
か
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
い
か
な
る
も
の

に
喜
び
を
見
い
出
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
き
、
植
物
や
動
物
と

の
関
係
を
問
題
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
花

丼
文
化
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
動
物
文
化
が
い
か
に
形

成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
末
清
初
期
に
中
国
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ア
ル
ヴ
ァ
ー
ロ
・
セ

は
じ
め
に

明
清
時
代
北
京
の
愛
玩
動
物

メ
ー
ド
は
、
『
チ
ナ
帝
国
誌
』
第
一
章
、
こ
の
国
の
概
観
の
条
で
、
花

お
よ
び
動
物
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

家
柄
の
い
い
ひ
と
び
と
は
だ
れ
で
も
中
庭
を
設
け
て
お
り
、
そ

こ
に
花
や
小
さ
な
樹
木
を
植
え
て
お
り
、
北
方
で
は
そ
こ
に
果
樹

を
も
栽
培
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
中
庭
が

大
変
広
け
れ
ば
、
こ
こ
に
比
較
的
大
き
な
樹
木
を
植
え
た
り
、
人

工
の
山
を
築
く
こ
と
さ
え
も
あ
り
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
わ
ざ
わ

ざ
遠
方
か
ら
巨
石
を
運
ば
せ
る
。
そ
こ
に
は
鶴
と
か
白
鳥
と
か
、

そ
の
他
の
美
し
い
姿
を
し
た
鳥
が
放
し
飼
い
に
さ
れ
る
。
鹿
と
か

玲
羊
と
か
い
っ
た
野
生
動
物
が
飼
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
池

も
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
ぴ
か
ぴ
か
の
鱗
を
も
っ
た
赤
や

黒
の
魚
が
泳
い
で
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
こ
こ
に

①
。

は
こ
れ
ら
と
同
様
に
風
趣
に
富
ん
だ
珍
し
い
も
の
が
沢
山
あ
る

こ
こ
に
は
、
政
治
的
・
経
済
的
な
実
力
者
が
広
い
屋
敷
を
も
ち
、
そ

こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
栽
培
し
、
あ
わ
せ
て
各
種
の
動
物
を
飼
育
し
て

い
た
と
い
う
風
俗
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ノ

瀬

雄
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都
市
に
生
活
す
る
人
々
が
、
花
や
動
物
に
親
し
み
手
近
に
楽
し
む
と

い
う
状
況
は
、
ヒ
京
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
他
の
都
市
に
お
い
て
も
一

叫

般
的
に
見
ら
れ
た
。

そ
し
て
清
・
康
煕
年
間
、
陳
涙
子
の
『
花
鏡
』
附
録
、
養
禽
鳥
法
の

条
に
は
、多

く
の
花
を
集
め
て
い
る
の
に
、
記
載
が
鳥
獣
昆
虫
に
及
ぶ
の
は

な
ぜ
か
。
枝
頭
の
好
鳥
や
林
下
の
文
禽
は
、
み
な
名
園
を
鼓
吹
し
、

俗
耳
を
戒
め
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
ゆ
え
に
録
す
る
と
こ
ろ
の
鳥

北
京
の
都
市
生
活
と
花
、
動
物

一
般
庶
民
が
ど
の
よ
う
に
花
や
動
物
と
か
か
わ
り
、
文
化
を
形
成
し
て

き
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
の
研
究
は
、
管
見
の
限
り
あ
ま
り

②
 

存
在
せ
ず
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
貴
族
や
富
豪
だ
け
に
限
ら
ず
、
一
般
の
庶
民
を

も
含
め
た
北
京
の
人
々
が
、
明
清
時
代
に
お
い
て
愛
玩
動
物
と
ど
の
よ

う
な
関
係
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
か
、
動
物
に
関
し
て
い
か
な
る
文
化

を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
か
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
。
と
く
に
日
常

生
活
に
役
立
つ
動
物
に
対
し
て
で
は
な
く
、
愛
玩
動
物
に
対
し
て
は
、

人
々
の
趣
味
や
嗜
好
が
よ
り
多
く
見
ら
れ
、
都
市
生
活
の
特
徴
が
明
確

に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
に
よ
り
、
以

下
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

獣
は
、
そ
の
羽
毛
が
豊
美
な
も
の
を
と
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の

音
声
が
嬌
好
な
も
の
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
荒
々
し
く
て
強
く
、

よ
く
闘
う
の
を
と
っ
た
の
で
は
な
く
、
緑
の
波
を
遊
泳
す
る
の
を

④
。

と
っ
た
の
で
あ
る

と
あ
り
、
園
芸
手
引
書
に
鳥
類
の
飼
育
法
を
付
す
る
理
由
と
し
て
、
そ

れ
が
花
の
美
し
さ
を
一
層
引
き
立
た
せ
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
同
書
養
獣
畜
法
の
条
に
は

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
み
な
人
の
飼
養
す
る
獣
で
、
そ
の

う
ち
二
三
を
録
し
て
、
園
林
に
点
綴
す
る
た
め
で
あ
る
。

と
あ
り
、
養
昆
虫
法
の
条
に
は
、

昆
虫
は
非
常
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
筆
墨
を
煩
わ

す
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
開
花
し
た
花
や
木
の
葉
の
陰
に
、

も
し
蝶
が
舞
い
、
蜂
が
忙
し
く
飛
ぶ
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
ど
う

し
て
も
趣
き
を
生
ず
る
こ
と
が
少
な
い
。
•
•
•
も
し
蝉
が
夕
陽
に

躁
が
し
く
鳴
く
こ
と
や
、
こ
お
ろ
ぎ
が
暁
夜
に
鳴
く
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
園
林
は
寂
霙
と
し
て
し
ま
い
、
何
に
よ
っ
て
秋
興
を
催
す

洞。

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
カ

と
あ
る
よ
う
に
、
獣
や
昆
虫
に
お
い
て
も
、
美
し
い
花
に
ふ
さ
わ
し
い

動
物
を
取
り
上
げ
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
同
書
に
は
、
実
用
的
な
動

物
は
一
切
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
美
観
に
か
な
っ
た
動
物
の
み
が
記
載
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
花
丼
栽
培
の
盛
行
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
動

物
が
飼
育
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
北
京
の
人
々
の
生
活
は
、
花
や
動
物
と

と
も
に
、
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
営
ま
れ
た
。
明
清
時
代
に
お
い
て
も
、

四
季
の
折
々
に
歳
時
記
と
い
う
べ
き
行
事
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
そ
れ

が
人
々
に
う
る
お
い
を
与
え
た
。

そ
の
中
で
も
、
花
と
動
物
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
明
末
に

例
を
取
れ
ば
、
劉
若
愚
の
『
酌
中
志
』
巻
二
十
、
飲
食
好
尚
紀
略
の
条

に
、
そ
れ
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
花
や
動
物
と
季
節
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
を
抜
き
出
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

二
月
、
・
・
・
こ
の
月
に
は
、
菊
や
牡
丹
を
分
け
る
。
お
よ
そ
花

木
の
穴
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
隙
間
を
あ
け
て
風
を
入

れ
て
や
る
。

三
月
、
…
天
子
が
回
龍
観
な
ど
の
と
こ
ろ
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
、
海
棠
を
鑑
賞
さ
れ
る
。
穴
蔵
の
中
の
花
樹
は
、
す
べ
て
園
圃
．

台
樹
・
庭
の
て
す
り
な
ど
の
類
い
に
出
さ
れ
る
。
み
な
こ
の
月
は
、

身
を
修
め
つ
つ
し
む
。
富
貴
の
家
で
は
、
み
な
牡
丹
の
花
を
鑑
賞

し
、
日
除
け
を
備
え
る
。

四
月
、
…
牡
丹
が
盛
り
の
の
ち
は
、
た
だ
ち
に
席
を
設
け
、

芍
薬
の
花
を
鑑
賞
す
る
の
で
あ
る
。

七
月
、
…
こ
の
月
は
ひ
ら
魚
を
食
べ
て
盛
会
を
な
し
、
木
犀

の
花
を
鑑
賞
し
て
促
織
を
闘
わ
せ
る
。
よ
く
闘
う
も
の
は
、
一
匹

が
十
余
両
に
値
し
う
る
が
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
名
称

が
つ
い
て
い
る
が
、
賭
博
を
し
て
勝
ち
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

八
月
、
宮
中
に
お
い
て
秋
海
棠
や
玉
箸
の
花
を
鑑
賞
す
る
。

．．． 

お
よ
そ
内
臣
の
多
く
は
、
花
木
を
庭
と
家
の
中
で
好
み
、
多
く
の

盆
を
並
べ
設
け
、
あ
わ
せ
て
金
魚
を
か
め
の
中
で
飼
育
す
る
。

九
月
、
御
前
に
菊
花
を
さ
さ
げ
て
置
く
。

十
月
、
・
・
・
お
よ
そ
普
段
、
並
べ
愛
で
る
と
こ
ろ
の
石
梱
な
ど

の
花
樹
を
、
す
べ
て
盆
を
連
ね
て
穴
蔵
に
入
れ
る
。

十
二
月
、
・
・
・
こ
の
月
は
、
媛
洞
に
か
お
り
ぐ
さ
を
進
め
、
牡

丹
な
ど
の
花
を
開
か
せ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
当
時
の
宮
中
に
お
い
て
、
菊
・
牡
丹
•
海
棠
・
木
犀
．

玉
管
な
ど
、
季
節
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
鑑
賞
さ
れ
る
と
と
も
に
、

促
織
（
こ
お
ろ
ぎ
）
や
金
魚
が
飼
育
さ
れ
、
歳
時
記
の
中
で
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
花
や
動
物
の
文
化
は
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
広
く

一
般
庶
民
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
く
。
清
末
の
『
燕
京
歳
時
記
』
に

そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

初
春
正
月
か
ら
始
ま
っ
て
、
毎
月
七
・
八
の
日
に
は
内
城
内
西
部
の

護
国
寺
で
、
九
・
十
の
日
に
は
内
城
内
東
部
の
隆
福
寺
で
、
そ
れ
ぞ
れ

縁
日
が
開
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
が
売
買
さ
れ
る
が
、

そ
の
中
で
も
雅
び
や
か
な
商
品
が
、
花
を
中
心
と
す
る
植
物
で
あ
っ
た
。

春
の
牡
丹
•
海
棠
・
丁
香
・
碧
桃
や
果
実
の
樹
木
だ
け
で
な
く
、
夏
に

は
茉
莉
、
秋
に
は
木
犀
と
菊
、
冬
に
は
水
仙
が
す
ぐ
れ
、
季
節
を
問
わ

⑦
 

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
。
ま
た
内
城
東
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南
の
崇
文
門
外
の
東
で
は
、
正
月
か
ら
毎
月
の
四
・
十
四
・
ニ
十
四
の

日
に
、
造
花
の
市
で
あ
る
花
児
市
が
開
か
れ
、
そ
の
ほ
か
に
鳩
が
売
買

g
。

さ
れ
、
人
々
の
人
気
を
よ
ん
で
い

四
月
に
な
る
と
、
攻
塊
と
芍
薬
の
盛
り
と
な
り
、
そ
の
甘
い
香
り
が

街
中
に
た
だ
よ
い
出
す
。
花
売
り
が
呼
び
売
り
を
し
な
が
ら
街
を
歩
き
、

⑨
。

そ
の
声
が
人
々
の
耳
を
楽
し
ま
せ
る
そ
の
四
月
の
末
に
は
、
黄
鵬
、

す
な
わ
ち
う
ぐ
い
す
が
柳
の
蔭
の
中
で
さ
え
ず
り
、
新
し
い
季
節
の
訪

⑩
。

れ
を
告
げ
る
の
で
あ
る
ま
た
五
月
に
は
石
梱
の
花
が
開
き
、
央
竹
桃

の
花
と
並
べ
て
中
庭
に
置
か
れ
る
。
さ
ら
に
二
つ
の
花
の
間
に
、
金
魚

を
入
れ
た
鉢
を
置
き
、
そ
れ
ら
を
―
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
多
数
の
家
々

⑪
。

が
鑑
賞
し
た
と
い
う
つ
づ
く
六
月
朔
日
に
は
、
西
南
郊
外
、
慮
溝
橋

付
近
に
位
置
す
る
草
橋
の
碧
霞
元
君
廟
で
市
が
開
か
れ
る
が
、
そ
の
中

で
も
中
心
と
な
る
の
が
花
丼
樹
木
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
た
め
に
多
く

の
人
々
が
集
ま
る
の
で
あ
る
。

七
月
に
入
る
と
金
鐘
児
、
す
な
わ
ち
す
ず
む
し
が
北
京
の
街
で
販
売

さ
れ
は
じ
め
、
そ
の
美
し
い
音
色
が
人
々
の
耳
を
楽
し
ま
せ
る
。
九
月

九
日
の
重
陽
の
節
句
の
頃
に
は
、
菊
の
花
が
盛
り
と
な
り
、
富
貴
の
家

で
は
菊
花
数
百
鉢
を
棚
に
置
い
て
陳
列
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
菊
の

⑭
 

花
を
見
て
楽
し
ん
だ
と
い
う

十
月
に
は
抽
蝙
児
、
す
な
わ
ち
こ
お
ろ
ぎ
が
た
く
さ
ん
市
場
に
出
回
っ

て
そ
の
値
も
安
く
な
り
、
き
れ
い
な
音
色
を
聞
く
た
め
に
人
々
は
買
い

⑮
。

求
め
る
ま
た
、
こ
の
月
以
降
に
は
、
梧
桐
（
し
め
）
・
交
嘴
（
い
す

か
）
・
祝
頂
紅
（
べ
に
す
ず
め
）
・
老
西
児
・
燕
巧
児
な
ど
の
禽
鳥
が

飛
来
し
、
人
々
は
こ
れ
ら
を
買
い
求
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
を
仕
込
ん
で

楽
し
ん
ば
。
そ
し
て
十
二
月
に
は
、
本
来
花
が
咲
く
季
節
で
は
な
い
の

に
か
か
わ
ら
ず
、
温
室
栽
培
の
花
で
あ
る
唐
花
が
出
回
り
、
人
々
は
新

⑰
。

年
の
贈
答
用
と
し
て
、
牡
丹
な
ど
の
花
を
買
う
の
で
あ
る

以
上
を
見
る
と
、
花
や
動
物
は
ま
さ
し
く
季
節
を
表
わ
す
指
標
と
し

て
人
々
に
意
識
さ
れ
、
四
季
の
移
ろ
い
の
中
で
、
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
動
物
に
関
し
て
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
昆
虫
類
・
金

魚
・
鳥
類
・
猫
・
犬
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
が
愛
玩
用
と
し
て
人
々

に
飼
育
さ
れ
、
花
の
文
化
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
動
物
の
文
化
が
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
昆
虫
類

ま
ず
虫
で
は
、
促
織
す
な
わ
ち
こ
お
ろ
ぎ
が
、
北
京
の
人
々
に
愛
玩

さ
れ
た
。
そ
の
事
情
は
、
明
末
の
劉
個
・
千
突
正
の
『
帝
京
景
物
略
』

巻
三
、
胡
家
村
の
条
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
都
の
人
々
は
人
工
孵
化
が
で
き
、
そ
の
鳴
く
の
を
晩
冬
ま
で

の
ば
せ
る
。
そ
の
方
法
は
盆
に
土
を
盛
り
、
そ
の
上
に
虫
を
養
い
、

卵
を
土
の
中
に
生
ま
せ
る
。
冬
に
入
っ
て
か
ら
そ
の
土
を
暖
か
い

愛
玩
動
物
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抗
の
上
に
置
き
、
日
ご
と
に
水
を
そ
そ
い
で
綿
で
こ
れ
を
覆
う
。

孵
化
し
て
五
・
六
日
す
れ
ば
、
土
の
上
面
が
嬬
動
す
る
。
さ
ら
に

孵
化
し
て
七
・
八
日
、
姐
の
よ
う
な
白
い
も
の
が
生
ず
る
。
そ
こ

で
子
を
薩
菜
の
葉
の
上
に
置
き
、
あ
る
い
は
水
を
そ
そ
ぎ
あ
る
い

は
覆
う
。
足
や
翅
が
で
き
て
、
次
第
に
黒
く
な
り
、
ひ
と
月
す
る

と
鳴
き
だ
す
。
そ
の
音
色
は
秋
の
も
の
よ
り
も
繊
細
で
あ
る
。
春

に
入
る
と
、
逆
に
た
お
れ
る
。

と
あ
り
、
人
工
孵
化
と
い
う
方
法
を
つ
か
っ
て
、
冬
に
こ
お
ろ
ぎ
を
嗚

か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
書
同
条
に

促
織
は
秋
の
気
配
に
感
じ
て
生
ま
れ
、
そ
の
音
色
は
商
の
韻
で
、

そ
の
性
質
は
勝
ち
気
で
あ
る
。
秋
が
お
わ
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
季
節
的
に
は
こ
お
ろ
ぎ
は
秋
の
虫
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
人
工
的
な
手
立
て
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
よ
り
、
季
節
を
ず
ら
せ
て

音
色
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
同
書
同
条
に
、

永
定
門
外
五
里
に
、
い
ね
や
き
び
が
嶺
嶺
然
と
し
て
野
を
お
お
っ

て
い
る
の
は
、
胡
家
村
で
あ
る
。
：
・
[
そ
こ
に
は
]
促
織
を
産

す
る
。
促
織
は
誇
っ
て
鳴
き
、
善
＜
闘
う
。
殊
に
よ
そ
で
産
す
る

も
の
よ
り
勝
れ
て
い
る
。

と
あ
り
、
美
し
い
音
色
に
加
え
、
こ
お
ろ
ぎ
同
士
の
闘
い
に
強
い
も
の

が
珍
重
さ
れ
、
そ
の
産
地
が
北
京
郊
外
東
南
部
の
胡
家
村
で
あ
っ
た
。

胡
家
村
に
お
け
る
こ
お
ろ
ぎ
飼
育
は
、
清
・
乾
隆
年
間
の
『
欽
定
日
下

旧
聞
考
』
巻
百
五
十
一
に
、

胡
家
村
は
、
永
定
門
外
よ
り
も
東
に
あ
り
、

る。

今
な
お
促
織
を
産
す

と
あ
る
よ
う
に
、
清
代
中
頃
に
お
い
て
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

こ
お
ろ
ぎ
を
闘
わ
す
と
い
う
風
俗
に
つ
い
て
は
、
『
帝
京
景
物
略
』

巻
―
―
-
、
胡
家
村
の
条
に
、

お
よ
そ
、
都
の
人
々
の
闘
促
織
と
い
う
習
俗
は
、
た
だ
に
街
中
の

小
児
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
遊
び
人
の
貴
族
が
、
暇
に
任
せ
て

こ
の
こ
と
に
の
め
り
こ
み
、
豪
族
が
そ
の
財
産
を
使
い
果
た
し
、

士
人
が
そ
の
業
を
駄
目
に
し
て
し
ま
っ
た
。
今
は
ま
た
、
よ
う
や

v
[闘
促
織
も
ご
哀
え
て
止
め
に
な
っ
た
。
た
だ
嬌
詫
の
児
女
だ

け
は
、
闘
わ
せ
る
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
を
見
い
出
し
、
い
ま
だ
に
や

め
よ
う
と
し
な
い
。

と
あ
り
、
闘
促
織
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
、
身
分
•
財
産
•
生
活
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
者
が
、
多
数
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
お
ろ
ぎ
に
は
、
色
や
形
の
違
い
に
よ
り
、
上
下
の
等
級
が
あ

り
、
そ
れ
は
同
書
同
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

お
よ
そ
促
織
は
、
青
色
の
も
の
を
上
と
し
、
黄
色
が
こ
れ
に
次
ぎ
、

赤
色
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
ま
た
黒
色
が
つ
づ
き
、
白
色
の
も
の
が
最

も
下
で
あ
る
。
（
紅
麻
頭
、
白
麻
頭
、
青
項
金
翅
、
金
絲
額
、
銀

絲
額
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
上
で
あ
る
。
黄
麻
頭
が
こ
れ
に
次
ぎ
、

紫
金
、
黒
色
が
ま
た
こ
れ
に
次
ぐ
。
）
こ
れ
ら
は
色
で
分
類
し
た
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場
合
で
あ
る
。
首
や
項
が
肥
え
て
お
り
、
腿
や
腔
が
長
く
、
背
身

が
腸
い
も
の
が
上
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
も
の
が
こ
れ
に
次

ぎ
、
ま
っ
た
＜
条
件
に
反
す
る
も
の
が
下
で
あ
る
。
（
そ
れ
ら
は

油
利
撻
、
蟹
殻
青
、
棗
核
形
、
土
蜂
形
、
金
琵
琶
、
紅
沙
、
青
沙
、

紺
色
と
呼
ば
れ
、
同
じ
と
も
が
ら
で
あ
る
。
長
翼
、
梅
花
翅
、
土

狗
形
、
蟷
螂
形
、
飛
鈴
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
同
じ
と
も
が
ら
で
あ

る
。
宅
鶏
、
胡
蝶
形
、
香
獅
子
も
同
じ
と
も
が
ら
で
あ
る
。
）
こ

れ
ら
は
形
で
分
類
し
た
場
合
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
飼
育
の
大
衆
化
に
と
も
な
い
、
形
や
色
の
わ
ず
か
な
違
い

を
強
調
し
、
希
少
種
の
所
有
を
人
に
誇
る
と
い
う
態
度
に
つ
な
が
る
も

の
が
あ
る
。

こ
お
ろ
ぎ
の
闘
技
場
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
清
末
の
夏
仁
虎
の
『
旧

京
瑣
記
』
巻
一
、
俗
尚
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

鋸
婢
を
闘
わ
せ
る
場
は
、
多
く
は
順
治
門
外
に
あ
っ
た
。
虫
を
飼

育
す
る
者
は
、
ま
た
こ
れ
を
把
式
と
い
い
、
水
を
飲
ま
せ
て
調
え

養
う
。
各
々
師
の
伝
え
が
あ
り
、
報
酬
を
受
け
る
こ
と
は
な
は
だ

豊
か
で
あ
る
。
虫
を
養
う
た
め
の
器
に
は
、
一
枚
が
百
十
金
に
値

す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
趙
子
玉
が
作
っ
た
も
の
を
最
良
と
す

る
。
お
そ
ら
く
乾
隆
か
嘉
慶
時
代
の
人
で
あ
ろ
う
。
開
場
す
れ
ば
、

す
な
わ
ち
紅
色
の
絹
布
を
門
に
懸
け
、
車
馬
は
み
な
集
ま
り
、
上

流
人
士
は
し
ば
し
ば
参
加
す
る
。
勝
負
は
巨
額
を
数
え
、
一
っ
嗚

け
ば
人
を
驚
か
せ
、
祝
っ
て
く
れ
る
者
が
こ
も
ご
も
集
ま
っ
て
く

る。

つ
ま
り
闘
技
場
の
所
在
地
は
内
城
西
南
の
順
治
門
外
、
す
な
わ
ち
宣
武

門
を
外
に
出
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
録
婢
す
な
わ
ち
こ
お
ろ
ぎ
を
飼
育
す

る
者
は
把
式
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
闘
技
に
勝
利
し
た
者
の
報
酬
は
莫
大

な
も
の
で
あ
り
、
闘
技
場
は
華
や
か
に
し
つ
ら
え
ら
れ
、
賭
け
に
多
数

の
者
が
参
加
し
、
賑
や
か
に
勝
負
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
『
帝
京
景
物

略
』
に
は
、
闘
促
織
が
明
末
に
衰
退
し
た
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
実
は

そ
の
後
も
清
末
に
い
た
る
ま
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
賭
博
性
が
人
々
を
魅
了
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
飼
育
の
対
象
に
な
っ
た
虫
は
、
こ
お
ろ
ぎ
だ
け
で
な
か
っ
た
。

『
燕
京
歳
時
記
』
七
月
、
金
鐘
児
（
す
ず
む
し
）
の
条
に
は
、

金
鐘
児
は
[
河
北
の
]
易
州
に
産
す
る
o

形
は
促
織
の
よ
う
で
ぁ

す
え

る
。
七
月
の
季
、
京
師
に
運
ば
れ
て
き
て
販
売
さ
れ
る
。
枕
べ
で

せ
い
え
つ

こ
の
虫
の
音
を
聞
く
と
最
も
清
越
な
感
じ
が
す
る
。
余
韻
が
あ
っ

て
し
か
も
悲
し
み
の
心
を
生
じ
な
い
。
彼
は
あ
た
か
も
大
厩
高
堂

の
[
愛
玩
の
物
]
と
な
る
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
o

さ
れ
ば
「
黄
金
の
鐘
」
と
い
う
よ
び
名
も
み
だ
り
に
つ
け
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
。

と
あ
り
、
易
州
産
の
す
ず
む
し
が
北
京
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
、
そ
の
音

色
が
人
々
の
耳
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
書
十
月
、

こ
お
ろ
ぎ
）
・
話
話
児
（
く
つ
わ
む
し
）
・
油
壷
慮
（
え
ん

チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
ル

紬
紬
児
(

ま
こ
お
ろ
ぎ
）
の
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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虫
や
鳥
の
鳴
く
の
は
最
も
時
候
と
関
係
が
あ
る
。
し
か
も
人
工

的
力
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
も
ま
た
、
よ
く
時
節
と
と
も
に
転
移
す
る
。

[
し
た
が
っ
て
]
こ
れ
も
ま
た
時
候
に
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

京
師
で
は
五
月
以
後
に
は
話
話
児
（
く
つ
わ
む
し
）
が
出
て
、

街
路
に
沿
う
て
呼
び
売
り
さ
れ
る
。
そ
の
価
は
毎
匹
一
、
二
文
に

過
ぎ
な
い
。
十
月
に
な
れ
ば
燃
爆
に
よ
る
も
の
が
生
ま
れ
る
。
そ

の
価
は
毎
匹
数
千
文
で
あ
る
。
七
月
中
旬
に
は
す
な
わ
ち
紬
紬
児

（
こ
お
ろ
ぎ
）
が
出
る
。
高
価
の
も
の
は
数
両
も
す
る
。
白
麻
頭
、

黄
麻
頭
、
蟹
骸
青
、
琵
琶
翅
、
梅
花
翅
、
竹
節
鑽
な
ど
の
区
別
が

あ
る
o

[
価
の
高
い
の
は
]
よ
く
戦
闘
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
十

月
に
至
る
と
一
匹
が
数
百
文
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は

な

言

ね

ユ

ウ

た
だ
鳴
音
を
買
う
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
蝉
蟷
児
の
類
に
ま
た
油

壷
慮
が
あ
る
o

[
初
]
秋
に
あ
た
っ
て
は
一
文
で
十
余
匹
を
買
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
十
月
に
な
る
と
一
匹
の
値
が
数
千
文
も
す
る
。

せ

ん

し

ょ

う

ふ

る

思
う
に
そ
の
鳴
く
と
き
は
鰹
錆
た
る
音
を
断
続
し
、
声
は
顔
え
て

長
い
。
冬
夜
こ
れ
を
聴
け
ば
悲
し
か
っ
た
り
、
う
れ
し
く
な
っ
た

り
す
る
。
真
に
有
閑
人
の
風
流
韻
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
秋
日
に
紬

紬
児
を
入
れ
る
か
ん
に
は
永
楽
官
審
、
趙
子
玉
、
淡
園
主
人
、
静

軒
主
人
、
紅
澄
漿
、
白
澄
漿
な
ど
の
種
類
が
あ
る
。
佳
い
も
の
は

一
対
で
数
百
両
も
す
る
。
冬
月
の
話
話
児
を
入
れ
る
壷
慮
や
油
壷

慮
を
入
れ
る
そ
れ
も
、
ま
た
佳
い
も
の
は
一
対
数
百
両
す
る
。
壷

慮
は
紫
の
つ
や
が
あ
っ
て
堅
厚
な
も
の
を
も
っ
て
上
品
と
す
る
。

此
中
峨
賣
蝸
蠣
之
瀑
必
中
晨
人
夏
慎
項
蝸
蛾

冬
月
項
ニ
一
種
皇
誉
も
看
ゑ
為
山
蝸
蝸
乃
ギ
＇
匂

湯
戻
主
素
噴
も
士
集
的
緑
色
噴
組
祉
を
霊

蝸
蠣
子
を
麦
戻
人
ら
な
”
為
そ
其
償
甚
'
;
4

図 1 『北京民間風俗百図』書目文献出版社 1983年
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す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
壷
慮
器
と
称
し
て
い
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

だ
か
ら
京
師
の
世
襲
の
貴
族
（
満
人
出
身
の
貴
族
）
も
貧
な
る
も

の
が
多
数
に
あ
る
。
財
産
を
む
だ
づ
か
い
す
る
道
は
、
じ
つ
に
音

⑲
。

声
女
色
珠
玉
の
み
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

こ
お
ろ
ぎ
と
同
様
に
、
す
ず
む
し
・
く
つ
わ
む
し
・
え
ん
ま
こ
お
ろ
ぎ

の
音
色
が
人
を
楽
し
ま
せ
、
こ
れ
ら
の
虫
を
買
い
求
め
、
飼
育
す
る
器

に
凝
っ
て
多
額
の
出
費
を
す
る
た
め
、
散
財
す
る
者
も
多
数
い
た
の
で

あ
る
。な

お
、
虫
を
販
売
す
る
業
者
の
姿
は
、
図
1
に
見
え
る
と
お
り
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
く
つ
わ
む
し
を
売
る
業
者
が
客
と
と
も
に
描
か
れ
て

お
り
、
二
人
と
も
ひ
ょ
う
た
ん
型
の
壷
慮
器
を
手
に
持
ち
な
が
ら
、
何

か
や
り
と
り
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
清
末
の
風
俗
の
一
端
を
う
か

が
わ
せ
る
ひ
と
こ
ま
で
あ
る
。

（
二
）
金
魚

宋
代
に
始
ま
る
金
魚
の
飼
育
は
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
広
く
普
及

す
る
よ
う
に
な
る
が
、
明
清
時
代
の
北
京
も
例
外
で
は
な
い
。
明
末
の

『
帝
京
景
物
略
』
巻
三
、
金
魚
池
の
条
に
は
、

池
の
水
は
清
く
、
住
民
は
こ
れ
を
区
切
っ
て
小
さ
な
池
を
つ
く
っ

て
い
る
。
柳
の
木
が
枝
を
垂
れ
て
、
こ
れ
を
覆
っ
て
い
る
。
[
住

民
は
]
毎
年
金
魚
を
育
て
て
、
こ
れ
を
職
業
と
し
て
い
る
。
金
魚

の
種
類
に
つ
い
て
は
、
深
赤
色
の
も
の
を
金
と
い
い
、
螢
白
色
の

も
の
を
銀
と
い
い
、
白
地
に
黒
い
模
様
や
、
赤
地
に
黄
色
い
模
様

の
も
の
は
璃
渭
と
い
う
。
そ
の
魚
が
金
で
あ
れ
ば
、
銀
の
帯
が
周

り
を
め
ぐ
っ
て
い
る
も
の
を
貴
び
、
そ
の
魚
が
銀
で
あ
れ
ば
、
金

の
帯
が
周
り
を
め
ぐ
っ
て
い
る
も
の
を
貴
ぶ
。
こ
れ
ら
を
管
と
縮

と
に
分
け
て
区
別
し
て
い
る
。
管
と
は
、
小
び
れ
の
下
か
ら
尻
尾

の
上
ま
で
の
部
分
に
帯
が
め
ぐ
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
額
と
は
、

小
び
れ
に
及
ば
ず
に
、
そ
の
尻
尾
の
部
分
に
帯
が
め
ぐ
っ
て
い
る

も
の
を
い
う
。
金
魚
に
は
、
異
種
な
る
も
の
が
あ
る
（
体
が
白
く

て
、
そ
の
額
が
朱
色
の
も
の
を
鶴
珠
と
い
う
。
体
が
朱
色
で
、
そ

の
背
中
が
白
い
も
の
を
銀
鞍
と
い
う
。
背
中
が
朱
色
で
、
白
い
点

が
七
つ
あ
る
も
の
を
七
星
と
い
う
。
背
中
が
白
く
、
朱
色
で
八
が

書
い
て
あ
る
も
の
を
八
卦
と
い
う
）
。
蝦
種
な
る
も
の
が
あ
る
（
銀

目
、
金
目
、
双
環
、
四
尾
の
属
）
。

と
あ
り
、
金
魚
飼
育
業
が
金
魚
池
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
種
類

は
色
や
模
様
や
形
な
ど
に
よ
り
細
分
化
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
数

多
く
の
名
目
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

北
京
の
金
魚
が
、
そ
の
色
彩
の
豊
か
さ
で
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

清
代
に
入
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
康
煕
時
代
の
人
、
王
士
禎
の
『
香

祖
筆
記
』
巻
七
に
、

近
ご
ろ
、
都
の
金
魚
の
色
彩
は
種
々
に
変
化
し
、
最
も
あ
で
や
か

で
す
ぐ
れ
て
い
る
。
白
魚
で
朱
色
の
点
が
あ
る
も
の
で
は
、
あ
る

い
は
首
に
あ
り
、
あ
る
い
は
背
に
あ
り
、
あ
る
い
は
尾
に
あ
る
。
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某
大
臣
貢
優
白
金
魚

こ
れ
を
小
さ
い
池
の
中
に
置
け
ば
、
遊
泳
し
な
が
ら
水
面
で
呼
吸

し
、
美
し
い
こ
と
錦
綺
の
よ
う
で
あ
る
。
生
物
の
底
知
れ
な
い
部

分
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
聞
け
ば
ま
た
、
藍
色
の
魚
も
あ
る
と

の
こ
と
だ
が
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
見
て
い
な
い
。

と
あ
り
、
そ
の
美
し
さ
の
点
で
、
抜
き
ん
出
て
い
た
。
ま
た
金
魚
池
に

お
け
る
金
魚
飼
育
も
、
同
様
に
つ
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
『
清
稗
類
紗
』

稗
四
、
名
勝
類
、
金
魚
池
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

都
の
崇
文
門
外
の
南
、
小
市
街
東
端
に
あ
る
金
魚
池
は
、
本
当
の

名
を
魚
藻
池
と
い
う
。
『
蕪
経
』
[
『
詩
経
』
の
王
在
の
義
を
と
つ

て
い
る
。
四
角
い
堤
防
と
小
さ
い
池
が
、
縦
横
に
田
の
あ
ぜ
の
よ

う
に
つ
づ
く
。
住
民
は
み
な
、
魚
の
飼
育
を
職
業
と
し
て
い
る
。

同
様
の
記
録
は
、
道
光
十
二
年
(
-
八
三
二
年
）
か
ら
翌
年
に
か
け

て
北
京
を
訪
れ
た
朝
鮮
使
節
の
一
人
、
金
景
善
の
『
燕
輯
直
指
』
巻
四
、

金
魚
池
記
に
も
見
え
る
。

明
因
寺
の
東
南
一
里
ば
か
り
に
金
魚
池
が
あ
る
。
あ
る
い
は
魚

藻
池
と
も
称
す
る
。
池
に
は
五
色
の
魚
を
産
す
る
が
、
金
色
の
も

の
が
最
も
多
い
。
ゆ
え
に
[
金
魚
池
と
]
名
づ
け
る
o

正
陽
門
外

の
魚
屋
で
売
ら
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
こ
の
池
よ
り
出
て
い
る
。

⑳
。

体
長
の
小
さ
な
も
の
は
、
豪
富
家
が
魚
紅
で
蓄
え
て
い
る

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
は
体
長
の
小
さ
な
品
種
が
豪
富
家
に
珍
重
さ
れ

て
い
た
。

さ
ら
に
、
『
清
稗
類
紗
』
稗
十
三
、
朝
貢
類
、

の
条
に
、孝

欽
后
[
西
太
后
]
は
金
魚
を
飼
う
こ
と
が
好
き
で
あ
つ
た
o

優

白
の
金
魚
が
い
た
が
‘
[
そ
れ
は
]
某
大
臣
が
進
上
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
孝
欽
后
は
毎
朝
早
く
行
っ
て
は
‘
[
金
魚
を
]
見
る
の

で
あ
っ
た
。
宦
官
が
掌
で
そ
の
甕
の
蓋
を
た
た
き
、
「
優
白
や
、

老
仏
爺
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
お
前
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
よ
。
」

と
い
う
と
、
す
ぐ
に
せ
び
れ
を
動
か
し
て
目
を
覚
ま
し
、
つ
い
ば

む
音
を
立
て
る
。
で
な
け
れ
ば
、
水
草
の
間
に
潜
み
隠
れ
、
窺
い

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宮
人
は
こ
の
目
を
も
っ
て
、
霊
物
と
し

て
い
る
。

と
あ
り
、
清
末
の
宮
廷
に
お
け
る
金
魚
飼
育
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

西
太
后
が
金
魚
飼
育
を
好
み
、
よ
く
馴
れ
た
金
魚
を
飼
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

季
節
と
の
関
連
で
は
、
五
月
に
な
る
と
、
北
京
の
人
々
は
金
魚
を
買

い
求
め
、
そ
の
泳
ぐ
姿
を
楽
し
ん
だ
。
『
燕
京
歳
時
記
』
五
月
、
石
梱
．

央
竹
桃
の
条
に
、

京
師
で
は
五
月
に
石
梱
の
花
が
ち
ょ
う
ど
開
く
。
鮮
明
な
る
こ
と

眼
を
照
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
居
住
者
ら
は
つ
ね
に
央

竹
桃
と
い
っ
し
ょ
に
中
庭
に
な
ら
べ
て
鑑
賞
す
る
。
石
梱
と
央
竹

桃
の
間
に
は
必
ず
魚
紅
を
配
置
し
、
金
魚
数
匹
が
そ
の
な
か
を
遊

R。

泳
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
家
々
が
み
な
そ
う
で
あ
る

と
あ
り
、
石
梱
と
央
竹
桃
の
花
の
間
に
金
魚
鉢
を
お
い
て
鑑
賞
し
た
。
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こ
こ
に
は
花
と
動
物
と
を
組
み
合
わ
せ
て
楽
し
む
文
化
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

だ
か
ら
京
師
の
諺
に
「
天
蓬
と
魚
紅
と
石
梱
樹
」
と
い
う
が
、
思

う
に
[
各
家
芭
み
な
同
じ
こ
と
を
す
る
の
を
磯
し
た
も
の
で
あ

⑫
。

る

と
あ
る
よ
う
に
、
金
魚
の
飼
育
は
ど
の
家
で
も
見
ら
れ
、

普
及
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

非
常
に
広
く

（
三
）
小
鳥

小
鳥
の
飼
育
も
、
北
京
の
人
々
の
間
に
広
く
普
及
し
て
い
た
。
道
光

年
間
の
様
子
を
述
べ
る
『
赴
燕
日
記
』
、
主
見
諸
事
、
禽
畜
の
条
に
、

か
の
人
[
中
国
人
]
の
風
習
と
し
て
は
ヽ
最
も
声
色
を
貴
ぷ
o

家
々

の
軒
端
に
は
、
み
な
鳥
籠
が
か
か
っ
て
お
り
、
格
別
珍
し
い
鳥
を

翌

愛
玩
用
と
し
て
飼
わ
な
い
家
は
な
し

と
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
家
の
軒
先
に
は
鳥
籠
が
吊
さ
れ
、
小
鳥
が
飼

育
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
売
買
さ
れ
る
場
所
は
、
同
書
同
条
に
、

百
舌
鳥
な
る
者
は
、
・
・
・
売
り
買
い
さ
れ
る
。
隆
福
寺
に
は
鳥
獣

⑳
。

の
市
が
あ
る

と
あ
る
よ
う
に
、
隆
福
寺
の
縁
日
に
立
つ
鳥
獣
市
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
隆
福
寺
の
近
く
に
は
、
常
設
店
舗
と
し
て
の
小
鳥
屋
が

あ
っ
た
。
金
景
善
の
『
燕
戟
直
指
』
巻
三
、
彩
鳥
舗
記
に
、

花
草
舗
よ
り
転
じ
て
彩
鳥
舗
に
向
か
う
。
そ
こ
は
す
な
わ
ち
色
々

⑮
。

な
彩
鳥
を
飼
育
し
、
需
要
に
応
じ
て
売
る
所
で
あ
る

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
づ
け
て
、

店
内
の
周
囲
に
は
、
鉄
線
で
で
き
た
小
さ
な
籠
が
か
け
て
あ
る
。⑳

。

籠
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
羽
の
鳥
、
あ
る
い
は
雌
雄
の
二
羽
が
い
る

と
あ
っ
て
、
店
内
に
は
沢
山
の
鳥
籠
が
吊
さ
れ
、
一
羽
も
し
く
は
つ
が

い
の
二
羽
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
次
に
、

鳥
は
み
な
、
羽
根
を
美
し
く
彩
っ
て
お
り
、
ま
ば
ゆ
く
輝
く
様
子

は
、
絵
の
中
の
よ
う
で
あ
る
。
見
た
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
ま
た
我

が
国
に
い
る
鳥
か
も
し
れ
な
い
が
、
名
前
を
知
ら
な
い
も
の
も
多

い
。
籠
の
中
に
は
、
い
ず
れ
も
小
さ
な
皿
か
銅
器
か
瀬
戸
物
を
置

い
て
、
水
を
貯
え
て
お
り
、
ま
た
粟
の
穂
を
か
け
て
い
る
。
お
そ

⑰
。

ら
く
そ
れ
[
鳥
]
が
飲
み
啄
む
た
め
で
あ
ろ
う

と
あ
っ
て
、
色
鮮
や
か
な
鳥
が
入
れ
ら
れ
た
籠
の
中
に
は
、
飲
み
水
を

人
れ
る
た
め
の
器
と
、
啄
む
た
め
の
粟
の
穂
が
置
か
れ
て
い
た
。
た
だ

し
、
す
べ
て
の
鳥
が
籠
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
づ
け

て、

た
だ
魏
鵡
だ
け
は
籠
に
入
れ
な
い
。
條
座
の
鉄
の
網
は
、
白
銅
の

大
き
な
輪
で
貫
か
れ
て
お
り
、
両
方
の
端
に
か
か
っ
て
い
る
。
ま

た
、
連
な
っ
た
輪
の
細
い
鉄
線
の
一
方
は
そ
の
足
に
つ
な
げ
、
も

う
一
方
は
鉄
の
網
に
つ
な
げ
て
あ
る
。
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
小
さ
な

銅
製
の
皿
を
置
き
、
一
っ
に
は
水
、
一
っ
に
は
粟
[
が
入
れ
て
あ
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⑳
。

る
]

と
あ
っ
て
、
鶏
鵡
だ
け
は
籠
に
入
れ
ず
、
鉄
棒
に
つ
な
い
で
客
に
見
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
鳩

北
京
の
人
々
は
、
鳥
の
中
で
も
特
に
鳩
の
飼
育
を
好
ん
だ
。
王
士
禎

の
『
居
易
録
』
巻
二
に
、

都
の
花
児
市
で
、
黄
色
い
鳩
二
羽
を
売
っ
て
い
た
。
羽
毛
が
黄
金

色
で
、
値
段
を
聞
い
て
み
る
と
、
は
な
は
だ
高
か
っ
た
云
々
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鳩
市
が
清
初
以
来
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
そ
の
存
在
は
、
清
末
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
『
燕
京
歳
時
記
』

正
月
、
花
児
市
の
条
に
、

フ

ワ

ル

シ

チ

ョ

ン

ウ

ェ

ン

メ

ン

花
児
市
は
崇
文
門
の
外
か
ら
東
に
あ
る
。
・
・
・
花
の
市
の
外
に
は

は

と

い

ち

ょ

こ

ま

ち

ま
た
鳩
市
が
あ
る
。
そ
れ
は
市
陣
の
北
の
小
巷
内
に
あ
る
の
で
あ

ゃ

と
あ
り
、
ま
た
同
書
正
月
、
土
地
廟
の
条
に
は
、

ト
ウ
デ
イ
・
‘
ャ
＊
シ
ュ
ア
ン
ウ
メ
ン

土
地
廟
は
宣
武
門
外
の
土
地
廟
斜
街
の
路
の
西
側
に
あ
る
。

．．．
 

市
は
高
価
な
品
物
は
な
い
が
、
た
だ
花
屋
と
鳩
市
と
は
や
や
見
る

⑳
。

べ
き
も
の
で
あ
る

と
あ
っ
て
、
鳩
市
が
崇
文
門
外
や
宣
武
門
外
に
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
市
で
買
い
求
め
ら
れ
た
鳩
は
、

R。

鳩
や
鵠
は
、
ま
た
食
料
と
な
る
。
家
々
に
こ
れ
を
養
っ
て
い
る

と
あ
る
よ
う
に
（
『
赴
燕
日
記
』
主
見
諸
事
、
禽
畜
の
条
）
、
食
用
に
さ

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
般
的
に
は
愛
玩
用
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

今
世
紀
初
頭
に
北
京
を
訪
れ
た
船
津
輸
助
の
『
燕
京
佳
信
』
第
八
信

（
明
治
三
十
五
年
[
光
緒
二
＋
八
年
ヽ
一
九

O
二
年
]
+
月
十
二
日
)

こ‘

北
京
の
豪
家
鵠
を
養
ひ
其
足
に
竹
に
て
作
り
し
小
笛
を
し
ば
り
、

朝
早
く
よ
り
天
気
よ
き
時
は
空
中
に
放
つ
。
数
十
羽
群
を
為
し
其

笛
空
気
に
触
れ
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
と
朗
な
る
声
を
為
す
。
中
々
お
も

し
ろ
き
も
の
に
候
。
朝
、
目
が
さ
め
し
時
耳
に
入
る
は
ま
づ
此
の

鵠
笛
と
酪
詑
の
リ
ン
（
鈴
）
に
蜘
゜

と
あ
る
よ
う
に
、
朝
に
沢
山
の
鳩
が
外
に
放
た
れ
、
足
に
つ
け
ら
れ
た

鳩
笛
の
音
が
、
北
京
の
街
に
響
き
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
鳩

の
飼
育
が
盛
ん
と
な
る
に
と
も
な
い
、
実
に
多
品
種
の
鳩
が
飼
育
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
燕
京
歳
時
記
』
正
月
、
花
児
市
の
条
に
、

け
だ
し
京
師
で
は
好
ん
で
鳩
を
飼
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
鳩
の
種

類
は
き
わ
め
て
多
い
。
そ
の
普
通
の
も
の
に
は
点
子
、
玉
翅
、
鳳

そ
う

頭
白
、
両
頭
烏
、
小
灰
宅
児
、
紫
醤
、
雪
花
、
銀
尾
子
、
四
塊
玉
、

喜
鵠
花
、
眼
頭
、
花
辟
子
、
道
士
帽
、
倒
挿
児
、
な
ど
の
名
目
が

し

ろ

し

あ
り
、
そ
の
珍
貴
な
る
も
の
に
は
短
嘴
鷺
、
鶯
白
、
烏
牛
、
鉄
牛
、

青
毛
鶴
、
秀
蝙
眼
、
灰
七
星
、
亮
背
、
銅
背
、
麻
背
、
銀
榜
、
麒
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ら

ん

お

お

し

り
ん麟

斑
、
躍
雲
盤
、
藍
盤
、
魏
嘴
白
、
魏
嘴
点
子
、
紫
烏
、
紫
点
子
、

⑬
。

紫
玉
翅
、
烏
頭
、
鉄
翅
、
玉
環
な
ど
の
名
目
が
あ
る

と
あ
り
、
全
体
お
よ
び
各
部
分
の
色
や
模
様
の
違
い
に
よ
っ
て
、
非
常

に
細
か
い
分
類
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
を
つ
け
て
飼
育
を
楽
し
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
鳩
を
中
心
と
す
る
鳥
類
の
飼
育
を
描
い
た
の
が
、
図
2

で
あ
る
。
鳥
籠
を
持
っ
た
数
人
が
、
大
空
に
鳩
な
ど
の
鳥
を
放
ち
、
お

互
い
に
話
を
し
な
が
ら
集
ま
っ
て
い
る
。
鳥
を
仲
立
ち
と
し
て
、
人
々

の
交
流
が
は
か
ら
れ
、
趣
味
を
同
じ
く
す
る
集
団
が
形
成
さ
れ
る
様
子

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

（

五

）

猫

お

よ

び

犬

．

猫
や
犬
も
、
明
清
時
代
の
北
京
で
盛
ん
に
飼
わ
れ
て
い
た
。
明
の
宮

廷
に
お
い
て
も
猫
や
犬
を
愛
玩
し
、
飼
育
し
て
い
た
が
、
そ
の
趣
味
は

少
し
変
わ
っ
て
い
た
。
明
・
沈
徳
符
の
『
ガ
暦
野
獲
編
』
補
遺
巻
一
、

内
廷
象
畜
の
条
に
は
、

ま
た
猫
の
性
質
と
し
て
、
最
も
跳
燥
を
喜
ぶ
。
宮
中
で
、
天
子
の

世
継
ぎ
が
初
め
て
生
ま
れ
、
ま
だ
大
き
く
な
い
と
き
‘
[
猫
と
]

ひ
そ
か
に
逢
っ
て
争
い
、
お
互
い
に
誘
い
あ
っ
て
吠
え
ら
れ
る
と

い
う
目
に
あ
う
。
往
々
に
し
て
、
驚
い
て
ひ
き
つ
け
を
お
こ
し
、

病
気
と
な
っ
て
し
ま
う
。
・
。
。
ま
た
、
か
つ
て
宦
官
の
家
で
飼
わ

れ
る
去
勢
猫
を
見
た
が
、
そ
の
高
く
て
大
き
い
も
の
は
尋
常
の
犬

を
越
え
て
い
る
。
そ
し
て
犬
は
ま
た
、
小
さ
い
種
類
を
貴
ぶ
。
そ

の
最
も
小
さ
い
も
の
は
、
波
斯
金
線
の
属
の
よ
う
で
あ
り
、
か
え
っ

て
猫
の
数
倍
も
小
さ
い
。
つ
ね
に
包
み
入
れ
、
袖
の
中
に
置
き
、

呼
ん
で
や
る
と
す
ぐ
に
自
分
か
ら
出
て
く
る
。
よ
く
人
の
思
い
に

し
た
が
う
。
声
は
は
な
は
だ
雄
々
し
く
、
股
々
と
し
て
豹
の
よ
う

で
あ
る
。

と
あ
っ
て
、
宮
廷
で
飼
わ
れ
る
猫
や
犬
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
よ
く
跳
び
は
ね
る
た
め
に
、
幼
い
皇
太
子
を
驚
か
せ
て
病
気
に

し
て
し
ま
う
猫
、
普
通
の
飼
い
犬
よ
り
も
体
長
が
大
き
い
去
勢
猫
、
そ

の
逆
に
、
袖
の
中
に
入
る
ほ
ど
で
、
猫
よ
り
も
小
さ
な
犬
と
い
っ
た
動

物
が
、
宮
廷
内
で
人
気
を
博
し
て
い
た
。
同
様
の
趣
味
は
、
次
の
よ
う

に
明
・
謝
肇
淵
の
『
五
雑
組
』
巻
九
に
も
見
ら
れ
る
。

都
の
内
寺
や
貴
戚
で
は
、
猫
を
蓄
え
て
い
る
。
そ
れ
は
白
く
て
、

丸
々
と
太
り
、
数
十
斤
を
こ
え
て
い
る
。
鼠
を
捕
ら
え
ず
、
た
だ

人
に
馴
れ
親
し
い
だ
け
で
あ
る
。
犬
を
蓄
え
れ
ば
す
な
わ
ち
、
金

色
の
毛
で
足
が
短
い
も
の
を
も
と
め
る
。
地
面
で
よ
ろ
め
き
、
お

そ
ら
く
猫
を
兄
と
し
て
つ
か
え
て
い
る
。
盗
っ
人
に
も
吠
え
な
い
。

こ
れ
も
ま
た
、
物
の
常
に
反
し
て
妖
し
い
者
で
あ
る
。

鼠
を
捕
ら
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
丸
々
と
太
っ
た
猫
や
、
金
色
の
毛
で
足
が

短
く
、
盗
っ
人
を
見
て
も
吠
え
な
い
犬
が
、
好
ん
で
飼
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
動
物
は
、
実
用
的
に
は
全
く
意
味
が
な
く
、
た
だ
愛
玩
の

目
的
で
の
み
飼
育
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
清
代
に
お
い
て
も
、
同
じ
傾
向
が
つ
づ
い
た
。
あ
る
朝
鮮
使

節
が
著
し
た
、
嘉
慶
年
間
の
『
前
山
紀
程
』
巻
五
、
畜
物
の
条
に
は
、

犬
に
は
あ
る
い
は
大
き
な
も
の
が
い
る
が
、
そ
れ
は
駒
の
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
は
な
は
だ
小
さ
い
も
の
は
、
猫
の
よ
う
に
人
の
坑
上

に
と
ど
ま
り
、
女
人
は
あ
る
い
は
懐
の
中
に
抱
く
。
東
人
は
名
づ

け
て
勃
々
と
い
う
。
ま
た
別
に
豪
博
の
種
が
あ
る
が
、
性
格
は
は

な
は
だ
猜
悴
で
あ
る
。
ゆ
え
に
鉄
の
鎖
で
そ
の
う
な
じ
を
つ
な
ぎ
、

そ
の
う
え
木
椎
の
両
端
を
貫
い
て
、
あ
ご
の
下
に
垂
ら
し
、
こ
れ

を
制
御
し
て
い
る
。
し
か
し
初
対
面
の
客
を
見
る
と
、
た
ち
ま
ち

⑭
。

跳
び
出
て
み
だ
り
に
吠
え
、
必
ず
醤
ろ
う
と
す
る

と
あ
る
。
小
馬
の
よ
う
に
大
き
な
犬
、
猫
の
よ
う
に
小
さ
な
犬
、
大
変

檸
猛
で
人
に
か
み
つ
こ
う
と
す
る
犬
の
三
例
を
、
代
表
と
し
て
上
げ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
大
き
な
犬
と
檸
猛
な
犬
は
、
同
一
の
も
の
を

指
す
よ
う
で
あ
る
。
『
燕
輯
直
指
』
巻
六
に
は
、

犬
に
は
多
く
の
種
が
あ
る
。
郡
羅
館
で
飼
っ
て
い
る
の
は
、
は
な

は
だ
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
聞
け
ば
、
人
を
か
む
こ
と
虎
の
ご
と

き
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
い
に
し
え
の
旅
癸
の
類
で
あ
ろ
う
。
そ

の
蒙
古
よ
り
出
る
も
の
は
、
ま
た
荒
々
し
く
て
強
く
、
御
し
が
た
い
。

⑮
。

鉄
の
鎖
で
そ
の
首
を
繋
ぎ
、
門
を
守
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る

と
あ
っ
て
、
那
羅
館
（
訪
清
ロ
シ
ア
人
が
滞
在
す
る
ロ
シ
ア
館
）
で
飼

育
さ
れ
て
い
る
犬
は
、
体
長
が
大
き
く
か
つ
猜
猛
で
、
鉄
鎖
で
つ
な
い

で
お
か
な
い
と
、
す
ぐ
人
に
か
み
つ
く
よ
う
な
性
格
で
、
番
犬
と
し
て
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四

む

す

び

使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
実
用
的
な
番
犬
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
飼
い
主
が
か
わ
い
が
る
と
い
う
前
提
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
も
広
い
意
味
で
の
愛
玩
動
物
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

猫
に
関
し
て
は
、
『
赴
燕
日
記
』
主
見
諸
事
の
条
に
、

猫
に
は
、
黒
色
・
白
色
・
黄
色
・
ま
だ
ら
色
と
、
多
く
の
色
が
あ

る
。
家
々
に
こ
れ
を
養
う
が
、
い
ま
だ
特
別
異
な
っ
た
種
類
の
も

R
 

の
は
い
な
い
。

と
あ
る
。
あ
る
い
は
『
燕
輯
直
指
』
巻
六
に
は
、

猫
は
我
が
国
[
朝
鮮
国
]
の
よ
う
で
あ
る
が
、
往
々
異
な
る
種
が

い
る
。
毛
が
厚
く
、
狐
格
の
蒼
褐
色
の
ご
と
き
も
の
も
あ
り
、
こ

9
。

れ
を
撫
で
て
か
わ
い
が
っ
て
も
、
人
を
恐
れ
な
し

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
猫
が
お
り
、
多
く
の
家
で
飼
わ

れ
、
人
に
な
つ
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

特
に
、
大
き
い
猫
と
小
さ
い
犬
は
、
乾
隆
時
代
に
は
す
で
に
、
北
京

の
特
産
品
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
『
欽
定
日
下
旧
聞
考
』
巻
百
五

+
、
物
産
に
引
く
『
燕
京
賦
注
』
に
、

波
斯
猫
の
極
め
て
大
な
る
も
の
、
彿
森
狗
の
極
め
て
小
さ
き
も
の

は
、
い
ま
都
の
土
産
と
な
っ
て
い
る
。

と
あ
る
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
れ
は
ペ
ル
シ
ア
猫
と
チ
ン
で
あ
っ
た
。

以
上
、
明
清
時
代
の
北
京
に
お
け
る
愛
玩
動
物
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
が
、
人
々
は
動
物
の
形
・
色
・
模
様
な
ど
に
よ
り
、
非
常
に
細
か
く

分
類
し
、
た
く
さ
ん
の
品
種
を
作
り
出
す
と
い
う
気
質
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
典
型
は
、
こ
お
ろ
ぎ
・
金
魚
・
鳩
な
ど
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

飼
い
主
が
少
し
の
相
違
に
こ
だ
わ
っ
て
珍
種
の
所
有
を
競
っ
た
。
そ
う

な
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
動
物
の
飼
育
が
一
般
化
・
大
衆
化
し
て

い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
他
人
と
は
違
っ
た
珍

種

を

求

め

た

の

で

あ

る

。

'

ま
た
、
都
市
に
お
い
て
飼
育
す
る
と
い
う
関
係
上
、
動
物
の
お
か
れ

た
環
境
も
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
。
『
五
雑
組
』
巻
二
に
は

都
の
住
宅
は
す
で
に
狭
く
て
余
地
が
な
い
。
市
上
に
も
ま
た
糞
識

が
多
く
、
都
お
よ
び
四
方
の
人
が
沢
山
い
り
ま
じ
っ
て
住
ん
で
い

る
。
ま
た
蝿
や
訥
が
多
く
、
炎
暑
が
め
ぐ
っ
て
く
る
ご
と
に
、
い

く
ば
く
も
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
や
森
雨
が
つ

づ
け
ば
、
た
ち
ま
ち
水
浸
し
に
な
る
心
配
が
あ
る
。
ゆ
え
に
伝
染

病
や
流
行
病
は
と
も
に
な
お
絶
え
な
い
。
養
生
す
る
者
は
た
だ
静

か
に
座
し
、
時
を
選
ん
で
外
出
し
て
い
る
。

と
あ
っ
て
、
明
末
の
北
京
に
お
い
て
、
人
々
の
住
居
は
き
わ
め
て
狭
く
、

衛
生
的
に
も
劣
悪
で
、
困
難
な
住
環
境
の
中
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
清
代
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
然
と
隔

絶
さ
れ
、
か
つ
不
衛
生
な
住
環
境
の
中
で
、
生
活
に
う
る
お
い
を
与
え

る
も
の
と
し
て
人
々
が
手
近
に
入
手
で
き
た
の
が
動
物
で
あ
っ
た
。
し
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か
し
、
生
活
空
間
は
限
ら
れ
て
お
り
、
広
い
庭
を
所
有
で
き
な
い
庶
民

に
と
っ
て
、
比
較
的
容
易
に
飼
育
で
き
た
の
は
小
型
動
物
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
虫
・
金
魚
・
鳥
・
猫
・
犬
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
当
然
で
は
あ
る

が
、
虫
は
陶
器
や
籠
で
、
金
魚
は
鉢
で
、
鳥
は
鳥
籠
で
飼
わ
れ
、
動
物

の
お
か
れ
た
環
境
は
、
極
め
て
人
工
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ

ら
に
、
環
境
だ
け
で
な
く
、
動
物
自
身
も
人
工
的
な
も
の
、
あ
る
い
は

自
然
に
は
あ
り
え
な
い
姿
に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
愛
玩
用
の
た
め
、

実
用
的
に
全
く
意
味
の
な
い
犬
や
猫
を
作
り
出
し
、
珍
重
す
る
と
い
う

態
度
が
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
動
物
を
飼
育
す
る
人
間
も
、
そ
の
性
格
を
変
え
て

い
っ
た
。
『
旧
京
瑣
記
』
巻
一
に
、

貴
家
の
子
弟
は
、
馬
を
馳
せ
て
弓
矢
を
試
み
、
鷹
を
調
え
て
犬
を

放
ち
、
尚
武
の
気
風
を
失
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
養
魚
・
闘
蝉
・

走
票
・
糾
賭
に
至
っ
て
は
、
気
風
は
劣
っ
て
い
る
。
別
に
、
盛
り

場
の
遊
び
仲
間
が
お
り
、
籠
を
ひ
っ
さ
げ
て
鳥
を
と
り
こ
と
し
た

り
、
石
や
弾
を
投
げ
う
っ
た
り
す
る
こ
と
を
日
課
と
し
て
い
る
。

鳥
に
は
紅
殿
売
・
藍
殿
売
・
鵠
鵡
の
類
が
あ
り
、
調
護
珍
惜
し
て

い
る
o

[
人
々
は
彼
ら
を
]
鳥
奴
と
呼
ん
で
い
る
。

と
あ
り
、
満
洲
貴
族
が
中
国
化
し
都
市
化
す
る
の
に
と
も
な
い
、
風
俗

が
惰
弱
に
流
れ
て
い
く
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
の
憂
う
べ
き
例
と
し

て
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
金
魚
•
こ
お
ろ
ぎ
・
小
鳥
の
飼
育
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
漢
民
族
も
、
日
常
的
に
愛
玩
動
物
に
親
し
ん
で
い
た
の
で
あ

り
、
民
族
の
違
い
を
問
わ
ず
、
動
物
の
飼
育
が
盛
ん
で
あ
っ
た
当
時
の

北
京
の
風
俗
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

さ
ら
に
北
京
の
人
々
は
、
動
物
と
植
物
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
両
者
の
も
つ
美
し
さ
が
倍
加
さ
れ
る
と
考
え
た
。
例
え
ば
金

魚
と
石
梱
．
灰
竹
桃
と
を
並
べ
て
鑑
賞
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
り
、
ま

た
次
の
よ
う
に
、
鳥
と
花
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
あ
っ
た
。
清
末
の
人
、

震
鉤
の
『
天
随
偶
聞
』
巻
九
に
、

城
外
西
郊
の
花
見
に
つ
い
て
は
、
近
来
、
濁
園
を
も
っ
て
盛
ん
と

し
て
い
る
。
園
は
広
寧
門
外
の
小
さ
な
丘
に
あ
り
、
春
の
牡
丹
や

芍
薬
、
秋
の
菊
を
最
上
と
し
て
い
る
。
城
中
の
士
夫
は
、
く
つ
わ

を
連
ね
車
を
接
し
、
往
く
者
は
む
ら
が
り
集
ま
る
。
園
の
主
人
は
、

思
つ
に
花
に
隠
れ
た
者
で
あ
る
。
園
中
に
は
ま
た
、
珍
し
い
鳥
獣

数
頭
が
飼
わ
れ
て
い
る
。
錦
鶏
・
孔
雀
・
翠
鳥
の
属
が
花
の
間
を
飛

び
舞
っ
て
お
り
、
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
風
情
に
か
な
っ
て
い
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
牡
丹
・
芍
薬
・
菊
な
ど
の
花
だ
け
で
な
く
、
錦
鶏
・

孔
雀
．
翠
鳥
な
ど
の
珍
し
い
鳥
が
飼
育
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
風
変

わ
っ
た
趣
が
か
も
し
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
自
然
の
中

で
、
鳥
と
花
と
を
楽
し
む
と
い
う
態
度
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
明
清
時
代
の
北
京
に
は
、
愛
玩
動
物
に
関
す

る
文
化
が
高
い
成
熟
度
で
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
広
い
範
囲
に
普
及

し
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
を
創
造
す
る
と
と
も
に
、
享
受
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
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注
①
矢
沢
利
彦
訳
『
チ
ナ
帝
国
誌
』
（
大
航
海
時
代
叢
書
第

n期
9

『
中
国
キ

リ
ス
ト
教
布
教
史
2
」
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
第
一
章
、
こ
の
国
の

概
観
の
条
、
二
六
八
頁
。

②
花
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
明
清
時
代
北
京
の
花
丼
文
化
」
（
『
史
泉
』
第
八

一
号
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。
動
物
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
ま
と
ま
っ

た
研
究
は
見
ら
れ
ず
、
次
の
よ
う
な
素
描
的
報
告
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
劉

少
博
「
老
北
京
人
養
鳥
和
闘
蝶
蝉
的
嗜
好
」
（
『
燕
都
』
一
九
八
五
年
第
三
期
）
、

翁
偶
虹
「
養
鳥
老
北
京
人
的
生
活
芸
術
之
一
上
・
中
・
下
」
（
同
、
一

九
八
七
年
第
一
・
ニ
・
三
期
）
、
同
「
消
夏
拾
趣
老
北
京
人
的
生
活
芸
術

之
二
」
（
同
、
一
九
八
七
年
第
四
期
）
、
同
「
冬
日
話
秋
虫
老
北
京
人
生
活

芸
術
之
三
」
（
同
、
一
九
八
七
年
第
六
期
）
、
石
志
廉
「
北
京
金
魚
業
」
（
同
、

一
九
八
八
年
第
五
期
）
。

③
た
と
え
ば
蘇
州
・
杭
州
・
南
京
の
都
市
生
活
に
つ
い
て
、
顧
禄
『
清
嘉
録
I

田
汝
成
『
西
湖
湘
覧
志
余
』
、
藩
宗
鼎
『
金
陵
歳
時
記
』
な
ど
に
、
花
丼
文

化
・
動
物
文
化
を
示
す
史
料
が
散
見
す
る
。

④
陳
涙
子
輯
、
伊
欽
恒
校
注
『
花
鏡
』
（
農
業
出
版
社
、
北
京
、

年
）
、
四
0
三
頁
。

⑤
同
書
、
四
二
五
頁
。

⑥
同
書
、
四
三
八
頁
。

⑦
敦
崇
、
小
野
勝
年
訳
「
燕
京
歳
時
記
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、

年
）
、
五

0
頁。

一
九
六
七

一
九
六

⑧
同
書
、
五
六
頁
。

⑨
同
書
、
一

0
1
-
1
0
二
頁
。

⑩
同
書
、
九
九
s
1
0
0頁。

⑪
同
書
‘
―
二
三
頁
。

⑫
同
書
、
一
三
五
頁
。

⑬
同
書
、
一
五
二
頁
。

⑭
同
書
、
一
七
七

S
一
七
八
頁
。

⑮
同
書
、
一
九
六
頁
。

⑯
同
書
、
二

0
三
S
二
0
四
頁
。

⑰
同
書
、
二
三
四

S
二
三
五
頁
。

⑱
同
書
、
一
五
二
頁
。

⑲
同
書
、
一
九
六
頁
。

⑳
『
燕
輯
直
指
』
（
民
族
文
化
推
進
会
『
燕
行
録
選
集
』
第
十
輯
、

一
九
七
七
年
）
巻
四
、
金
魚
池
記
、
一
三
五
頁
。

⑪
注
⑦
前
掲
書
‘
―
二
三
頁
。

⑫
同
書
、
同
頁
。

⑬
『
赴
燕
日
記
』
（
民
族
文
化
推
進
会
『
燕
行
録
選
集
」
第
九
輯
、

一
九
七
七
年
）
主
見
諸
事
、
禽
畜
の
条
、
一
三
七
頁
。

⑭
同
書
、
同
頁
。

⑮
注
⑳
前
掲
書
、

⑳
同
書
、
同
頁
。

⑰
同
書
、
同
頁
。

⑱
同
書
、
同
頁
。

―
一
六
頁
。

ソ
ウ
ル
、

ソ
ウ
ル
、
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⑳
注
⑦
前
掲
書
、
五
六
頁
。

⑳
同
書
、
五
五
頁
。

⑪
注
⑬
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。

⑫
船
津
喜
助
編
、
小
川
博
注
『
燕
京
佳
信
、
船
津
輸
助
の
北
京
通
信
、
明
治

三
十
五
年
ー
三
十
六
年
』
（
船
津
喜
助
、
一
九
七
八
年
）
、
四
三
頁
。

⑬
注
⑦
前
掲
書
、
五
六
頁
。

⑭
『
蘭
山
紀
程
』
（
民
族
文
化
推
進
会
『
燕
行
録
選
集
』
第
八
輯
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
七
六
年
）
巻
五
、
畜
物
の
条
、
一
四
八
頁
。

⑮
『
燕
輯
直
指
』
（
民
族
文
化
推
進
会
『
燕
行
録
選
集
』
第
十
一
輯
、
ソ
ウ

ル
、
一
九
七
七
年
）
巻
六
、
留
館
別
録
、
禽
獣
の
条
、
八
六
頁
。

⑯
注
⑬
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。

⑰
注
⑮
前
掲
書
、
八
六
頁
。

（
大
阪
府
立
狭
山
高
等
学
校
教
諭

関
西
大
学
非
常
勤
講
師

、一
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