
第

九

念

E汗

銅
剣
銅
鉾
に
就
い
て

で
あ
る
か
ら
、
若
し
一
度
此
等
の
借
に
問
訊
す
れ
ば
、
直

も
に
剣
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
ら
う
さ
思
ふ
が
、
彼
は
軽
々

に
之
を
速
断
し
、
又
傍
り
に
之
を
確
信
し
た
が
縛
め
、
此

ラE

銅

剣

銅

鉾

に

就

一O

以
上
二
種
の
遺
跡
か
ら
副
葬
品
ざ
し
て
見
出
さ
れ
る
遺

物
の
研
究
が
、
銅
鉾
銅
剣
の
性
質
の
考
査
に
非
常
に
重
要

な
位
置
を
占
む
る
こ
さ
は
第
六
項
に
記
し
た
遺
品
の
貫
年

代
嗣
酬
が
殆
ん
ざ
こ
れ
等
か
ら
組
立
て
ら
れ
た
一
例
に
依
っ

て
も
明
瞭
で
あ
る
o

こ
冶
に
抗
仁
述
べ
た
部
分
子
除
い
て

此
の
件
出
遺
物
の
著
し
い
u

三
四
に
就
い
て
更
に
其
の
性
質

を
考
ヘ
て
見
た
い
。
銅
鉾
釧
創

ε共
存
す
る
遺
物
に
如
何

な
る
も
の
で
あ
る
か
は
・
潜
の
分
布
表
に
註
記
し
、
ま
た
第

第

一

貌

七
二
（
七
二
〉

奇
怪
極
ま
っ
た
謬
諭
を
千
裁
に
遺
す
じ
至
っ
た
こ
さ
は
、

彼
の
鋳
め
誠
に
惜
し
む
ぺ
き
で
あ
る
ぜ
い
は
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

し、

て

（五）

梅

原

末

治

六
項
仁
一
括
し
て
暴
げ
た
か
ら
重
ね
て
一
々
の
品
目
を
記

す
る
の
要
は
な
い
ら
た
い
記
述
の
順
序
上
中
で
最
も
多
い

の
が
銅
製
品
疋
あ
り
、
土
器
さ
鈍
器
さ
こ
れ
に
つ
ぎ
、
時

じ
玉
器
の
類
が
あ

b
、
な
ほ
出
土
の
局
部
を
同
じ
く
せ
な

レ
が
密
接
な
関
係
ゐ
り
さ
認
む
べ
き
も
の
に
石
器
の
類
を

存
す
る
こ
ご
だ
け
を
繰
返
し
て
置
か
う
。

第
一
の
銅
器
中
最
も
願
著
な
鏡
鍛
の
類
に
就
い
て
は
、

そ
れ
が
年
代
考
定
上
重
要
な
根
撲
さ
な
る
庭
か
ら
、
既
に

比
較
的
詳
細
に
英
性
質
を
論
じ
、
主
ざ
し
て
支
那
前
捜
代



の
製
作
に
係
る
も
の
な
の
を
明
に
し
た
。
從
っ
て
今
は
鏡

に
關
す
る
論
述
を
一
切
省
略
す
る
が
、
此
の
中
に
あ
る
細

紋
重
訳
鏡
ご
も
云
ふ
べ
き
一
種
特
別
な
形
式
を
有
す
る
遺

品
に
就
い
て
は
少
し
く
槻
察
す
る
の
必
要
を
干
す
る
。
同

甫
嶺
の
漏
出
例
は
長
門
濾
朝
鮮
物
病
ビ
の
二
つ
で
あ
っ
て

前
者
は
細
形
剣
ニ
ロ
、
彌
生
式
土
器
若
工
、
ε
、
又
後
者
は

狡
鋒
銅
鉾
、
細
形
銅
創
、
ク
リ
ス
形
銅
創
多
数
ご
共
存
し

た
。
此
め
種
の
鏡
は
薄
書
未
だ
支
那
本
土
か
ら
嚢
旧
例
を

聞
か
な
い
も
の
、
か
へ
っ
て
其
の
著
し
い
遺
晶
が
、
大
正

七
年
五
月
大
和
吐
田
郷
か
ら
銅
鐸
ビ
共
に
見
出
さ
れ
た
特

殊
な
型
式
で
あ
る
。
從
っ
て
吐
田
郷
遺
品
の
登
臨
に
當
り

此
の
種
鏡
に
就
い
て
種
々
の
考
察
が
試
み
ら
れ
た
が
（
一
）

常
時
は
未
だ
慶
州
の
平
物
の
登
見
以
前
だ
つ
た
の
で
、
中

に
毒
田
博
士
の
支
那
周
代
の
鏡
に
擬
す
る
説
も
拙
た
が
、

多
く
の
意
見
は
同
鏡
を
以
て
飾
鑓
邦
入
の
手
に
な
っ
た
こ

す
る
方
に
傾
き
、
私
も
亦
一
文
を
「
歴
史
地
理
し
の
銅
鐸
考

に
載
せ
て
（
二
）
文
機
の
性
質
な
ざ
か
ら
其
の
見
解
の
可
能

　
　
　
第
九
霧
　
　
研
　
究
　
　
山
脚
銅
鉾
に
就
い
て

性
の
多
い
の
を
亡
い
元
こ
ご
で
あ
り
、
高
橋
健
薗
氏
の
如

き
は
更
に
進
ん
で
、
そ
れ
を
所
謂
銅
録
文
化
の
鏡
の
上
に

表
は
れ
た
一
の
特
殊
相
ご
さ
へ
考
へ
ら
れ
た
程
で
あ
る
。

然
し
莫
の
後
鳥
居
博
士
か
ら
ニ
コ
リ
ス
ク
附
近
で
鵠
た
こ

云
ふ
類
似
の
遺
品
を
示
さ
れ
た
の
こ
、
他
方
吐
田
郷
で
俘

出
の
事
實
の
あ
る
鋼
鐸
に
關
す
る
鋳
工
合
や
成
分
等
の
調

査
の
逡
行
に
つ
れ
て
、
三
面
ら
如
上
の
見
解
に
疑
念
を
挿

み
、
さ
ら
に
慶
州
入
室
里
潰
…
跡
の
登
見
に
依
っ
て
、
該
鏡

を
以
て
製
作
地
を
内
地
に
局
限
し
、
且
つ
銅
鐸
に
の
み
特

殊
の
關
係
あ
り
こ
す
る
の
當
っ
て
み
な
か
っ
た
こ
ご
を
了

解
す
る
こ
ご
が
出
來
た
。
｝
野
宮
の
細
絞
多
寄
鏡
は
　
方

銅
鐸
に
俘
ひ
、
他
方
ま
た
今
論
究
し
つ
、
あ
る
銅
鉾
銅
創

ご
共
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
に
し
て
考
へ
る
ご
邦
人
の

手
に
成
っ
た
こ
信
ず
べ
き
多
ぐ
の
理
由
の
あ
る
右
の
鐸
や

ま
元
舶
載
品
ε
匪
別
せ
ら
る
、
大
形
の
鋸
劒
銅
鉾
等
ご
封

照
し
て
、
そ
れ
の
銅
質
が
如
何
に
も
精
良
で
あ
り
、
鋳
上

り
も
よ
く
、
印
せ
ら
れ
π
文
…
糠
の
細
密
で
あ
る
黙
等
が
著

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
七
三
　
（
　
七
三
）



　
　
　
第
．
九
巷
　

研
究
　
銅
劔
銅
鉾
に
就
い
て

し
く
眼
に
着
く
。
鏡
が
小
形
品
で
且
つ
用
途
が
蓮
っ
て
み

る
ご
は
云
へ
、
器
に
鋳
損
じ
の
痕
が
多
く
聴
部
厚
で
全
部

に
技
術
の
至
ら
な
い
戚
じ
を
與
へ
、
又
質
も
よ
く
な
い
上

記
の
二
類
ご
趣
の
違
ふ
も
の
を
以
て
同
じ
工
人
に
依
り
略

適
時
に
作
ら
れ
た
ビ
解
し
た
の
は
早
計
で
あ
っ
た
。
實
際

當
時
に
認
る
我
が
國
の
錆
鋼
術
が
該
鏡
を
作
り
得
る
程
度

に
嬉
し
た
ご
見
る
こ
ご
は
ざ
う
も
事
實
に
含
せ
な
い
機
に

思
は
れ
る
。
更
に
・
方
面
を
辮
じ
て
轡
に
私
共
の
以
て
本
邦

製
作
な
り
ε
す
る
重
要
な
根
援
こ
し
て
交
題
に
就
い
て
再

考
す
る
に
、
細
紋
の
所
謂
前
職
紋
は
銅
鐸
製
作
者
の
好
ん

で
用
ひ
た
も
の
な
の
は
確
か
な
算
賀
で
は
あ
る
が
、
同
時

に
其
の
文
襟
は
萬
族
の
銀
牌
を
は
じ
め
（
三
）
北
欧
の
青
釧

器
の
装
飾
紋
こ
し
て
豊
富
に
使
用
せ
ら
れ
て
る
る
も
の
で

（
四
）
支
那
に
も
古
く
存
す
る
事
が
近
時
資
料
の
新
出
に
依

っ
て
知
る
こ
ご
が
出
來
た
。
近
く
内
藤
搏
士
の
珍
藏
に
醒

し
た
支
那
細
土
の
銅
鍛
の
上
邊
に
、
此
の
紐
帯
絞
の
細
密

な
飾
り
が
あ
る
の
は
ま
さ
に
顯
著
な
一
例
ご
云
ふ
旧
く
、

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
七
四
　
（
　
七
四
）

其
標
式
手
法
か
ら
し
て
漢
以
前
の
製
作
と
認
め
ら
れ
る
。

故
に
軍
に
こ
の
文
様
の
み
を
以
て
本
邦
人
の
手
に
成
つ
な

ご
す
る
こ
ε
は
今
や
主
張
の
根
援
を
失
ふ
た
ご
云
っ
て
よ

い
。
云
は
ん
や
相
似
た
鏡
が
ニ
コ
ン
ス
ク
附
近
で
襲
見
せ

ら
れ
て
居
b
、
ま
た
南
鮮
に
於
い
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
從
來
の
説
は
よ
し
彷
製
支
那
鏡
に
關
す
る
私
の

臆
説
（
五
）
が
認
容
せ
ら
る
、
ビ
し
て
も
、
除
霜
麺
改
を
加
．

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
ε
な
っ
た
。
然
ら
ば
今
日
臨

の
種
鏡
の
性
質
を
如
何
に
定
む
べ
き
堪
、
あ
ら
う
か
。
こ
れ

に
は
二
つ
の
見
解
が
可
能
で
あ
る
Q
一
は
喜
田
博
士
の
早

く
提
唱
せ
ら
れ
た
、
支
那
製
作
に
係
り
、
外
様
の
特
殊
な

黙
か
ら
漢
以
前
の
逸
品
こ
す
る
説
で
，
他
は
如
上
の
逡
品

の
分
布
か
ら
す
る
ツ
ン
グ
ー
ス
系
民
衆
の
文
化
の
所
産
ご

す
る
見
方
で
あ
る
。
聞
く
虚
に
依
れ
ば
高
橋
健
自
氏
は
今

や
此
の
後
者
の
見
聞
を
採
ら
れ
て
み
る
ε
云
ふ
。
前
項
に

記
し
た
如
く
北
東
亜
細
亜
の
史
前
遺
物
に
就
い
て
殆
ん
ご

知
る
慮
の
な
い
私
に
取
っ
て
は
如
上
の
問
題
を
論
ず
る
こ



ビ
は
固
よ
り
不
可
能
で
あ
る
が
、
從
來
幾
多
の
圖
録
に
載

せ
ら
れ
た
支
那
の
鏡
鑑
に
未
だ
同
種
の
鏡
を
見
ず
、
ま
た

私
共
の
囑
目
し
た
支
那
古
鏡
の
管
物
や
拓
本
に
も
嘗
て
其

例
に
接
し
た
こ
ご
の
な
い
事
實
は
、
他
方
近
時
鳥
居
博
士

ゆの
大
い
に
差
せ
ら
れ
て
る
る
（
六
）
古
い
ス
キ
タ
イ
の
文
化

が
兆
方
の
経
路
に
よ
っ
て
満
蒙
韓
土
島
に
達
し
た
こ
す
る

興
昧
あ
る
見
解
ご
共
に
、
後
説
が
前
者
に
比
し
て
一
見
實

ら
さ
し
の
多
い
の
を
思
は
し
め
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た

銅
鉾
。
銅
製
、
銅
鐸
ご
該
遺
物
ご
の
交
渉
の
槻
察
に
新
生

面
を
開
く
も
の
こ
も
解
せ
ら
れ
る
。
然
し
支
那
は
考
古
二

上
に
は
ま
だ
殆
ん
ざ
全
く
鎖
さ
れ
た
國
土
で
あ
る
。
藩
録

に
な
い
事
物
の
故
を
以
て
直
ち
に
其
眞
の
存
在
を
否
定
す

る
が
如
き
は
當
ら
な
い
。
私
は
日
鮮
の
地
理
的
位
置
よ
り

し
、
ま
た
該
鏡
の
示
す
成
分
の
純
然
把
る
自
銅
な
る
事
實

に
鑑
．
み
て
其
の
母
型
を
支
那
内
地
に
見
出
す
の
日
の
來
る

べ
き
可
能
性
の
多
い
の
を
私
か
に
考
ふ
る
も
の
で
あ
る
。

此
め
黙
に
於
い
て
今
や
喜
田
博
士
の
高
説
を
傾
湿
す
る
一

　
　
　
第
九
巻
　
研
究
　
銅
剣
銅
鉾
に
就
い
て

人
に
外
な
ら
な
い
が
た
い
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
前
漢
以
払
剛

の
形
式
ご
断
ず
る
こ
ご
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
上
記
遺
物

の
出
π
遺
跡
の
年
代
は
早
く
も
西
暦
前
一
世
紀
を
遡
ら
ざ

る
こ
ご
既
に
記
し
た
如
く
で
あ
る
。
三
代
以
前
の
鏡
に
就

い
て
は
從
來
一
切
の
著
録
に
古
す
る
腱
な
く
、
・
ま
た
實
物

も
近
く
關
野
博
士
の
將
來
せ
ら
れ
た
そ
れ
ε
蒸
す
る
二
個

を
（
七
）
除
い
て
は
他
に
類
例
を
聞
か
な
い
。
博
士
は
饗
に
此

の
二
個
の
遺
品
を
以
て
上
代
の
鏡
ビ
す
る
高
見
を
考
古
學
・

會
で
獲
表
せ
ら
れ
た
が
（
入
）
、
吾
人
の
謡
物
に
就
い
て
の
槻

察
は
、
所
謂
面
に
鍍
金
の
痕
が
あ
っ
て
、
形
の
災
難
ご
併

せ
考
へ
果
し
て
古
鏡
ご
す
べ
き
や
否
や
の
根
本
の
疑
問
を

消
し
難
い
の
で
あ
る
。
事
情
か
く
の
如
き
を
以
て
細
紋
鏡
，

を
以
て
周
代
の
古
鏡
ご
す
る
に
は
考
古
學
上
か
ら
充
分
の

考
察
を
加
へ
て
後
決
す
べ
く
、
輩
に
從
來
に
な
い
形
式
の

故
を
以
て
速
断
す
る
の
は
、
例
へ
そ
れ
が
當
つ
だ
ε
し
て

も
軍
に
偶
然
の
階
合
で
あ
っ
て
、
眞
の
硯
究
の
上
か
ら
は

儂
値
の
少
い
も
の
こ
云
ふ
外
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
七
五
　
（
　
七
五
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
・

　
さ
て
再
出
鏡
以
外
の
銅

器
を
蓮
じ
て
吾
々
の
注
意

ヒ
上
る
の
は
、
其
の
器
形

に
於
い
て
馬
．
鐸
の
如
き
も

の
も
あ
る
が
普
萢
の
銅
器

ご
頗
る
違
っ
た
類
の
少
く

な
い
事
實
で
あ
る
。
彼
の

魚
形
銅
器
や
、
角
形
銅
器

輸
粒
形
銅
器
な
ざ
は
、
再

思
ご
早
り
に
名
づ
け
ら
れ

た
入
室
里
出
土
の
銅
鈴
や

（
第
七
圖
の
一
）
さ
て
は
乙

字
形
の
中
塞
銅
製
品
ご
共

や

に
此
の
種
の
著
し
い
も
の

で
な
ほ
自
除
の
壼
其
他
の

　
　
　
　
　
　
　

容
器
に
就
い
て
見
る
も
、

鋳
造
な
ざ
の
貼
に
於
い
て

　
　
　
　
　
　
　
『
冨
陣
．
－
一

町
劒
銅
鉾
に
就
い
て

9

第
一
號

講
，

怖￥

　
　
ら

　
：
　
f
’
逼
暫
・
F

購　
騰
轡
臨

圓卜書種二器銅見糞里山入

・
七
山
ハ
　
（
　
七
山
ハ
）

や
や
特
異
の
威
を
興
ふ
る

も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
そ

も
そ
も
如
何
な
る
理
由
に

依
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

封
馬
の
白
岳
か
ら
出
た
異

形
な
角
樽
の
小
銅
器
（
八
）
’

を
見
る
時
に
、
私
共
は
封

岸
の
金
海
貝
塚
や
ま
た
梁

山
貝
塚
等
に
於
い
て
無
歎
　

に
潮
見
す
る
鹿
角
に
加
工

し
た
角
形
の
刀
子
柄
（
九
）

を
連
想
す
る
の
念
を
禁
じ

難
い
の
で
あ
り
、
ま
た
同

じ
腱
か
ら
出
た
輪
鐙
形
銅

製
品
に
於
い
て
は
人
は
我

が
古
式
墳
墓
に
見
る
所
謂

鍬
形
石
の
原
型
を
写
す
貝
．



殻
製
の
装
飾
品
（
一
〇
）
ビ

の
形
の
上
の
・
一
致
を
ば

直
ち
に
氣
付
く
で
あ
ら

う
。
器
の
示
す
手
法
の

貼
に
就
て
も
，
卒
安
南

道
大
同
郡
東
大
院
里
許

山
出
土
の
耳
付
筒
形
銅

器
や
、
樹
齢
の
佐
鰻
登

見
の
銅
壷
Ω
一
）
の
如
き

は
其
の
鋳
造
の
拙
粗
な

露
恰
も
我
が
大
形
の
銅

鉾
や
、
流
水
紋
の
鐸
の

示
す
手
法
に
髪
髭
た
る

も
の
が
あ
り
、
特
に
許

山
出
土
の
筒
形
容
器
は

形
歪
み
型
の
合
せ
目
が
、

・
喰
ひ
違
っ
て
ゐ
■
る
威
な

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究

炉

種三品製銅見褒番白焉馬　品目第
　　　　　　　　　　　一コ繭’認1

銅
創
銅
鉾
に
就
い
て

第
一
鱗

七
七
（
七
七
）



　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
銅
劒
銅
鉾
に
就
い
て

こ
入
室
点
出
　
土
の
発
露
鎧
（
二
七
の
2
）
ご
相
似
て
、
ほ
や

同
じ
頃
の
支
那
の
製
作
ε
認
む
べ
き
大
同
強
面
第
九
號
墳

出
土
の
鼎
、
洗
、
奮
や
、
近
く
藤
田
鱈
に
依
っ
て
存
在
を
知

つ
だ
同
じ
李
壌
附
近
出
土
の
前
漢
の
永
光
三
年
の
銘
あ
る

漢
銅
器
の
精
…
良
ご
は
相
去
る
こ
ご
甚
だ
遠
い
の
で
あ
る
。

尤
も
銅
賢
愚
ご
俘
出
の
銅
製
品
中
に
は
同
じ
許
山
か
ら
出

た
筒
形
銅
器
や
、
ま
た
車
軸
の
爾
端
の
飾
り
こ
し
だ
整
露

な
作
品
が
あ
っ
て
、
支
那
前
淡
時
代
の
作
品
な
る
を
示
し

て
み
る
か
ら
、
固
よ
り
一
概
に
は
論
じ
難
い
が
、
大
膿
に

於
て
如
上
の
特
徴
は
東
亜
に
於
け
る
文
化
母
國
の
支
那
か

ら
、
こ
、
に
考
察
の
封
象
こ
し
て
み
る
銅
創
銅
鉾
に
依
っ

て
｝
部
を
代
表
す
る
銅
製
品
の
輪
入
に
射
り
影
響
の
著
し

か
っ
た
地
域
に
於
て
漸
次
民
衆
に
依
っ
て
鎗
造
せ
ら
れ
だ

結
果
ご
見
る
べ
き
解
騨
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

右
の
見
解
は
此
の
種
銅
器
俘
繊
の
遺
跡
の
分
布
が
特
に
前

漢
の
武
帝
代
に
四
郡
が
置
か
れ
引
轟
い
て
後
漢
行
平
代
ま

で
支
那
の
郡
縣
の
存
し
た
、
支
那
に
近
い
北
朝
鮮
か
ら
南

　
　
　
　
　
　
　
第
｝
號
　
　
　
七
入
　
（
　
七
入
）
　
　
　
．

鮮
、
羅
馬
を
主
ε
し
、
内
地
に
於
い
て
殆
ん
ご
見
る
な
き

の
事
實
ご
北
方
大
同
江
畔
の
遣
跡
に
於
い
て
は
如
上
の
支

那
の
受
認
銅
器
と
異
形
銅
製
品
ご
が
併
せ
薮
平
す
る
に
封

し
、
南
朝
鮮
や
樹
馬
で
は
後
者
の
色
彩
の
濃
厚
を
加
へ
て

る
る
ご
つ
の
黙
に
依
っ
て
一
驚
理
由
づ
け
ら
る
、
の
で
あ

っ
て
、
や
が
て
ま
た
そ
こ
に
銅
鉾
銅
創
の
傳
播
の
裡
路
が

窺
ひ
得
ら
れ
て
興
味
を
加
へ
る
次
第
で
あ
る
。

　
劃
馬
を
除
く
杓
地
で
鉾
創
ご
俘
出
し
た
銅
器
で
は
、
鏡

以
外
、
銅
鐸
に
限
ら
れ
て
み
る
。
此
の
銅
鐸
も
現
代
明
瞭

な
の
は
安
藝
着
港
に
於
け
る
創
ご
鐸
ご
共
存
の
一
例
の
み

で
あ
る
が
、
記
録
の
上
か
ら
す
る
ご
、
紀
伊
有
田
郡
箕
島

町
大
字
山
地
で
、
年
時
を
異
に
し
て
み
る
が
ク
ソ
ス
形
銅

創
の
類
ざ
小
形
の
鐸
ご
が
相
接
し
た
隔
靴
か
ら
援
見
し
た

ご
認
む
可
く
（
三
）
、
土
佐
國
森
村
に
於
い
て
も
鐸
鉾
鏡
ご
共

に
見
要
れ
た
こ
ご
が
越
せ
ら
れ
る
（
二
　
）
銅
鐸
は
我
が
上

代
に
於
い
て
畿
内
を
中
心
ε
す
る
地
域
に
行
は
れ
た
特
殊

の
銅
器
で
、
分
布
上
大
艘
に
於
て
銅
鉾
銅
創
ご
東
西
に
相



甥
立
す
る
も
の
。
そ
れ
が
如
上
の
地
墨
で
接
鰯
を
示
し
た

の
で
私
共
は
こ
の
共
存
の
事
實
ご
、
上
に
記
し
て
爾
者
に

ま
た
が
り
存
す
る
細
…
紋
鏡
ご
に
依
っ
て
從
來
學
黒
の
の
疑
点
…

こ
せ
ら
れ
だ
銅
鐸
の
實
年
代
推
定
に
謝
し
は
じ
め
て
考
古

學
上
立
論
の
根
引
を
見
出
し
得
た
の
を
欣
ぷ
が
（
一
四
）
な
ほ

同
時
に
、
接
醸
し
た
爾
者
の
形
式
の
考
査
ご
、
南
朝
鮮
に

於
け
る
入
室
里
の
選
球
の
示
す
事
實
か
ら
、
鐸
ε
鉾
創
ご

の
關
係
に
就
い
て
ま
た
究
め
得
る
虚
あ
る
の
を
暴
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
此
の
考
察
は
他
方
に
於
い
て
詠

出
土
器
の
性
質
ご
密
接
な
交
渉
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
帥

ち
項
を
改
め
て
土
器
を
一
瞥
し
て
其
の
瓢
を
考
へ
て
見
や

’
フ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

誰
（
一
）
喜
田
博
士
「
銅
鐸
考
旨
歴
史
地
理
三
夏
ノ
ニ
巌
縞
健
自
氏
「
伺

　
　
班
獲
堀
の
銅
鐸
及
珍
鏡
」
（
考
古
學
雑
誌
入
ノ
三
げ
同
氏
「
南
麗
城

　
　
名
書
獲
掘
の
鋼
鐸
青
銅
鏡
－
（
奈
良
縣
史
蹟
勝
地
訓
査
愈
報
告
書
、

　
　
第
六
圓
）
、
梅
原
「
大
和
殿
吐
田
郷
糞
見
の
鋼
鐸
ビ
鋼
鏡
ビ
に
就
い

　
　
て
」
（
歴
央
理
三
ニ
ノ
ニ
）
後
藤
守
一
君
「
漢
鏡
樺
様
し
（
藝
苑
一
〇
）

　
　
其
他
。

〈
二
）
上
記
「
大
和
國
唯
田
郷
資
見
の
鋼
鐸
ビ
鋼
鏡
ぜ
に
就
い
て
し
の
第

　
　
第
九
谷
　
　
研
　
究
　
　
銅
器
銅
鐸
に
就
い
て

　
　
四
項
宵
鏡
製
作
の
年
代
の
條
塗
照
。

（
三
）
諏
ゆ
騒
二
≧
3
宕
。
戸
巴
｝
俘
。
諺
話
ぎ
窪
⑳
　
ω
猛
。
ω
ア
〉
切
冨
昌

　
　
（
い
獣
冥
碍
お
8
）
の
附
圖
滲
照

（
四
）
　
寓
。
暮
。
一
ξ
2
同
）
δ
O
ず
「
9
さ
δ
σ
q
一
〇
急
漫
歩
3
韓
。
コ
尉
ε
目
§
①
一

　
誌
躍
陣
＝
．
Z
o
乙
…
b
2
房
。
｝
二
鋤
ロ
匙
　
q
昌
島
　
飽
餐
門
凪
剛
膨
翁
、
剛
（
．
躊
（
冨
養
箋
7

　
。
。
・
昏
宅
。
団
σ
q
”
お
8
）
其
他
髪
照
　
　
　
　
　
　
．

（甲

ﾂ
）
　
「
川
伍
…
一
応
幽
久
三
河
に
競
い
て
」
（
藝
、
丈
第
志
「
四
三
二
由
ハ
號
．
謬
照

（
六
）
　
聖
駕
欄
欄
即
↓
⊥
「
ス
キ
ー
ト
族
一
二
轟
式
轍
凱
に
弗
肌
て
」
ハ
人
露
出
稚
雑
菰
鱒
蝸
二

　
　
七
ノ
五
）
「
獣
形
式
…
増
様
む
ろ
釣
に
就
て
、
し
（
冑
二
一
ご
七
一
ノ
縣
ハ
）
「
↓
↓
甘
イ

　
　
古
式
短
創
に
就
て
し
（
聞
回
融
鱒
コ
ー
ノ
九
い
等
睡
μ
ス
キ
タ
イ
猛
〔
博
他
近
宙
串
の

　
　
丈
化
の
束
か
に
及
ん
だ
事
な
論
ぜ
ら
れ
六
も
の
で
あ
る
。

（
七
）
島
の
遺
品
笹
野
搏
士
に
依
り
膀
來
ぜ
ら
れ
て
大
倉
集
古
館
に
藏

　
　
し
敦
が
、
先
頃
の
陪
炭
嘱
火
で
・
失
に
れ
衷
か
亡
も
考
へ
る
〇
二
個
の
内

　
　
完
全
な
一
に
就
い
て
見
ろ
に
隷
の
高
い
鏡
糠
り
　
面
に
透
彫
の
獣

　
　
紋
た
慣
め
込
み
、
中
央
に
や
、
長
い
把
手
漏
り
も
の
為
済
し
旗
珍

　
　
ら
し
い
形
で
あ
ろ
O
（
第
九
岡
塗
照
）

（
入
）
　
大
正
十
一
年
十
　
月
寒
八
日
の
開
催
考
古
學
會
講
演
「
周
代
の

　
　
鏡
に
就
い
て
」

（
九
）
　
此
の
種
角
形
銅
製
品
ぼ
畢
安
南
甦
大
同
背
面
の
樂
浪
の
遺
跡
か

　
　
ら
も
云
誤
登
兄
ぜ
ら
れ
て
る
る
。
敏
山
田
鈷
次
那
琉
の
蒐
集
蔽
中

　
　
に
存
す
る
も
の
こ
れ
で
あ
ろ
。
（
今
認
督
府
幅
物
館
所
滅
）
、
大
同

　
　
江
衝
か
ら
ほ
鹿
角
製
の
刀
午
弼
り
獲
見
も
あ
ろ
。
ま
敦
併
ぜ
見
る

　
　
べ
き
で
あ
う
O

第
一
號

七
九
（
七
九
）



噛

認
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
銅
劒
銅
鉾
に
就
い
て

圓九第品製銅様鏡見獲那支

第
ご
號

八
○
　
（
入
○
）

（
一
〇
）
　
豊
前
國
京
都
郡
泉
村
の
嚢
二
品
（
東
京
帝
國
大
學
人
類
學
教

　
　
短
所
藏
）
ば
其
の
從
來
知
ら
れ
☆
好
例
で
濱
田
博
士
が
人
類
學
雑

　
　
誌
第
三
＋
六
型
に
載
ぜ
ら
れ
療
「
貝
輪
々
容
れ
六
素
焼
壷
」
の
騨
戸

　
　
市
夢
野
聚
見
の
も
の
も
ま
六
顯
著
な
例
ピ
す
べ
音
で
あ
る
。
此
の

　
　
種
貝
輪
ミ
鍬
形
石
の
闘
係
に
就
い
て
は
商
品
氏
の
「
考
古
學
」
大
野

　
　
雲
外
君
の
「
鍬
形
石
の
原
始
物
に
就
い
て
」
（
人
類
學
雑
誌
二
五
ノ

　
　
五
）
に
明
快
に
説
か
れ
て
あ
る
。

（
二
）
　
「
考
古
圖
集
」
第
＋
九
譜
第
一
入
一
党
謬
照
。
な
ほ
此
の
銅
器

　
　
に
就
い
て
ば
考
古
學
雑
誌
第
十
二
巻
第
二
號
に
後
藤
守
「
君
の
詳

　
　
し
い
記
載
が
あ
ろ
O

（
一
二
）
　
犬
正
｝
ユ
年
入
目
刀
ク
リ
ス
形
劒
山
ハ
ロ
三
見
の
際
地
方
鷹
の
屈
曲
貴

　
　
に
歴
ろ
。
鐸
ば
高
さ
八
寸
、
下
部
の
澗
さ
六
寸
許
の
小
形
で
あ
っ

　
　
れ
ぜ
云
ふ
。

（
＝
二
）
　
稻
毛
實
の
「
間
隙
雑
記
」
載
す
る
庭
の
、
岡
宗
泰
か
ら
同
氏
宛

　
　
の
書
翰
に
依
る
O
但
し
鐸
、
鉾
、
鏡
共
に
失
に
れ
て
、
今
ま
同
書

　
　
臆
す
る
慮
に
依
り
鐸
の
形
准
知
る
に
過
ぎ
砿
い
の
々
憾
芒
ず
る
Q

（
一
四
）
梅
原
「
銅
鐸
に
就
い
て
」
（
前
出
）
謬
照

　
銅
鉾
銅
剣
ε
土
ハ
存
す
る
土
器
の
中
で
其
の
形
の
大
き
く

且
つ
旧
著
な
琵
棺
を
構
成
す
る
甕
は
既
に
第
入
項
に
説
い



第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
9
銅
劒
銅
鉾
に
就
い
て

岡三第垂豆撒土日心見畿一橋黒

た
如
ぐ
、
何
れ
も
赤
褐
色
の
素
焼
で
、
所
謂
彌
生
式
土
器
の

系
統
に
讃
す
る
が
、
小
形
の
容
器
に
於
て
は
中
に
三
種
の

違
っ
た
質
の
も
の
、
存
在
す
る
の
を
認
め
得
る
。
一
は
右

の
甕
棺
ご
同
一
の
特
質
を
持
つ
彌
生
式
土
器
で
あ
る
が
、
．

二
は
支
那
の
漢
式
土
器
ピ
同
一
特
色
の
薄
虫
円
鼠
色
の
も
の

ま
た
其
の
三
は
俗
に
祝
部
土
器
な
る
名
稽
を
附
せ
ら
れ
て

み
る
堅
い
鼠
色
の
陶
質
器
で
あ
る
。
尤
も
三
者
の
中
で
最

も
多
い
の
は
や
は
り
彌
生
式
土
器
で
、
漢
式
土
器
の
出
土

例
は
黄
海
道
黒
橋
里
の
遺
品
を
著
し
き
も
の
こ
し
、
外
に

は
後
藤
君
の
云
ふ
羅
馬
の
佐
護
の
土
器
に
そ
れ
に
近
い
も

の
の
あ
る
の
み
に
過
ぎ
す
、
陶
質
器
ま
た
右
の
佐
護
さ
同

じ
封
馬
の
自
岳
の
こ
遺
跡
の
登
見
破
片
葎
以
て
從
來
知
ら

れ
た
す
べ
て
“
あ
る
。
（
一
）
黒
橋
里
出
土
の
膿
漏
土
器
は
今

ま
総
督
府
博
物
館
に
藏
す
る
谷
井
文
學
士
の
採
集
破
片
に

就
い
て
見
る
に
、
薄
手
の
淡
鼠
色
の
堅
い
焼
で
、
満
州
や

北
朝
鮮
の
漢
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
糠
蝦
な
同
式
品
定
全
然

手
法
を
一
に
し
為
後
者
の
陶
磁
器
も
高
橋
健
自
氏
に
從
へ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
ん
一
　
（
八
｝
）



　
　
　
第
九
凧
轡
　
　
研
　
寵
　
　
　
銅
劒
…
銅
鉾
に
就
い
て

ぱ
白
岳
の
も
の
は
關
生
州
耳
順
焚
上
品
に
類
し
た
黙
が
あ

る
ビ
云
ふ
。
（
二
）

　
次
に
小
形
の
彌
生
式
土
器
を
存
し
た
遺
跡
こ
し
て
、
從

來
知
ら
れ
た
信
士
す
べ
き
も
の
を
数
へ
る
ご

一
　
忠
漕
北
道
牙
山
郡
発
馬
面
屯
浦
言
論

一
　
慶
倫
北
道
慶
州
郡
外
黙
認
入
室
里

一
、
封
馬
跳
上
包
郡
佐
須
玖
村
大
字
佐
護
字
ク
ビ
ル

一
同
同
等
同
字
白
．
均

一
　
鍬
馬
臣
下
縣
郡
勾
配
村
大
字
高
原
字
下
ヒ
ナ
タ
萢
跡

一
　
筑
前
國
糸
島
郡
恰
土
村
大
宇
三
雲

一
　
同
　
糸
島
郡
麗
吉
の
三
跡

嚇
　
同
筑
紫
郡
春
日
村
大
字
須
玖
字
岡
本
、
吉
村
源
次
郎
氏
宅

一
　
同
郡
同
大
宇
字
蜀
本
聚
落
の
北

U
　
豊
前
國
宇
佐
郡
長
洲
鴨
大
宇
金
屋
廟
森
塚

一
　
肥
後
國
鹿
本
郡
稻
田
村
大
字
適

温
　
長
門
國
豊
浦
郡
安
岡
村
設
宇
冨
任
宇
梶
栗
濱

一
　
安
藝
國
安
佐
郡
鵬
木
村
大
字
福
田
垂
木
ノ
宗
山

扁
　
伊
豫
國
宇
摩
郡
妻
鳥
村
東
宮
山
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
第
一
競
　
　
　
入
・
ご
　
（
施
工
）

の
十
凶
ヶ
灰
に
上
り
、
な
ほ
中
山
博
士
の
詳
細
な
調
査
に

依
っ
て
北
九
州
に
於
け
る
銅
鉾
銅
創
の
出
　
土
地
は
何
れ
も

禰
生
式
土
器
の
選
挙
ご
密
接
な
關
係
に
あ
る
こ
ざ
が
明
に

せ
ら
れ
た
（
三
）
從
っ
て
前
二
種
の
土
器
が
朝
鮮
及
び
醤
馬

の
一
部
に
限
ら
れ
た
の
に
反
し
て
著
し
く
分
布
の
範
團
を

廣
め
、
甕
棺
と
併
せ
遮
る
時
は
此
め
類
を
以
て
鉾
劒
俘
出

の
土
器
を
代
表
す
る
も
の
こ
云
ふ
て
可
い
。
こ
れ
を
出
土

の
遽
品
の
形
に
就
い
て
も
、
例
へ
ば
入
室
里
出
土
の
角
形

把
手
の
あ
る
鉢
の
如
き
は
彼
の
有
名
な
丹
後
高
石
濱
霞
土

品
や
、
r
南
鮮
の
金
海
貝
塚
登
見
の
彌
生
式
土
器
ξ
全
く
同

じ
趣
を
呈
し
、
（
京
都
一
三
大
學
考
霧
學
研
究
報
告
第
三
冊

附
録
彌
生
式
土
器
聚
成
圖
三
一
諮
式
）
、
筑
前
三
雲
逡
「
跡
の

同
一
局
部
か
ら
中
山
博
士
採
集
の
破
片
や
、
長
門
梶
栗
濱

の
壼
等
ま
た
何
れ
も
我
が
古
式
の
同
種
土
器
の
特
質
を
具

へ
て
、
近
畿
以
西
か
ら
細
く
南
鮮
に
亘
っ
て
濃
厚
な
分
布

を
示
す
石
器
時
代
の
彌
生
式
土
器
ご
全
然
系
統
を
一
に
す

る
の
を
容
易
に
認
め
る
事
が
漸
騰
る
。
帥
ち
こ
の
黙
に
於



い
て
件
出
の
彌
生
式
t
器
は
銅
鉾
銅
泥
に
醤
し
て
、
そ
の

・
文
化
を
受
け
容
れ
た
民
衆
本
來
の
土
器
こ
す
べ
き
も
の
な

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
前
二
者
ご
銅
鉾
銅
製
こ
の
關
係
は
ざ

う
で
あ
る
か
。
国
尽
土
器
は
覚
ハ
の
名
繕
の
示
す
如
く
、
支

比
量
代
の
土
器
の
系
統
に
薦
す
る
も
の
、
從
っ
て
鉾
創
の

基
く
腱
支
邦
に
あ
り
ご
見
る
吾
人
の
見
解
に
し
て
誤
り
が

な
い
ご
す
れ
ば
、
此
の
系
統
の
土
器
は
同
時
に
傳
へ
ら
れ

た
ε
し
て
其
の
存
在
に
何
等
の
疑
問
は
な
い
、
た
や
陶
質

の
土
器
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
が
我
が
後
代
の
高
塚
の
十
…
器

を
代
表
す
る
式
で
、
且
つ
彌
生
式
よ
り
は
新
し
い
も
の
な

の
で
あ
る
か
ら
如
上
の
年
代
槻
に
封
比
し
て
一
見
注
意
を

惹
く
の
で
あ
る
Q
け
れ
ざ
も
そ
れ
ご
て
も
既
に
先
輩
の
指

9
摘
せ
ら
れ
た
…
榛
に
、
我
が
所
謂
説
部
土
器
は
南
朝
鮮
の
古

陶
器
に
負
ふ
露
極
め
て
多
く
ハ
四
）
ま
た
朝
鮮
の
古
陶
器
の

成
立
が
漢
洋
陶
質
器
の
影
響
に
墓
く
こ
ご
は
顯
著
な
事
實

で
あ
る
し
、
此
の
朝
鮮
南
部
に
於
い
て
素
焼
か
ら
陶
器
へ

の
過
渡
の
實
年
代
が
、
金
海
貝
塚
の
示
す
實
際
や
其
他
種

　
　
　
第
九
審
　
　
研
　
究
　
　
銅
劔
銅
鉾
に
貌
い
て

種
の
黙
か
ら
推
し
て
西
暦
第
一
世
紀
の
頃
に
あ
う
ご
考
へ

ら
る
、
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
（
五
）
野
馬
に
於
け
る
二
例
は

其
の
地
理
上
の
位
麗
か
ら
南
鮮
に
於
い
て
新
に
生
れ
た
陶

器
の
將
來
せ
ら
れ
だ
も
の
ご
解
す
可
く
た
い
そ
れ
は
深
く

内
地
へ
は
櫨
四
へ
ら
れ
な
か
つ
だ
か
ら
系
統
上
か
ら
は
（
一
）

の
漢
式
土
器
の
流
れ
に
厩
す
る
も
の
と
し
て
差
支
が
な
い

尻
払
の
陶
器
が
漢
式
の
そ
れ
に
手
法
の
近
い
こ
と
や
、
佐

野
の
遽
跡
に
三
者
の
並
び
存
す
る
の
は
、
出
土
地
の
野
馬

に
限
っ
て
ま
だ
内
地
の
逡
跡
に
此
の
土
質
器
を
見
な
い
事

實
（
六
）
ご
共
に
如
上
の
解
騨
の
至
當
を
有
力
に
物
語
っ
て

み
る
も
の
ε
思
ふ
。

　
右
の
考
察
か
ら
我
が
内
地
に
於
け
る
銅
鉾
銅
創
を
獲
た

民
衆
は
、
日
常
の
用
具
な
る
土
器
に
於
い
て
、
韓
宇
島
に

起
り
つ
、
あ
っ
た
製
陶
上
の
雪
雲
な
総
革
の
影
響
を
博
く

る
こ
ビ
少
く
、
大
毒
に
於
い
て
石
器
時
代
の
儘
の
素
焼
品

に
ご
や
ま
っ
た
朕
態
を
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
銅
鐸
ε
の
關
係
を
見
る
に
、
鐸
に
あ
っ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
第
輔
號
　
　
　
入
三
　
（
入
三
）



　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
銅
劒
銅
鉾
に
就
い
て

銅
鉾
白
鍵
の
場
合
ご
は
蓮
っ
て
軍
濁
に
獲
隣
す
る
を
常
ε

し
、
爲
に
岡
時
に
行
は
れ
た
筈
の
圭
器
の
形
式
を
如
實
に

知
る
何
物
も
な
い
。
銅
鐸
の
問
題
が
從
來
研
究
者
を
苦
し

め
た
の
は
主
ε
し
て
此
の
俘
出
物
の
な
い
こ
ざ
に
依
る
の

・
で
あ
っ
て
、
今
ま
叉
同
じ
歎
を
繰
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
が

然
し
喰
い
て
考
ふ
る
に
、
銅
鐸
以
外
に
何
等
の
日
常
器
物

を
持
た
な
か
っ
た
民
衆
を
想
像
す
る
事
の
不
可
能
で
あ
る

以
上
は
、
毘
土
地
域
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
遣
跡
裾
物
の
調

査
か
ら
、
目
常
器
具
と
し
て
重
要
な
る
赦
畳
を
占
め
る
土

器
を
想
定
す
る
こ
ご
は
當
然
出
継
る
筈
で
あ
る
◎
ム
ー
ま
近

事
頗
る
早
耳
の
域
に
書
し
た
近
畿
以
両
の
考
古
塁
上
の
事

實
を
住
す
る
に
、
上
代
の
土
器
こ
し
て
存
在
の
認
め
ら
る

る
の
は
縄
絞
、
彌
生
式
及
び
転
質
の
三
者
に
限
ら
れ
て
み

る
機
で
あ
る
。
是
等
の
三
型
式
中
其
の
分
布
の
上
に
於
て

ま
た
年
代
の
上
に
於
い
て
銅
鐸
ご
並
び
行
は
れ
た
筈
の
土

器
を
求
め
ん
か
、
何
人
も
彌
生
式
土
器
が
其
の
最
も
よ
く

條
件
を
満
足
す
る
も
の
な
の
を
否
定
す
る
こ
蜜
を
得
な
い

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
八
四
　
（
入
四
）

で
あ
ら
う
。
こ
、
に
於
い
て
彌
生
式
土
器
は
一
方
銅
鉾
銅

剣
を
使
っ
た
民
衆
を
特
徴
付
け
る
土
…
器
で
あ
る
ご
土
ハ
に
、

他
方
に
於
い
て
ま
た
、
理
論
上
銅
鐸
ご
密
接
な
閣
係
に
あ

る
も
の
ε
な
る
の
で
あ
る
。
既
に
最
も
民
族
的
色
彩
の
表

は
れ
易
い
土
器
を
等
し
く
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば

爾
銅
器
を
有
し
た
民
衆
は
大
仁
に
於
い
て
同
じ
種
族
で
あ

っ
た
ビ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
上
段
に
於
い
て
此

の
銅
剣
銅
鉾
を
以
て
支
那
か
ら
傳
へ
ら
れ
た
利
器
の
襲
展

で
あ
る
こ
ご
を
説
い
た
。
而
し
て
銅
鐸
に
就
い
て
も
同
じ

く
こ
れ
を
文
那
の
編
鐘
に
墨
型
を
求
む
べ
く
、
同
じ
く
大

陸
文
化
の
流
れ
に
負
ふ
薩
の
多
い
所
産
な
る
べ
き
を
（
七
）

私
か
に
信
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
鶴
が
賂
ぽ
年
時
を
同

じ
く
し
て
東
西
に
並
び
存
し
た
右
の
現
象
は
、
岡
一
民
族

が
支
那
か
ら
銅
の
文
化
を
受
け
た
際
に
表
は
し
た
二
つ
の

著
し
い
地
方
隊
ご
解
す
る
の
外
は
な
い
。
後
藤
守
一
君
が

日
本
上
代
文
化
の
地
方
相
こ
し
て
此
の
問
題
を
取
扱
っ
た

の
は
ま
さ
に
私
の
掘
る
庭
ご
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
（
入
）
o



爾
鋼
器
が
蓮
つ
た
文
化
所
産
で
な
い
こ
ご
は
既
述
の
細
絞

鏡
が
爾
者
に
道
じ
て
伸
出
す
る
事
實
が
有
力
な
る
謹
左
で

あ
る
し
、
ま
た
．
鐸
ご
鉾
創
貫
の
件
出
若
し
く
は
接
鰯
の
際

に
曾
て
各
の
示
す
型
式
か
ら
も
推
し
得
る
。
安
藝
ご
紀
伊

こ
の
例
を
見
る
に
鋼
創
に
あ
っ
て
は
細
形
創
若
し
く
ば
狡

鋒
の
ク
ソ
ス
形
で
相
封
的
年
代
の
古
い
も
の
で
あ
う
、
鐸

も
共
に
小
形
の
厚
手
に
黙
し
、
吾
人
の
認
め
て
銅
鐸
の
諸

型
式
ビ
甲
一
最
も
古
い
位
授
を
占
む
る
鯉
類
で
あ
る
（
九
）
の
は
異

な
っ
た
二
中
心
が
ら
漸
次
分
布
の
域
を
を
振
め
て
途
に
接

鰯
を
示
す
別
個
の
葉
物
の
場
合
ご
趣
を
異
に
し
て
、
寧
ろ

當
初
共
存
し
た
も
の
が
、
㌧
後
に
至
っ
て
種
々
の
因
由
に
依

り
互
に
別
自
の
登
展
の
方
向
を
取
っ
て
、
特
殊
な
相
を
表

は
し
た
と
解
す
る
こ
ご
に
依
っ
て
首
肯
し
得
る
も
の
ご
考

へ
ら
る
。
こ
の
黙
ピ
於
い
て
大
陸
に
っ
㎏
く
南
鮮
の
三
州

入
室
里
に
於
け
る
問
罪
の
逡
物
の
共
存
例
の
明
に
せ
ら
れ

た
の
は
興
昧
深
い
。
鐸
ご
影
野
ご
の
關
係
を
か
く
の
如
く

認
む
る
こ
ご
は
や
が
て
上
段
説
い
た
鉾
．
創
の
年
代
観
ご
二

第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
趣
旨
銅
鉾
に
就
い
て

種
の
特
殊
の
古
跡
が
何
れ
も
其
の
古
い
遺
物
を
藏
す
る
も

の
に
限
ら
れ
時
代
の
下
る
ご
共
に
痕
を
維
つ
に
至
っ
た
事

實
に
合
致
し
、
ま
た
他
方
銅
鐸
の
年
代
槻
ビ
用
途
に
關
す

る
考
察
に
も
傍
讃
を
加
ふ
る
の
で
あ
る
。
（
未
完
）

　
誌
（
一
）
　
後
鞘
膝
守
｝
君
「
欝
焉
讐
見
…
翻
し
（
二
）
（
考
古
墨
・
雑
誌
ご
晶
ノ
三
）
滲
昭
…

　
　
（
二
）
　
高
橋
健
自
氏
「
銅
鉾
銅
創
考
」
（
九
「
（
同
誌
｝
三
ノ
四
）
士
器
及
陶

　
　
　
器
の
條
塗
照

　
　
（
三
）
　
中
山
博
士
「
飼
鉾
銅
劔
蚊
に
石
劔
…
石
建
獲
見
地
の
頴
器
物
」
「
同
上

　
　
　
追
伽
」
（
同
誌
八
ノ
八
一
㎜
一
U
妾
照

　
　
（
四
）
　
嵩
橋
健
自
氏
「
上
古
の
土
器
及
陶
器
」
ハ
同
誌
三
ノ
一
一
）

　
　
（
五
）
　
梅
M
原
「
上
代
十
一
器
に
開
脚
9
ろ
一
考
察
」
〔
麗
心
想
第
十
山
山
號
．
塗
昭
嚇

　
　
（
山
菅
）
　
尤
も
臨
蒲
（
一
二
）
の
中
山
博
十
唖
の
弧
㈹
丈
に
冠
削
る
ざ
北
九
州
の
銅
加
測
網
…

　
　
　
鉾
置
土
．
地
附
近
に
に
彌
生
式
索
器
書
混
じ
て
多
少
の
転
質
器
片
た

　
　
　
見
る
ミ
の
写
で
あ
ろ
が
、
こ
沈
た
以
て
直
ち
に
典
憲
し
カ
も
の
ぐ
」

　
　
　
に
蓮
乏
し
得
な
い
。

　
　
（
ヒ
r
）
　
「
露
量
に
就
い
て
」
〔
前
塒
）
塗
昭
…

　
　
（
八
）
　
後
藤
守
一
君
「
我
が
上
代
丈
化
に
於
け
ろ
地
方
祁
」
ハ
ニ
×
中
央

　
　
　
史
壇
七
ノ
三
）
轟
多
照

　
　
（
九
）
　
梅
原
「
淡
路
島
土
の
一
嵩
品
た
記
し
て
釧
鐸
の
形
式
分
顛
に
及

　
　
　
ぶ
し
（
織
襯
丈
一
四
ノ
…
ご
）
鵡
参
昭
…
O
か
湾
ほ
同
丈
に
ば
ド
納
僧
y
か
・
う
Ψ
円
六

　
　
　
マ
」
「
胃
ふ
小
形
の
ノ
鐸
た
新
し
く
設
け
六
一
類
に
「
加
へ
る
、
、
o
こ
為
脱
一
し

　
　
　
六
〇
こ
」
に
追
加
ハ
し
て
趾
く
。

第
一
號

入
五
　
（
入
五
）




