
銅
創
銅
鉾
に
就
い
て

（
七
・
完
）

梅

原

末

治

開
四

　
さ
て
以
上
論
じ
た
銅
剣
銅
鉾
の
表
徴
す
る
累
代
の
文
化

槻
に
於
い
て
、
な
ほ
考
ふ
べ
き
一
つ
の
黙
は
払
出
の
玉
器

よ
り
す
る
遣
品
の
本
く
支
那
こ
の
閥
係
、
及
び
内
地
の
古

い
系
統
の
そ
れ
こ
の
交
渉
で
あ
ら
う
。
こ
、
に
改
め
て
説

く
ま
で
も
な
く
筑
前
須
玖
の
遺
跡
か
ら
鉾
創
ご
共
に
破
璃

製
の
．
壁
の
登
見
せ
ら
れ
た
こ
ご
は
、
薫
物
の
破
片
が
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
　

近
ま
で
東
京
帝
國
大
學
に
饗
し
て
み
た
の
で
明
で
あ
b
、

同
歯
三
雲
の
遣
跡
か
ら
も
同
じ
玉
器
の
登
見
の
あ
っ
た
こ

ご
は
青
柳
種
信
の
忠
心
な
圖
寓
に
依
っ
て
確
め
ら
れ
て
み

る
、
元
來
璽
な
る
も
の
は
、
其
の
器
量
の
起
源
を
辿
る
ご

世
界
各
地
の
石
…
器
時
代
に
類
例
を
見
る
鰻
飯
石
斧
に
系
統

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
勝
継
銅
鉾
に
就
い
て

を
求
め
得
る
で
あ
ら
う
が
、
も
こ
こ
れ
支
那
に
於
い
て
古

く
登
達
し
た
玉
器
の
一
で
あ
っ
て
、
装
飾
の
具
だ
る
ε
共

に
一
種
の
宗
激
的
な
意
昧
を
有
す
る
特
殊
な
性
質
を
持
つ

襟
に
な
り
、
彼
等
に
丁
重
さ
れ
た
こ
ご
は
多
く
の
文
献
の

明
示
す
る
ご
こ
ろ
、
思
為
昧
に
於
い
て
此
の
種
の
玉
器
は

支
那
交
化
の
一
の
特
色
あ
る
所
産
ご
も
見
ら
る
、
も
の
で

あ
る
◎
上
述
本
邦
登
見
の
ユ
例
は
共
に
表
面
に
穀
粒
紋
を

印
し
た
黙
に
於
い
て
彼
の
重
壁
に
相
當
り
、
．
其
の
破
璃
を

以
て
作
ら
れ
て
み
る
慮
は
近
く
支
那
か
ら
草
取
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
の
こ

同
質
の
壁
だ
一
致
し
て
當
代
営
営
か
ら
の
舶
載
砧
で
あ
る

こ
と
に
は
秋
毫
の
疑
問
も
な
い
。
從
っ
て
銅
鉾
銅
鐸
の
右

式
の
類
ε
共
に
こ
れ
が
存
す
る
こ
ご
は
、
其
の
享
受
者
が

果
し
て
誰
そ
の
も
の
、
本
絹
の
性
質
を
理
解
し
た
か
ざ
う

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
三
　
（
玉
四
一
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
銅
劔
銅
鉾
に
就
い
て

か
の
黙
は
別
に
考
慮
を
要
す
る
ビ
し
て
も
、
兎
も
角
鉾
創

ご
共
に
他
の
支
那
の
交
化
所
産
も
将
來
せ
ら
れ
た
こ
ご
を

意
済
し
て
、
銅
鉾
銅
劒
の
節
黒
に
鋼
し
て
持
つ
別
な
色
彩

を
跡
附
け
得
る
標
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
に
於
い
て
右
の
・
如
き
意
義
を
持
つ
璽
が
笠
ハ
存
す
る

ε
同
時
に
、
他
方
同
じ
須
玖
の
遽
跡
か
ら
鹿
角
製
の
管
玉

　
　
　
　
　
　
ヨ
　

が
蒐
出
さ
れ
、
三
雲
に
は
所
謂
練
り
も
の
、
勾
玉
、
単
玉
、

等
が
存
在
し
て
み
た
こ
の
膏
柳
氏
の
記
事
及
び
中
山
博
士

調
査
の
須
玖
の
甕
棺
に
瑠
璃
玉
繭
撒
を
副
葬
し
て
み
た
事

實
は
、
ま
た
當
代
の
交
宰
相
を
示
す
上
に
別
個
の
意
思
を

持
つ
も
の
こ
し
て
、
引
い
て
今
ま
謝
象
ご
し
つ
、
あ
る
逡

物
の
性
質
を
窺
ふ
黙
に
も
役
立
つ
愚
昧
の
深
い
事
象
で
あ

る
。
尤
も
右
の
須
玖
の
遺
跡
か
ら
鹿
角
製
の
管
玉
の
登
見

が
あ
っ
た
か
ら
ざ
て
、
直
ち
に
三
雲
の
勾
玉
管
玉
を
も
同

質
な
り
ご
考
定
し
そ
れ
か
ら
當
代
内
地
に
行
は
れ
て
る
た

玉
類
が
な
ほ
多
く
此
の
類
で
あ
っ
た
が
、
瑠
璃
小
玉
の
輸

入
に
示
陵
を
得
て
、
美
玉
を
用
ふ
る
に
至
っ
た
ご
す
る
中

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
四
　
（
王
四
二
）

山
欝
學
博
士
の
新
説
に
は
種
々
の
黙
か
ら
俄
か
に
從
ひ
兼

　
　
　
　
さ

ね
る
が
、
そ
は
別
問
題
こ
し
て
、
右
の
事
實
か
ら
一
方
銅

の
利
器
を
獲
ま
た
壁
を
所
持
し
た
被
櫓
門
が
他
方
で
野
猿

か
ら
獲
π
鹿
角
製
の
管
玉
を
所
持
し
て
み
た
こ
ご
、
、
今

も
な
ほ
未
開
人
の
閥
に
葺
く
行
は
れ
て
る
る
動
物
の
牙
を

飾
る
の
風
か
ら
獲
生
し
て
著
し
い
筆
癖
を
途
げ
、
我
が
上

古
遺
物
の
一
特
殊
所
産
を
形
成
し
た
勾
玉
を
面
し
た
者
で

あ
る
こ
ビ
を
肯
定
せ
ら
れ
ろ
の
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
原

始
飽
な
在
來
の
傳
統
的
文
化
の
存
在
を
如
實
に
物
語
る
も

の
こ
し
て
特
筆
に
値
し
や
う
。
而
し
て
三
雲
田
土
の
勾
玉

類
が
吾
人
の
推
測
の
如
く
破
璃
製
で
あ
っ
淀
こ
す
れ
ば
當

愚
蒙
に
無
窓
文
物
の
愛
鷹
も
｝
面
に
行
は
れ
て
、
新
し
い

資
料
を
以
て
在
來
の
魚
形
を
表
現
す
る
技
術
の
下
生
を
意

味
す
る
こ
ご
に
な
る
。
銅
鉾
銅
創
の
上
に
表
は
れ
て
る
る

内
地
に
於
け
る
異
形
化
ρ
模
作
の
推
定
は
同
じ
過
程
を
示

す
も
の
こ
し
て
興
味
を
惹
く
こ
ε
で
あ
り
、
そ
れ
が
右
の

我
が
上
代
に
特
殊
の
鯛
係
を
持
つ
遺
物
の
一
な
る
に
於
い



画

て
、
出
雲
に
於
け
る
ク
グ
ス
形
層
泉
ご
勾
玉
ご
が
件
出
し

た
他
の
事
實
ご
共
に
自
ら
鋼
鉾
銅
剣
を
使
用
し
た
民
衆
の

何
人
で
あ
っ
た
か
の
問
題
に
も
接
燭
し
て
、
そ
れ
が
日
本

人
の
租
先
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
ご
に
一
の
有
力
な
謙
蝶
こ

な
る
こ
ご
、
思
ふ
。
此
の
人
種
問
題
は
既
に
上
來
屡
々
説

き
及
ん
だ
慮
で
あ
る
か
ら
、
今
ま
改
め
で
そ
れ
を
繰
返
さ

な
い
が
、
私
は
濡
物
の
示
す
種
々
の
黙
か
ら
右
の
見
解
を

採
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
明
記
し
、
こ
れ
が
上
騰
説
き
來

つ
た
ε
こ
ろ
の
、
我
が
鉢
創
を
以
て
外
画
「
の
高
度
の
轟
叉
化

所
産
の
移
植
で
あ
り
．
ま
た
そ
の
保
持
こ
す
る
鄙
見
ご
表
内

裏
す
る
こ
ビ
を
畢
げ
て
置
か
う
。

　
註

　
（
1
）
　
昨
年
九
月
の
大
震
災
に
焼
失
し
☆
が
、
幸
に
其
の
爲
眞
ほ
考
古
學

　
　
雑
誌
第
十
一
巷
第
十
二
號
に
載
っ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
に
解
説
も
あ
る
。

　
（
2
）
同
じ
號
に
載
ゼ
瘡
も
の
、
東
京
二
子
博
物
館
藏
）

　
（
3
）
大
正
＋
…
年
春
中
肉
博
士
の
同
逡
跡
か
ら
新
に
見
出
さ
れ
六
も
の

　
柚
返
品
は
同
博
士
の
手
に
あ
ろ
。

　
（
羨
）
　
同
博
士
「
明
治
三
十
ご
年
に
於
け
る
須
玖
岡
本
獲
掘
物
の
揖
土
欺

　
　
態
」
（
二
）
（
考
古
學
雑
誌
第
十
二
巷
第
†
一
門
）
及
び
「
勾
玉
管
玉
考
」

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
銅
劔
鋼
鉾
に
就
い
て

賢
吏
ビ
地
理
九
ノ
六
）
謬
照
O

【
五

　
此
の
銅
剣
銅
鉾
に
零
す
る
小
編
の
第
一
回
を
書
い
元
の

は
既
に
早
く
大
正
十
一
年
初
夏
の
候
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

が
燈
に
出
る
に
先
立
っ
て
前
後
六
ヶ
年
に
亙
る
永
い
間
中

止
せ
ら
れ
て
み
た
高
橋
健
自
氏
の
「
銅
鉾
銅
創
考
」
が
再
び

考
古
學
雑
誌
に
連
載
せ
ら
れ
る
こ
ご
・
な
っ
て
、
翌
大
正

十
二
年
三
月
回
を
重
ぬ
る
十
二
回
で
完
結
を
見
る
に
至
つ

淀
。
氏
が
右
の
論
文
の
後
馬
に
於
い
て
新
に
説
か
れ
π
慮

は
こ
の
特
殊
の
遽
物
を
各
種
の
方
面
か
ら
観
察
し
て
、
其

．
の
性
質
を
綜
合
論
断
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
随
所
、
に

精
彩
に
富
ん
だ
骨
頭
を
畑
へ
て
吾
人
に
多
大
の
稗
盆
を
與

へ
、
ま
た
私
の
論
せ
ん
こ
し
た
こ
こ
ろ
を
説
き
盤
さ
れ
た

黙
が
甚
だ
多
か
っ
た
。
從
っ
て
鄙
稿
は
其
の
宇
ば
に
達
せ

す
し
て
當
初
の
豫
定
の
如
く
記
述
す
る
の
必
要
を
見
な
く

な
つ
だ
の
で
、
途
中
に
て
方
針
を
改
め
、
氏
の
示
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
五
　
（
五
四
三
）



　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
綱
劔
銅
鉾
に
就
い
て

・
有
盆
な
る
示
唆
に
基
き
、
つ
こ
め
て
重
複
を
避
け
て
、
既

の
銅
鉾
銅
剣
の
性
質
を
帯
代
の
交
流
ご
結
び
揺
げ
て
考

へ
，
そ
こ
に
多
少
ご
も
寄
輿
す
る
ご
こ
ろ
あ
ら
ん
ご
志
し

た
こ
ご
で
あ
る
。
而
し
て
、
今
や
不
充
分
な
が
ら
概
要
を

絡
へ
て
結
末
に
達
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
り
・
然
し
今
ま
改
め

て
上
に
論
究
し
た
庭
か
ら
導
き
出
さ
る
・
露
結
を
繰
返
す

こ
ご
は
、
吾
人
の
抱
懐
す
る
見
解
が
、
高
橋
氏
の
高
説
ご

甚
だ
相
近
い
も
の
な
る
に
於
い
て
、
重
複
す
る
こ
こ
ろ
特

に
多
い
か
ら
す
べ
て
省
略
に
從
ふ
こ
ご
に
し
た
い
、
そ
し

て
代
ふ
る
に
最
近
近
重
博
士
の
好
意
に
依
っ
て
化
壮
図
成

分
の
明
こ
な
っ
た
三
個
の
銅
盤
に
鋼
す
る
分
析
表
を
以
て

し
．
そ
れ
に
就
い
て
思
ひ
浄
ん
だ
一
二
の
黙
を
附
記
し
て

本
編
を
絡
へ
る
こ
ご
に
し
や
う
。

　
今
ま
こ
、
に
塞
げ
る
近
重
博
士
の
手
許
で
新
に
化
學
成

分
の
究
め
ら
れ
た
三
者
の
質
料
は
、
何
れ
も
有
名
な
筑
前

國
筑
紫
郡
須
玖
の
遺
跡
か
ら
見
出
さ
れ
た
銅
劔
で
あ
っ

て
、
其
の
二
は
中
山
欝
學
博
士
の
盤
力
に
依
っ
て
瀟
岡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
四
山
ハ
　
（
五
四
四
）

　
許
斐
氏
が
特
に
寄
興
せ
ら
れ
た
破
片
で
あ
り
、
他
の
一
ま

磁
た
同
博
士
の
紹
介
で
京
都
帝
國
大
難
の
所
藏
に
蹄
し
た
完

　
形
の
細
形
品
な
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
其
の
結
果
を
公
表
す

　
る
に
當
h
ノ
先
づ
以
っ
て
近
重
博
士
は
固
よ
り
申
・
山
、
許
斐

　
の
爾
氏
に
醤
し
て
も
謝
意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
破
片
の
一
か
ら
は
じ
め
て
一
々
の
遺
品
の
形
式
特
徴

　
ご
、
其
の
分
析
の
結
果
ご
を
記
載
す
る
Q

　
第
一
號
銅
藍
片
Q
　
　
　
　
　
、

　
明
治
三
十
二
年
に
須
玖
の
吉
村
源
次
郎
氏
の
宅
地
内
に
あ

　
つ
た
特
殊
の
遺
跡
か
ら
登
蓋
し
た
多
数
の
七
三
の
中
の
一

　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
で
あ
っ
て
、
永
く
許
斐
氏
の
許
に
保
存
さ
れ
て
み
た
も

　
の
、
こ
れ
は
長
さ
僅
か
に
一
寸
位
の
小
破
片
で
は
あ
る

　
が
、
幅
の
嗣
合
に
狭
い
創
で
、
中
央
の
背
の
左
右
に
樋
が

　
あ
り
、
爾
端
に
喪
い
爾
ゑ
を
附
し
た
こ
こ
ろ
、
其
の
整
美

　
な
細
形
式
の
「
部
分
で
あ
る
こ
ご
は
疑
を
容
れ
る
の
絵
地

　
が
な
く
、
な
ほ
實
物
の
精
…
査
か
ら
破
片
は
濡
身
の
中
央
部

　
に
當
る
も
の
、
如
く
察
せ
ら
れ
、
本
來
の
形
が
今
ま
博
多



聖
職
寺
に
藏
す
る
柄
造
り
附
け
細
形
銅
壷
の
身
に
鬼
殺
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ご

た
黙
の
あ
る
の
を
思
は
し
め
る
。
而
し
て
此
の
破
片
は
中

央
に
縦
の
縮
裂
が
あ
っ
て
そ
こ
に
若
干
の
綴
錨
は
あ
る
が

表
面
は
漆
黒
色
の
ま
こ
ご
に
美
し
い
野
土
を
有
し
て
、
見

る
か
ら
に
質
の
よ
い
こ
ご
を
思
は
し
め
る
。
分
析
の
結
果

は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
細
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
・
二
一
ニ
グ
ρ

　
　
　
錫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
・
三
七

　
　
　
鉛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
・
二
九

　
　
　
砒
　
　
素
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痕
蓬

　
　
　
錦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
五
九

　
　
　
鐡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痕
蓬

　
　
　
ニ
ツ
ケ
，
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慰
鷹
蓮

　
　
　
亜
　
　
鉛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
・
五
二

第
二
戸
冠
創
片
。

こ
れ
ま
た
前
者
ご
同
時
の
登
見
品
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
一

寸
内
外
の
小
破
片
で
あ
る
。
此
の
方
は
銅
創
の
本
の
部
分

に
相
譲
る
も
の
、
如
く
軍
制
ま
た
や
、
異
な
り
、
極
め
て

　
　
　
第
九
巷
　

研
究
　
銅
劔
銅
鉾
に
就
い
て

」
短
い
扁
季
型
の
董
に
つ
や
い
て
身
ε
な
り
、
そ
の
断
面
は

扁
菱
形
を
呈
し
て
み
た
機
に
見
ゆ
る
．
此
の
黙
か
ら
原
形

を
推
す
ε
所
謂
重
創
形
ご
も
名
づ
く
べ
き
式
で
、
彼
の
勤

馬
自
岳
の
財
土
品
や
、
北
朝
鮮
の
大
同
江
面
で
見
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

て
る
る
も
の
ご
同
じ
類
で
あ
っ
た
こ
解
せ
ら
れ
る
が
、
或

は
二
條
公
奮
藏
の
同
じ
須
玖
か
ら
出
た
湿
式
銅
創
の
破
片

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ね

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
質
は
可
な
b
銃
化
し
た
こ
見
え

表
面
自
淫
逸
を
呈
し
て
み
た
。
分
析
に
供
し
た
の
は
其
の

身
の
部
分
で
あ
る
。

亜鐵鋤砒転転銅

鉛　　 素

m
幽
五
・
二
山
ハ
％

三
・
九
ニ
ハ
九

　
八
・
六
叫

　
三
・
七
四

　
〇
・
七
二

　
〇
・
九
二

　
一
・
〇
六

二
の
定
量
分
析
表
を
見
る
に
含
錫
量
非
常
に
多
く
、
鋼

　
　
　
　
　
　
第
四
魏
　
　
　
四
七
　
（
五
四
五
）



　
　
　
第
九
巻
　
研
究
　
鋼
劔
鋼
鉾
に
就
い
て

ビ
錫
こ
の
比
實
に
五
三
：
四
七
を
示
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
果
し
て
本
職
の
成
分
で
あ
る
こ
す
れ
ば
注
意

に
値
す
る
こ
ご
で
あ
る
が
、
次
の
銅
剣
…
に
甥
す
る
近
重
博

士
の
注
記
に
依
る
ご
、
こ
れ
或
は
上
に
睾
げ
た
質
料
の
銃

化
し
て
み
る
爲
生
じ
た
結
果
で
あ
る
か
ご
も
考
へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
但
し
私
に
は
何
れ
こ
も
決
定
し
兼
ね
る
Q

第
三
號
細
形
銅
創
。

前
の
二
者
の
破
片
な
の
に
甥
し
て
こ
れ
は
二
片
に
折
れ
て

は
み
る
が
、
ほ
“
形
の
全
い
細
形
銅
剣
で
あ
っ
て
、
筑
前

須
玖
岡
本
民
家
の
北
に
接
し
た
や
、
高
い
耕
地
に
埋
浸
し

だ
合
せ
甕
棺
の
中
に
存
在
し
た
も
の
、
同
一
局
部
か
ら
の

出
土
品
に
古
鏡
二
面
、
鐵
の
小
刀
子
、
朱
な
ご
が
あ
り
扁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
も
　

部
學
者
の
注
意
を
惹
い
た
。
此
の
獲
見
は
大
正
七
年
二
三

月
の
頃
の
こ
ご
で
あ
る
ご
云
ふ
。
銅
剣
全
長
一
尺
〇
三
分

細
形
式
こ
し
て
尋
常
の
も
の
、
身
幅
は
中
等
位
で
、
鋪
上

り
は
隣
合
に
す
つ
き
）
こ
し
て
み
て
亡
い
。
但
し
埋
浸
地

の
關
係
に
や
、
餌
化
著
し
く
、
そ
れ
が
深
く
内
部
に
及

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
一
號
　
　
　
　
四
入
　

（
五
四
六
）

び
、
，
双
の
こ
ぼ
れ
が
多
く
、
三
里
自
緑
色
を
呈
し
て
み

る
。
分
析
に
供
し
た
の
は
鋒
端
に
近
い
忍
の
部
分
で
あ
っ

て
、
近
重
搏
士
の
示
さ
れ
た
定
量
分
析
表
は
次
の
如
く
で

あ
る
。　

　
　
銅
三
二
二
扁
％

　
　
　
錫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
・
七
二

　
　
　
鉛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
・
六
一

　
　
　
砒
　
　
素
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痕
述

　
　
　
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痕
　

　
　
　
鐵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
・
一
九

　
　
　
亜
　
　
鉛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
・
三
八

勝
ち
銅
に
比
し
て
錫
の
方
が
遙
か
に
多
い
ご
云
ふ
結
果
を

示
し
て
み
る
が
、
・
そ
れ
に
就
い
て
近
重
博
士
は

　
錫
分
牟
ラ
超
ユ
。
是
レ
腐
蝕
ノ
爲
二
銅
分
溶
解
離
落
セ
ル
ニ
因

　
ル
者
ナ
ラ
ン
。
礎
ッ
テ
原
｝
ノ
合
金
ノ
分
配
牽
ハ
不
明
ナ
リ
。

　
併
シ
銅
劔
ノ
一
般
例
二
準
ス
レ
バ
銅
分
ハ
七
十
i
七
十
五
％
、

　
錫
三
十
一
二
十
五
％
ラ
主
成
分
ト
ナ
セ
ル
者
ナ
ラ
ン
。

こ
の
高
見
を
附
し
て
ゐ
ら
れ
る
。



　
以
上
新
た
に
分
析
の
結
果
を
載
せ
た
三
者
の
中
で
、
第

三
の
細
形
銅
創
は
銃
化
の
鴬
に
原
成
分
が
究
め
難
い
も
の

で
あ
う
、
第
二
の
異
式
剣
片
ま
だ
同
じ
懸
念
を
持
つ
の
を

憾
こ
す
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
そ
れ
を
遽
じ
て
先
づ
見
出

さ
れ
る
一
つ
の
重
要
な
黙
は
含
錫
量
の
甚
だ
多
い
こ
ご
で

あ
っ
て
、
其
の
黙
に
於
い
て
は
贋
く
隊
洲
に
於
け
る
青
銅

器
時
代
の
同
種
利
器
の
質
料
に
比
す
る
も
、
ま
た
魚
鱗
我

が
銅
創
鉾
類
の
分
析
の
結
果
の
狡
表
せ
ら
れ
て
み
る
も
の

に
甥
照
し
て
も
甚
だ
優
っ
て
み
る
。
前
者
に
就
い
て
は
モ

ン
テ
リ
ゥ
ス
の
著
書
等
呈
す
る
慮
に
依
っ
て
こ
れ
を
省

き
、
比
較
の
例
を
成
績
の
學
界
に
．
紹
介
せ
ら
れ
た
我
が
國

出
　
土
の
後
者
の
二
例
に
採
る
に
筑
前
安
徳
村
出
土
の
廣
鋒

　
　
　
　
も
　

銅
鉾
は
，

　
　
鰍
珊
　
　
七
六
・
六
〇
　
　
　
　
　
暢
｝
　
　
　
　
　
U
四
・
幅
一
二

　
　
鉛
．
　
　
一
ニ
ニ
｝
一
　
　
　
　
ア
ン
チ
モ
ン
　
四
。
九
一
二

　
　
蛾
　
　
　
○
・
〇
九
　
　
　
　
　
ニ
ヅ
ヶ
ル
　
　
ニ
・
九
三

の
成
一
分
か
ら
成
つ
ヂ
、
、
　
銅
…
ご
錫
こ
の
比
は
約
入
四
ご
一
山
ハ

　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
鍋
劔
銅
鉾
に
就
い
て

ご
で
あ
り
、
同
國
鞍
手
郡
金
丸
村
登
見
の
ク
リ
ス
形
贋
鋒

　
　
　
　
　
　
（
㌘
）

銅
創
の
質
料
は

　
　
釦
　
　
八
三
二
二
五
　
　
　
　
錫
　
　
　
八
・
九
；
二

　
　
鉛
　
　
．
七
・
八
三
〇
　
　
　
　
銀
　
　
　
　
　
痕
迩

を
示
し
て
其
の
比
九
ご
一
こ
の
割
合
で
あ
る
。
從
っ
て
上

記
の
確
か
に
原
成
分
を
究
め
得
た
第
一
號
銅
剣
の
示
す
銅

ご
錫
こ
の
比
六
七
：
三
三
こ
の
間
に
は
著
し
い
思
焦
が
あ

る
。
此
の
細
形
銅
創
の
成
分
は
ま
さ
に
白
銅
に
鼓
す
る
も

の
で
利
器
こ
し
て
は
寧
ろ
不
向
な
成
分
を
持
つ
も
の
こ
云

は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
Q
然
ら
ば
か

く
の
如
き
成
分
の
利
器
が
如
何
に
し
て
生
じ
た
ら
ラ
か
。

こ
、
に
支
那
に
於
け
る
同
種
…
器
の
質
料
に
署
す
る
考
察
の

要
、
を
見
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
就
い
て
は
内
地
同
横
｝

未
だ
充
分
な
研
究
を
試
み
ら
れ
て
力
な
い
が
、
近
重
理
學

博
士
の
實
験
に
依
っ
て
業
戟
の
類
の
含
錫
量
が
一
六
一
二

二
％
な
る
こ
ご
が
登
表
せ
ら
れ
て
あ
る
上
に
、
周
禮
の
考

工
記
載
す
る
慮
の
六
齊
か
ら
、
同
博
士
は
各
の
含
む
錫
の

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
九
　
（
五
四
七
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
銅
総
銅
鉾
に
就
い
て

量
を
業
事
二
五
％
、
大
及
三
三
％
、
削
上
矢
四
〇
％
に
粗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　

繋
る
こ
ご
を
説
か
れ
て
み
る
。
専
一
て
そ
う
で
あ
る
こ
す

れ
ば
支
那
の
銅
製
の
利
器
は
含
錫
量
の
多
い
も
の
で
あ
る

ご
想
定
し
て
よ
い
…
慌
で
あ
っ
て
、
上
記
の
銅
創
の
成
分
は

是
等
ビ
甚
だ
近
く
、
示
す
ご
こ
ろ
の
大
書
三
三
％
は
偶
然

で
は
あ
ら
う
が
第
一
號
銅
剣
の
そ
れ
ご
全
く
一
致
し
て
、

爵
ら
爾
者
の
嗣
係
に
想
倒
せ
し
め
る
。
尤
も
分
析
の
結
果

の
分
明
し
た
も
の
が
甚
だ
僅
か
の
数
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

の
み
に
依
っ
て
直
ち
に
｝
の
館
結
を
得
ん
ご
す
る
こ
さ
は

甚
だ
危
瞼
で
は
あ
る
が
、
右
の
同
似
に
於
い
て
吾
々
の
縛

に
戚
興
を
惹
く
の
は
、
一
方
の
我
が
銅
創
が
形
式
の
上
か

ら
見
て
、
　
饗
に
論
じ
た
本
邦
出
土
の
同
種
逡
品
中
相
撃
酌

年
代
の
遡
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
那
の
舶
載
品
な
る
可
し

ご
想
定
し
た
類
に
属
す
る
に
於
い
て
、
該
銅
鉾
鋼
車
の
形

式
掘
が
、
羅
の
化
鳥
成
分
の
上
か
ら
も
立
讃
せ
ら
れ
る
標

に
見
ゆ
る
黙
で
め
る
。
而
し
て
既
の
こ
ご
は
更
に
他
方
に

あ
り
て
、
甚
だ
し
く
異
形
化
し
て
利
器
ご
し
て
の
特
質
を

　
　
　
　
　
　
　
第
樋
門
　
　
　
五
〇
　
（
五
四
入
）

失
っ
て
み
る
上
記
の
廣
鋒
銅
鉾
や
、
同
形
の
ク
リ
ス
形
銅

器
等
相
勢
的
年
代
の
下
る
器
の
含
錫
量
の
甚
だ
少
い
事
實

ご
…
封
比
す
る
こ
ご
に
依
っ
て
、
慮
ら
我
が
鋼
鉾
銅
剣
な
る

も
の
、
示
現
す
る
文
化
上
の
性
質
が
想
察
せ
ら
る
、
標
に

思
は
る
～
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
既
に
上
來
繰
返
し
た
ご

こ
ろ
の
鄙
見
、
部
ち
同
種
の
逡
品
は
文
化
登
展
の
段
階
に

於
い
て
石
器
に
つ
ぎ
我
が
残
土
盲
信
に
於
い
て
獲
現
し
た

も
の
で
な
く
，
外
的
醐
係
に
よ
り
青
銅
の
文
化
に
於
い
て

異
常
の
登
展
を
示
し
た
支
那
か
ら
、
既
に
利
器
こ
し
て
完

成
し
た
式
を
傳
へ
、
は
じ
め
て
同
種
の
鋼
器
の
存
在
を
知

り
、
こ
、
に
文
化
褒
展
の
一
躍
蓮
を
見
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
が
、
而
も
他
面
に
於
い
て
彼
等
の
智
的
能
力
や
、
技

術
は
多
年
や
し
な
は
れ
一
つ
た
環
境
ご
相
待
っ
て
、
そ
れ

を
本
來
の
ま
、
の
姿
で
受
け
容
れ
、
其
の
職
能
を
獲
逸
せ

し
む
る
に
至
ら
す
、
別
個
の
も
の
こ
し
て
取
扱
は
れ
、
製

作
に
形
式
に
異
形
軍
純
化
の
傾
向
を
表
は
し
た
ご
す
る
見

解
を
肯
定
す
る
一
傍
讃
こ
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
稿
を
絡



ふ
る
に
當
っ
て
重
ね
て
近
重
博
士
に
謝
意
を
表
し
元
い
。

註（
1
）
　
此
の
慧
跡
に
就
い
て
感
中
山
博
士
の
詳
細
な
ろ
調
査
か
「
明
治
三

＋
二
年
に
於
け
ろ
笈
玖
拘
本
鋪
嵩
物
の
班
土
歌
鮨
ど
ミ
題
し
て
考
古
學

雑
誌
第
＋
二
巻
第
＋
號
に
載
っ
て
み
る
か
ら
勢
照
せ
ら
れ
難
い
。

（
2
）
　
遺
り
里
離
殺
所
藏
の
鍋
創
に
高
飛
躍
の
鋼
鉾
鍋
劔
考
〔
二
」
（
考
古

　
學
難
餌
禰
気
山
ハ
総
U
第
十
二
號
）
の
口
偽
紹
に
鴨
山
脚
っ
て
ハ
障
ろ
。
な
ほ
覚
ハ
の
略
圖

　
P
μ
本
丈
中
衆
｝
屋
固
の
形
式
隅
画
中
に
も
加
へ
て
渋
い
実
Q

（
3
）
欝
馬
白
岱
の
銅
劔
は
後
藤
守
一
君
の
「
封
馬
瞥
見
錐
」
〔
二
〕
（
同
誌

　
第
十
三
巻
第
三
號
）
た
見
よ
。
糞
大
同
江
面
獲
見
品
に
近
く
公
刊
の
朝

　
鮮
纏
督
府
大
正
十
一
年
度
「
古
蹟
調
査
報
告
」
第
二
溝
に
詳
記
し
て
あ

　
ろ
。

（
4
）
　
薩
橋
西
銅
鉾
．
銅
劔
考
〔
二
W
（
前
上
）
の
挿
総
第
二
十
野
臥
照
。
此
の

　
銅
劔
今
ま
独
｝
獅
綴
倫
侯
の
有
に
麟
し
糞
亡
云
ふ
。

（
5
）
　
中
山
屠
學
榑
士
「
銅
鉾
銅
劒
獲
見
地
の
逡
物
追
加
」
〔
上
〕
（
考
古
學

　
雑
誌
第
八
巻
第
十
號
、
滲
照
り

（
6
）
濱
田
丈
學
博
士
＝
二
の
銅
鐸
及
銅
鉾
の
成
分
に
就
て
」
（
同
巷
第

　
山
ハ
號
）
に
”
此
の
逡
“
川
の
化
學
成
分
に
關
脚
す
る
即
興
細
な
漸
報
出
口
が
「
あ
ろ
。

（
7
）
　
こ
れ
ば
我
が
青
銅
器
の
成
分
た
黒
し
六
最
初
の
二
品
で
あ
っ
て
、

　
そ
の
事
に
「
本
邦
心
見
青
銅
器
の
化
學
成
分
に
就
て
」
書
題
す
る
理
學
士

　
佐
藤
傳
薩
…
氏
の
擁
壁
が
東
京
人
類
墨
二
曾
雑
誌
第
百
七
十
七
號
に
載
っ
て

　
み
ろ
。

（
8
）
　
近
露
博
士
「
取
取
よ
り
槻
六
ろ
東
洋
上
一
代
の
丈
化
」
（
本
誌
第
四
巻

　
第
ご
號
）
に
依
ろ
Q

漢
入
の
屋
地
開
墾
に
就
い
て

（
下
）

文
學
博
士

矢

野

仁

嘉
慶
七
年
価
謬
八
に
は
、
郭
爾
羅
斯
地
方
に
於
て
地
畝

　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
蒙
勉
開
墾
に
就
い
て
（
下
）

を
開
墾
せ
る
流
民
の
数
は
七
千
舩
ロ
に
達
し
、
墾
地
は
堰

し
て
贋
さ
二
百
三
十
支
那
坐
、
縦
百
八
十
支
那
里
こ
な
つ

だ
。
礁
癬
鵬
難
論
捲
」
戴
柳
営
嬢
藤
滞
貨
軸
嚇
嘉
慶
＋
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
一
　
（
玉
四
九
）


