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麟

古
　
刀
　
銘
　
の

研
　
究

　
　
　
｝
、
絡
　
　
　
言

　
本
年
四
月
偶
々
古
い
備
前
物
の
「
刀
を
獲
て
、
其
の
銘

・
文
に
疑
が
起
っ
て
或
る
鑑
識
家
に
見
せ
た
所
が
、
銘
丈
は

な
か
ご

忠
（
刀
蓮
｝
を
磨
っ
て
後
か
ら
入
れ
だ
追
銘
で
あ
る
ε
の
こ

ご
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
更
に
此
の
外
の
所
構
品
の
数
刀

に
就
い
て
く
わ
し
く
調
べ
て
、
新
刀
を
除
い
た
簿
れ
の
忠

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

理
學
博
士
　
小

川
．

琢

治

も
大
小
無
数
の
銘
交
が
磨
滅
さ
れ
だ
形
跡
が
あ
る
こ
ご
に

注
意
し
、
夏
期
休
暇
中
の
鷲
掴
の
｝
法
ピ
し
て
刀
劒
銘
を

調
べ
、
九
・
十
・
こ
ケ
月
の
間
運
動
の
不
膚
由
な
病
床
に

暮
ら
す
問
に
引
き
尊
い
で
更
に
数
十
刀
を
蒐
め
て
、
忠
の

磨
滅
銘
を
説
破
せ
ん
で
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
刀
劒
の
鑑
溺
は
多
年
之
れ
に
熟
訳
し
た
專
門
家
ご
雄
為

　
　
　
　
　
　
　
第
蝋
競
　
　
　
　
一
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
声



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
劣

頗
る
困
難
を
翻
す
る
場
合
が
あ
っ
て
、
本
阿
彌
家
で
も
同

じ
刀
が
或
は
貞
宗
或
は
正
宗
ご
縛
愛
し
た
例
す
ら
あ
る
ご

い
ふ
か
ら
吾
々
が
未
だ
門
に
入
る
か
入
ら
訟
際
に
刀
劒
其

の
も
の
、
良
否
を
識
り
銘
文
の
眞
僑
を
、
論
ず
る
こ
ご
は
或

は
無
謀
な
輕
墨
ご
専
門
家
か
ら
一
笑
に
附
せ
ら
る
、
こ
ご

、
想
ふ
◎
“

　
簸
れ
こ
も
此
の
研
究
に
着
手
し
て
若
干
の
刊
本
及
び
寓

本
の
刀
裏
書
を
讃
ん
で
戚
じ
た
の
は
、
從
家
の
刀
劒
鑑
別

の
目
的
が
武
士
の
第
一
の
利
器
こ
し
て
攻
撃
ご
防
禦
に
役

立
つ
も
の
を
選
樺
す
る
に
在
っ
て
、
切
れ
味
が
好
く
て
折

れ
た
う
曲
っ
た
り
せ
諏
の
を
必
要
條
件
こ
し
、
銘
文
の
如

き
は
第
二
に
麗
か
れ
て
る
た
こ
ご
で
あ
る
。
…
断
っ
て
諸
侯

の
名
物
ご
云
は
れ
る
刀
で
も
無
銘
で
或
は
正
宗
或
は
義
弘

或
は
吉
光
こ
し
て
通
用
し
。
本
阿
彌
家
の
金
魚
・
折
紙
・
添

駿
等
に
よ
っ
て
代
附
け
企
何
枚
ご
定
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

武
器
こ
し
て
の
刀
劒
の
鑑
溺
は
隠
れ
で
満
足
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
第
扁
號
　
　
　
　
二
　
　
　
（
二
）

の
も
敢
へ
て
怪
し
む
に
は
足
ら
ぬ
が
、
刀
劒
に
刻
ま
れ
た

粟
國
闘
茶
作
某
年
某
干
支
某
月
某
臼
造
ご
い
ふ
銘
文
は
、

二
本
の
金
石
文
ε
し
て
一
種
の
意
義
を
有
す
べ
き
も
の
で

覚ハ

ﾌ
地
名
に
は
現
在
殆
ざ
忘
れ
ら
れ
た
蕪
名
な
ざ
が
あ
っ

て
、
鎌
倉
・
足
利
爾
晦
代
の
地
方
に
捌
達
し
た
豪
族
及
び

地
方
的
名
邑
の
所
在
分
布
を
明
か
に
す
る
こ
ご
が
出
來
る

の
で
あ
る
。
此
の
見
地
か
ら
口
本
の
簗
落
の
獲
達
史
を
補

ふ
交
献
こ
し
て
古
刀
銘
を
取
扱
へ
ば
、
武
器
こ
し
て
利
用

さ
れ
る
機
工
の
少
い
現
在
に
於
て
特
種
の
意
義
が
我
々
に

も
生
じ
て
梱
る
の
で
あ
る
。

　
叉
た
刀
劒
其
の
も
の
、
鑑
別
に
當
っ
て
軍
に
其
の
造
込

恰
好
・
及
文
・
忠
の
形
状
・
籔
昌
等
の
所
謂
掟
か
ら
刀
鍛
冶

を
決
定
す
る
こ
ご
が
出
凍
る
や
否
や
頗
る
疑
は
し
い
の
で

あ
る
か
ら
、
忠
に
就
い
て
癖
滅
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
銘
文
を

讃
破
せ
す
に
決
定
し
難
い
こ
ご
も
勿
論
で
あ
る
。
慶
長
頃

か
ら
現
今
ま
で
に
刀
劒
鑑
識
の
奪
門
家
の
手
に
成
っ
た
文

書
を
擢
ん
で
明
か
な
如
く
、
刀
鍛
冶
の
系
圖
・
年
代
等
に



頗
る
異
説
が
多
く
て
或
刀
工
の
正
確
な
年
代
は
殆
ご
知
れ

難
い
の
で
あ
る
。
故
に
銘
文
を
根
襟
慨
し
て
興
れ
を
整
理

決
定
す
る
必
要
が
あ
ら
う
ε
想
は
れ
る
。

　
吾
々
の
こ
、
に
述
べ
ん
ご
す
る
所
は
研
究
の
口
の
淺
い

膿
め
に
爾
ほ
不
徹
底
な
る
は
勿
論
で
、
他
H
第
二
第
三
の

績
稿
を
公
に
す
る
時
に
或
は
大
い
に
愛
つ
た
結
論
を
見
る

か
も
知
れ
澱
が
、
数
月
問
に
獲
た
所
で
も
初
め
て
刀
劒
書

を
手
に
し
て
耳
早
し
た
所
が
全
く
根
絶
の
な
い
傳
説
的
の

詑
載
に
過
ぎ
澱
こ
ご
を
獲
製
し
π
事
實
も
難
く
な
い
。
其

の
一
例
は
自
石
の
軍
器
考
な
ざ
か
ら
一
般
に
信
泌
ら
れ
て

る
る
大
寳
年
代
の
天
國
以
前
に
は
胡
椒
に
銘
文
を
刻
ま
な

ん
だ
こ
い
ふ
説
で
、
今
秋
奈
良
正
倉
院
御
藏
の
聖
武
天
皇

御
劒
の
刀
身
に
も
其
の
他
の
所
謂
無
荘
刀
に
も
銘
文
の
痕

跡
を
嚢
見
し
、
此
の
無
荘
刀
ご
洞
じ
形
式
の
庖
丁
正
宗
ご

で
も
呼
ぶ
べ
き
肖
分
墨
色
の
短
刀
に
、
，
奥
州
住
舞
草
太
郎

延
房
作
及
び
象
鳥
元
年
釘
九
月
二
＋
日
造
の
造
刀
銘
及
其
．

の
他
数
多
の
銘
文
が
澄
ま
れ
た
9
正
倉
院
で
硝
子
越
し
に

　
　
　
三
十
巷
　
　
研
　
劣
　
　
宵
刀
銘
の
研
劣

懐
中
電
燈
の
光
で
舞
見
し
た
無
荘
刀
の
忠
に
も
、
同
じ
く

天
國
の
外
に
奥
州
磯
草
及
び
延
房
等
の
文
字
が
幽
か
に
護

ま
れ
る
や
う
で
あ
る
Q
故
に
此
の
一
事
か
ら
推
し
て
大
寳

倉
以
前
の
刀
劒
を
無
銘
ご
推
定
す
る
の
誤
謬
は
殆
ざ
疑
ひ

を
容
れ
な
い
◎
此
の
獲
見
た
る
や
吾
々
自
身
も
頗
る
意
外

に
戚
じ
た
所
で
、
御
物
舞
魏
の
後
漸
く
確
認
す
る
に
至
つ

こ
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ナ　
此
の
登
見
の
前
に
見
た
他
の
古
刀
の
忠
か
ら
も
同
じ
く

奥
州
舞
草
物
が
現
在
の
日
本
刀
の
最
古
の
作
品
で
あ
ら
・
恥

ご
考
へ
た
が
、
所
与
無
帯
刀
の
朱
鳥
年
號
を
確
め
て
初
め

て
奥
州
に
於
け
る
鍛
刀
工
業
の
非
常
に
古
い
の
に
｝
驚
を

喫
し
た
の
で
あ
る
。
之
に
申
す
る
考
説
は
近
刊
の
地
球
誌

上
で
刀
劒
の
地
理
的
研
究
第
一
稿
ざ
し
て
詳
述
す
る
か
ら

こ
、
に
は
省
く
が
、
該
論
文
に
於
て
述
べ
な
い
所
の
刀
劒

銘
の
性
質
種
類
等
に
就
い
て
研
究
し
た
所
を
左
に
掲
げ
る

つ
も
り
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
刀
心
目
利
書
及
び
刀
鍛
冶
系
圖

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
三
　
　
渉
　
（
三
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
7
一
銘
の
研
究

　
叡
覧
の
鑑
識
及
び
刀
工
系
統
に
著
し
て
は
慶
長
以
習
癖

本
及
び
噺
本
こ
な
っ
て
み
る
も
の
が
少
く
も
二
十
除
種
を

数
へ
る
が
、
其
の
中
刊
本
ご
錐
も
慶
長
・
寛
永
の
古
本
は
容

易
に
手
に
入
り
難
く
、
書
本
の
名
を
知
っ
て
未
だ
其
の
も

の
を
目
賭
し
得
な
い
も
の
が
頗
る
あ
る
。
故
に
今
こ
、
に

完
全
な
三
内
羽
目
を
掲
げ
能
は
澱
が
手
許
に
蒐
め
た
も
の

だ
け
で
其
の
概
賂
を
述
べ
る
の
は
鴇
吾
々
ご
同
じ
入
門
者

の
一
助
こ
な
り
叉
た
自
分
の
知
識
の
狡
駐
な
範
風
に
限
ら

れ
て
み
る
こ
ご
を
告
締
す
る
こ
ご
に
も
な
っ
て
本
稿
の
讃

者
を
誤
ら
識
ご
想
ふ
。

　
刀
劒
の
目
利
及
び
刀
鍛
冶
の
碁
勢
に
驕
す
る
書
物
の
中

世
間
流
布
本
で
手
許
に
集
め
得
た
も
の
に
就
い
て
左
に
解

題
し
て
刀
断
書
を
槍
索
す
る
入
門
者
の
案
内
ご
す
る
。

一
、
古
今
藁
履
大
全
蝦
鞭
㌃
ハ
翻
墨
入
喬
冊

　
　
此
の
書
は
慶
長
三
戊
戌
年
二
月
二
＋
八
日
竹
屋
甚
左
衛
門
尉

　
　
重
次
の
署
名
花
押
あ
る
「
古
今
銘
講
」
一
巻
の
爲
本
が
底
本
ミ

　
　
な
っ
て
み
る
。
現
刊
本
（
零
梅
及
び
元
謀
版
）
に
は
此
の
奥
書

　
　
　
　
　
　
　
　
第
叫
號
　
　
　
断
　
．
へ
臨
ヅ

　
が
な
い
が
，
竹
麟
重
次
か
ら
の
受
徳
者
が
版
に
す
る
の
で
態

　
・
こ
姓
名
を
省
い
た
も
の
で
あ
る
。
現
刊
本
に
は
此
の
秘
傳
警

　
の
諸
刀
工
の
隣
利
に
必
要
な
忠
の
様
式
に
關
す
る
事
項
各

　
刀
工
の
系
譜
に
注
記
し
た
外
に
腱
裁
を
愛
へ
内
容
を
檜
補
し

　
た
癒
が
少
く
な
い
っ
叉
た
原
本
は
大
全
の
＝
｝
幅
巻
に
相
當

　
す
る
も
の
で
、
三
以
下
は
同
人
の
傳
か
否
か
自
分
所
藏
の
爲

　
本
に
な
い
か
ら
知
る
こ
ぐ
」
が
出
來
ぬ
。
或
は
大
全
は
こ
の
銘

　
蓋
の
惚
を
受
け
た
上
に
他
の
材
料
を
も
韓
め
た
竹
屋
門
下
の

　
秘
傳
書
で
慶
長
十
六
年
に
之
を
刊
行
し
弛
も
の
で
あ
ら
う
。

二
、
（
三
一
）
秘
傳
回
議
譲
　
　
　
　
一
　
罰

　
此
の
書
に
も
奥
書
の
末
に
署
名
が
な
く
て
作
者
の
を
詳
に
し

　
難
・
＼
高
瀬
灯
明
氏
（
小
照
ミ
歴
與
第
二
號
）
に
は
目
利
書
－
こ

　
せ
ら
れ
た
が
、
底
本
正
之
助
氏
所
載
本
に
本
文
ε
同
字
艦
の

　
題
籔
が
あ
る
か
ら
之
に
從
ふ
。
系
圖
を
載
せ
す
し
て
餐
國
物

　
ε
有
名
な
刀
工
の
押
形
爲
し
ミ
作
風
を
列
墾
し
、
前
掲
の
大

　
全
巻
三
四
噛
こ
署
し
く
異
っ
た
も
の
で
、
刀
工
の
撒
は
遙
か
に

　
少
い
が
蝕
程
要
領
を
撲
ん
だ
も
の
ら
し
い
。

ご｝

a
@
（
轡
処
・
実
話
仏
債
系
隅
隅
）
　
　
　
　
　
　
　
零
本
上
　
　
】
　
　
　
冊
…



　
此
の
書
の
刊
行
年
月
繊
は
不
明
で
あ
る
が
、
寛
永
元
年
か
ら

．
刀
工
の
年
代
を
超
算
し
た
の
で
葡
者
、
こ
略
ぽ
同
時
の
刊
行
に

　
係
る
も
の
ら
し
く
想
は
れ
、
田
利
に
関
す
る
下
一
班
渠
は
中

　
下
二
冊
が
あ
る
べ
き
で
、
或
は
前
掲
泌
罫
書
が
そ
の
下
班
に

　
湘
…
愚
堕
す
る
か
ε
も
考
へ
ら
れ
る
。
か
、
板
の
宇
膿
模
式
。
か
異
つ

　
て
る
る
か
ら
何
ε
も
断
言
し
難
い
。
此
の
系
陶
は
銘
蓋
及
び

　
大
全
よ
り
も
潅
か
に
簡
略
で
あ
る
が
、
諸
幽
同
名
鍛
冶
の
一

　
項
は
更
に
詳
細
で
あ
る
馳
な
さ
も
特
色
の
一
で
あ
る
。

四
、
右
刀
銘
議
大
全
　
購
魚
鳥
礁
弘
郵
著

　
慶
長
版
銘
諜
大
全
を
廉
本
ミ
し
て
之
に
塒
補
し
て
慶
長
獄
後

　
の
新
刀
を
載
せ
ぬ
の
で
古
今
を
古
刀
ε
改
め
た
の
で
あ
る
。

　
前
の
大
全
ミ
全
く
腿
裁
内
容
を
異
に
し
、
押
形
銘
丈
の
網
羅

　
に
努
め
た
も
の
で
、
追
風
の
書
ミ
し
て
た
し
か
に
新
面
目
を

　
瀾
い
て
刀
刻
鑑
定
の
入
門
を
容
易
に
し
た
。
繋
れ
摩
こ
も
荊
の

　
諸
書
は
諸
家
の
秘
傳
そ
の
ま
・
を
列
載
し
た
文
献
－
こ
し
て
の

　
二
値
が
あ
り
、
且
つ
作
風
の
記
載
も
勝
っ
て
る
る
馳
が
認
め

　
ら
れ
る
か
ら
、
互
に
饗
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
、
本
朝
鍛
冶
考
欝
舗
炎
魚
監
製
＋
季
二
冊

　
　
第
、
ナ
巻
　
　
研
擁
　
　
古
刀
銘
の
研
舞

　
鎌
田
魚
妙
は
此
の
古
刀
に
冠
す
る
著
書
の
外
に
新
刀
辮
疑
を

　
著
し
慶
長
以
後
の
新
刀
に
就
い
て
瀞
田
履
道
（
白
龍
子
）
の
新

　
刀
銘
識
（
享
保
六
刊
）
の
癒
漏
を
補
ひ
且
つ
位
列
を
も
決
定
せ

　
ん
ε
試
み
、
そ
の
選
定
は
華
美
な
刃
文
あ
る
も
の
を
上
位
に

　
置
く
偏
見
に
隔
り
、
卓
上
の
室
論
で
刀
劒
の
蟹
用
に
迂
い
ε

　
い
ふ
批
難
を
無
刀
に
熟
練
し
た
川
部
水
心
子
な
曹
か
ら
受
け

　
た
入
で
あ
る
。
そ
の
著
書
に
は
該
博
を
街
ふ
諮
を
発
れ
ぬ
鮎

　
を
認
め
る
が
、
そ
の
編
纂
仁
當
り
材
料
を
批
判
考
謹
せ
ん
ε

　
し
た
努
ヵ
は
之
を
多
ε
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
た
系
岡
は
「
萬

　
治
諸
國
鍛
冶
系
圓
し
を
底
本
ぐ
）
し
て
多
数
の
刀
工
を
網
羅
し

　
た
も
の
で
、
最
も
詳
細
で
あ
る
黙
も
そ
の
特
長
で
あ
る
。

六
、
右
今
鍛
冶
備
考
叢
誌
騰
嬰
、
睦
藩
七
冊

　
著
者
は
試
し
斬
を
食
甚
の
家
業
ε
し
、
碧
羅
及
び
試
し
断
に

　
精
し
く
，
且
つ
新
古
刀
剣
の
鑑
識
に
通
じ
た
人
で
あ
る
か
ら

　
葡
二
三
に
比
し
て
猫
特
の
便
値
あ
る
著
書
で
あ
る
。
そ
の
各

　
刀
工
い
ろ
は
願
の
記
載
に
は
試
し
斬
の
成
績
に
よ
っ
て
大
業

　
物
議
業
物
業
物
ぐ
」
擁
越
し
た
如
き
、
押
形
の
撒
の
少
い
代
血

　
に
複
製
に
意
を
用
み
た
如
き
∵
何
れ
も
一
頭
地
を
依
い
て
る

　
　
　
　
　
　
　
、
錦
洲
舞
　
　
　
五
　
　
（
五
）



　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
鋳
究

　
る
の
で
眞
に
心
持
の
よ
い
書
物
で
あ
る
。

此
の
他
に
横
猿
一
冊
本
の
小
滞
，
争
で
は

七
、
古
今
鍛
冶
備
見
出
姻
政
稽

八
、
古
刀
簗
麹
鵜
藩
　
・

九
、
懐
蜜
剣
R
如
璽
、
課
著

＋
，
掌
害
刀
銘
薮
難
兵
馨
．
著

　
七
八
共
に
「
い
ろ
は
」
順
に
同
名
刀
工
を
列
載
し
、
七
は
六
を

　
喉
補
し
た
の
で
刀
工
の
撒
最
も
多
く
、
八
は
集
録
す
ろ
所
梢

　
少
く
、
特
に
李
安
三
三
葡
に
疎
で
あ
る
が
、
同
じ
く
蝦
冶
見

　
出
し
の
用
に
酒
利
で
あ
る
。
九
は
折
本
で
業
物
四
等
の
簸
別

　
を
切
れ
味
で
定
め
一
当
ミ
伸
ば
し
て
刀
の
長
さ
ミ
反
り
を
測

定
す
る
尺
度
ミ
を
載
せ
、
名
の
如
く
便
利
な
懐
中
本
で
あ
る

　
十
は
時
代
が
新
ら
し
い
だ
け
古
刀
工
の
撒
を
多
く
網
羅
し

　
て
る
る
し
、
そ
の
系
岡
も
葡
の
諸
者
よ
り
は
勇
躍
で
あ
る
が

　
重
要
な
刀
工
の
系
統
を
正
す
に
は
意
を
用
み
た
も
の
で
あ

　
る
。

土
、
饗
刀
禦
悪
運
霧
　
　
　
馬
柵

＋
二
，
三
滝
用
論
薫
化
蛋
姦
七
　
葡
後
二
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
鹸
獅
｝
號
　
　
　
　
　
六
　
　
　
　
（
六
）

の
二
三
は
本
篇
を
超
草
す
る
に
當
っ
て
塞
敬
し
た
所
は
殆

ん
ざ
な
い
が
、
美
川
時
代
の
柵
戸
法
及
び
目
利
に
一
大
革

命
を
蓮
し
た
重
要
な
る
文
献
で
あ
っ
て
、
地
鐵
の
選
鐸
法

及
び
新
刀
諸
工
の
刀
劒
．
の
實
用
め
適
否
を
明
に
し
た
こ
ご

を
特
筆
せ
ね
ば
な
ら
澱
。

　
此
の
他
に
「
刀
劒
ご
出
頭
」
に
高
瀬
朋
皐
氏
の
載
せ
た
前

に
掲
げ
だ
三
好
入
際
強
国
幽
幾
等
の
目
利
書
名
の
外
に
同

誌
に
本
阿
彌
光
悦
属
利
書
、
慶
長
秘
湯
書
、
本
阿
彌
光
悦
光

瑳
光
甫
秘
傳
書
。
題
名
不
明
秘
卜
書
（
朋
皐
氏
鑑
刀
秘
鍵

ご
名
づ
く
）
、
塞
中
野
秘
傳
書
、
刀
劒
鑑
定
胃
傳
、
大
成
銘

譜
笙
、
正
保
如
手
引
抄
、
土
屋
押
形
、
光
悦
銘
鑑
、
木
屋

押
形
等
が
見
え
て
み
る
が
．
未
だ
塗
る
機
會
が
な
い
。

　
明
治
以
後
刀
劒
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
拙
版
さ

れ
π
も
の
で
は

　
　
光
山
押
形
刀
劔
會
　
　
埋
忠
押
形
伺
　
　
郵
話
録
劔
額
會

の
三
書
が
立
派
な
書
物
で
、
特
に
劒
話
録
は
今
村
長
賀
別

役
、
義
雨
氏
の
講
話
筆
記
で
、
虜
分
の
入
門
の
手
引
ビ
な



つ
た
良
書
で
あ
る
Q
此
の
爾
氏
は
御
物
を
始
じ
め
臼
本
現

存
刀
年
中
の
名
品
を
熟
霧
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本

阿
彌
家
厳
の
傳
設
的
鑑
定
か
ら
猫
請
し
た
鑑
識
家
中
最
大

の
樺
威
で
、
又
た
從
っ
て
明
治
時
代
の
刀
劒
鑑
胴
法
の
如

何
な
る
も
の
か
を
窺
ふ
に
歓
く
可
ら
ざ
る
も
の
ご
想
，
津
。

　　

☆
囂
Q
秘
訣
導
管
三
郵
天
籟
　
＋
講

ご
い
ふ
書
物
は
古
刀
銘
盤
大
金
ご
本
朝
鍛
冶
考
新
刀
辮
疑
，
．

等
の
刊
本
を
切
り
扱
い
て
、
文
献
を
改
め
て
分
り
易
く
し

た
も
の
こ
の
短
詳
に
て
足
り
、
何
等
の
そ
れ
以
外
の
秘
訣

こ
い
ふ
べ
き
黙
を
見
ぬ
の
み
な
ら
す
、
誤
讃
し
て
意
味
の

分
ら
軽
機
に
な
っ
た
慮
も
あ
る
か
ら
、
羊
頭
狗
肉
の
諭
を

免
れ
ま
い
。
之
に
反
し
て

　
　
刀
劒
轟
黒
垂
冊
刀
劒
鑑
定
備
轟
沿
躍
概

の
爾
書
は
刀
劒
保
存
會
を
興
し
、
現
行
叢
誌
「
刀
劒
ご
歴

史
」
ご
を
褒
憂
し
℃
縫
本
刀
愛
護
の
氣
運
を
振
起
し
つ
＼

あ
る
著
者
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
、
劒
型
録
ご
併
讃
す
る

を
要
し
、
現
在
の
刀
劒
界
の
溶
葉
箒
も
知
る
に
足
る
の
で

　
　
F
第
十
巻
　
　
研
“
究
　
　
古
刀
銘
の
讐
究
　
　
　
　
　
　
　
。

　
あ
る
。
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
、

　
　
刀
劒
に
害
す
る
専
門
雑
誌
は
「
刀
劒
」
及
び
「
刀
劒
會

　
誌
」
の
二
種
何
れ
も
壌
刊
し
，
上
に
述
べ
た
「
刀
劒
ご
歴

　
激
し
だ
け
が
朋
皐
氏
の
努
力
で
十
除
年
か
ら
縫
績
し
て
ゐ

　
る
。
此
の
第
三
者
が
本
稿
に
繋
り
手
に
し
得
た
唯
一
の

∵
難
誌
で
、
最
．
b
負
ふ
所
が
多
い
こ
妥
附
契
ね
ば
な
ら

　
ぬ
Q
　
　
　
　
　
－

　
　
樹
ほ
一
言
附
記
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
故
實
そ
の
他
の
刀

　
創
に
附
随
し
た
事
項
に
溺
す
る
圏
書
で
、
特
に
刀
銘
の
研

　
究
に
必
要
な
も
の
で
、
轟
轟
は
左
の
諸
書

　
　
　
本
邦
刀
刃
雪
曇
餐
俊
刀
網
姦
鞭
犠
信
充

　
　
　
穣
本
二
冊
　
劒
寧
新
論
轍
淋
際
鐸
振

　
及
び
若
干
の
古
典
類
を
墾
録
し
た
。

　
　
此
等
の
徳
川
隠
蔽
の
書
物
に
よ
れ
ば
刀
劒
の
目
利
は
、

　
鎌
倉
時
代
の
正
宗
の
頃
か
ら
始
ま
っ
て
、
古
今
銘
盤
は
正

　
宗
の
難
論
族
行
に
よ
っ
て
獲
た
系
圓
ε
足
利
義
満
の
刀
劒

　
鑑
定
を
し
た
宇
津
宮
三
河
入
池
の
属
利
傳
等
を
輯
め
た
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
「
號
　
　
　
　
七
　
　
　
（
七
）



　
　
　
鎮
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
古
灘
銘
φ
研
擁

い
ふ
。
誉
れ
ざ
も
薫
れ
ご
賂
同
時
の
寛
永
刊
本
系
綴
及
び

目
利
書
ご
は
互
に
願
る
異
同
が
あ
る
も
の
で
，
錐
誌
「
刀

劒
ご
歴
史
」
に
掲
げ
ら
れ
た
三
好
下
野
入
道
r
釣
竿
）
聞
書
・

細
川
幽
冥
目
利
心
得
書
の
如
き
も
の
も
あ
る
の
で
，
足
利

時
代
か
ら
既
に
種
々
の
目
利
秘
傳
及
び
刀
鍛
冶
系
圓
が
出

來
て
る
た
こ
ご
が
知
ら
れ
る
。

　
此
等
目
利
書
の
當
否
を
批
鋼
す
る
こ
ご
は
本
稿
で
は
未

だ
全
く
不
能
で
あ
る
が
、
刀
工
の
年
代
を
此
等
の
系
圖
ご

留
分
の
青
ん
だ
銘
文
ご
で
比
較
研
究
す
る
に
そ
の
記
載
に

は
大
抵
根
櫨
が
あ
る
ご
認
め
ら
れ
る
の
が
多
一
、
恐
ら
く

は
徳
川
時
代
か
ら
の
後
の
忠
の
銘
文
の
押
形
（
拓
本
）
の
如

き
、
大
抵
年
月
日
の
銘
文
の
な
い
も
の
が
そ
の
墓
礎
こ
な
．

つ
た
の
で
は
な
く
て
、
吾
々
の
癖
滅
銘
か
ら
獲
引
し
た
銘

文
ご
同
じ
様
な
も
の
を
基
礎
こ
し
て
み
る
ら
し
い
。
故
に

慶
長
以
後
特
に
寛
政
前
後
の
鑑
定
家
が
繋
れ
を
無
覗
し
て

刀
身
の
鑑
識
の
方
か
ら
訂
正
を
試
み
た
こ
す
れ
ば
、
却
っ

て
不
確
實
な
妄
断
に
照
っ
て
み
る
か
も
知
れ
ぬ
ご
想
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
↓
號
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　
（
入
）

　
轡
々
は
書
く
の
如
き
古
い
文
獄
を
爾
ほ
探
威
せ
ね
ば
な
ら

　
ぬ
ご
想
ふ
が
、
慶
長
以
前
の
胃
管
本
は
久
し
く
刀
劒
鑑
定

　
に
從
撰
す
る
入
塾
も
容
易
に
手
に
入
れ
難
い
ご
聞
く
か
ら

　
現
在
は
こ
、
に
揚
げ
た
程
度
の
文
…
獄
で
姑
く
満
足
す
る
外

　
は
な
か
ら
う
。

　
　
　
　
三
、
刀
劒
に
点
す
る
用
語
ビ
各
國

　
　
　
　
　
　
　
物
の
特
色
一
般

　
　
刀
劒
の
銘
文
に
就
い
て
述
ぶ
る
前
に
護
者
の
便
宜
上
刀

　
劒
に
閥
す
る
こ
三
の
慣
用
語
を
説
明
す
る
○
刀
劒
は
双
を

　
下
に
し
て
置
く
太
刀
．
上
に
し
て
指
す
刀
脇
指
の
遜
別
が

　
あ
っ
て
從
っ
て
銘
文
は
其
の
楓
嘉
祥
ち
太
刀
銘
ご
、
指
表

＼
．
即
ち
刀
銘
ご
互
ひ
に
反
調
の
面
に
刻
ま
れ
て
み
る
。
ヌ
た

　
刀
の
各
局
所
の
黙
思
は
刀
身
即
ち
身
ご
刀
董
即
ち
忠
又
元

　
は
込
み
ご
に
分
れ
、
刀
身
は
寄
寄
の
虜
で
棟
ご
忍
ご
の
一

　
部
分
が
切
り
取
ら
れ
て
幅
の
狭
い
忠
こ
な
り
其
の
界
を
關

　
（
ま
ち
）
ご
呼
び
、
刀
身
の
長
さ
は
棟
の
關
…
か
ら
切
先
の
尖

　
端
ま
で
を
直
線
に
測
り
、
此
の
線
ご
棟
の
間
の
最
大
距
離

’



、

　
を
以
て
反
り
の
大
小
こ
す
。
幅
は
同
じ
く
棟
ご
忍
の
間
を

閣
に
於
て
測
る
。

　
　
刀
身
の
様
式
帥
ち
造
り
に
は
直
刀
ご
反
っ
た
忍
刀
の
匿

別
の
外
に
棟
隅
か
ら
及
へ
李
面
に
研
い
だ
雫
造
ご
、
三
隅

か
ら
幅
の
約
三
分
一
の
庭
か
ら
双
端
に
研
い
で
こ
、
に
稜

角
を
な
し
た
粗
造
こ
の
匿
別
が
あ
る
。
爾
ほ
後
者
に
類
似

し
た
も
の
に
菖
蒲
造
・
鵜
首
造
塔
た
は
冠
落
し
た
ご
い
ふ

　
⑳
も
あ
っ
て
、
其
の
月
別
は
鋳
の
筋
が
切
先
の
下
で
薩
線

に
折
れ
、
此
の
黙
か
ら
及
へ
横
手
ご
呼
ぶ
稜
角
を
な
す
も

の
が
錆
造
で
、
後
の
雨
者
は
鏑
筋
が
目
然
に
曲
が
っ
て
棟

に
達
し
、
此
の
鋪
筋
ご
棟
隅
こ
の
聞
の
面
が
細
造
よ
り
も

．
傾
い
て
棟
の
厚
さ
帥
ち
重
ね
が
薄
く
な
っ
て
、
鵜
首
造
で

は
鋼
元
に
近
い
腰
の
部
分
の
み
が
鋳
造
ご
同
じ
く
左
右
歯

面
略
ぼ
並
行
し
て
み
る
の
磁
路
が
あ
る
。

　
刀
身
の
棟
の
二
言
に
は
二
面
か
ら
成
る
庵
棟
、
其
の
上

隅
角
を
割
っ
た
三
面
か
ら
成
る
三
ッ
罵
言
た
は
眞
の
棟
》

及
び
圓
棟
の
三
種
の
随
別
が
あ
る
。

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

　
忠
の
形
状
に
も
諸
國
の
模
式
の
匪
別
が
あ
り
、
殊
に
其

の
先
即
ち
尻
に
片
山
形
、
卒
塔
婆
形
郎
ち
劒
形
、
圓
昧
を

附
け
π
迷
宮
等
の
建
仁
が
あ
り
、
其
の
翁
昌
に
も
切
り
、

　
　
　
　
　
　
せ
ん

筋
違
、
檜
垣
、
鍵
す
き
、
鷹
の
朋
等
の
彊
別
が
あ
る
。

　
双
文
帥
ち
焼
立
の
形
駿
に
は
殆
ざ
屈
曲
の
な
い
直
双
、

鈍
く
屈
曲
し
た
の
た
れ
双
、
急
に
屈
曲
し
た
飢
双
三
の
遍

別
が
あ
る
。
叉
た
働
れ
も
種
々
の
賢
俊
を
呈
し
、
大
観
れ

小
概
れ
、
丁
子
興
れ
、
五
の
目
、
編
の
歯
等
の
名
聡
で
魑
別

．
さ
れ
る
。
其
の
地
ご
及
の
界
か
ら
双
の
方
へ
霞
ん
だ
の
を

匂
ひ
、
地
の
方
に
霞
ん
だ
の
を
繕
え
ご
し
て
囁
面
し
、
此

の
縫
え
方
が
甚
し
け
れ
ば
或
は
練
焼
こ
し
或
は
皆
焼
（
ひ

た
つ
ら
）
こ
し
て
逼
別
す
る
Q

　
皿
文
の
横
手
の
上
で
棟
に
合
す
る
施
を
嚢
子
ご
呼
び
其

の
棟
に
達
す
る
前
に
曲
る
の
を
返
へ
り
と
呼
び
、
返
へ
ら

ぬ
を
嶢
詰
ご
呼
ん
で
匿
別
す
る
。

　
刀
劒
の
作
風
の
三
崩
は
此
等
の
個
々
の
性
質
に
よ
る
も

の
で
、
國
々
各
々
特
有
の
様
式
を
成
し
、
叉
た
同
一
の
國

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
競
　
　
　
九
　
　
（
九
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

に
あ
っ
て
も
流
涙
の
淵
源
を
異
に
す
る
に
從
っ
て
著
し
い

窟
違
が
あ
る
。
暴
れ
を
大
別
す
れ
ば
大
和
物
、
京
物
，
備

前
物
、
相
州
物
の
四
つ
が
其
の
淵
源
で
、
大
和
物
か
ら
濃

州
關
物
が
分
れ
京
物
の
内
の
來
｝
派
が
肥
後
菊
池
の
延
壽

の
重
工
を
生
じ
、
備
前
物
か
ら
備
中
青
江
物
備
後
三
原
物

・
等
が
漣
り
、
相
州
物
は
京
粟
田
口
國
綱
ε
備
前
桑
門
爾
涙

の
合
し
て
出
來
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
相
州
物
が
繊
て

其
の
作
風
の
流
行
が
鎌
倉
時
代
以
後
一
時
は
天
下
を
風
靡

し
諸
國
の
刀
工
中
に
正
宗
門
弟
ご
見
繕
さ
れ
た
も
の
が
あ

っ
て
、
越
中
義
弘
、
備
前
兼
光
、
長
義
、
閥
志
津
粂
氏
等

は
そ
の
麹
楚
こ
し
て
名
高
い
Q

　
　
一
地
方
に
於
て
も
作
風
は
襟
代
の
墾
遷
に
連
れ
て
著
し

く
墾
化
し
，
備
前
物
に
就
い
て
そ
の
一
例
を
畢
ぐ
れ
ば
、

鎌
倉
時
代
師
ち
元
暦
以
前
の
古
備
前
ご
熱
す
る
古
刀
で
は

幅
の
狭
い
反
り
の
強
い
小
切
先
で
匂
ひ
沸
え
の
濃
か
な
古

雅
の
も
の
が
多
い
が
、
元
暦
以
後
の
後
鳥
頭
蓋
に
奉
仕
し

た
番
鍛
冶
の
作
風
は
幅
、
重
ね
丈
夫
で
粟
田
口
物
に
似
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
一
〇
）

反
う
の
華
美
な
観
れ
の
あ
る
も
の
に
な
り
、
更
に
下
っ
て

鎌
倉
時
代
中
葉
の
光
忠
、
長
光
等
の
長
船
物
ご
な
っ
て
盆

々
漁
れ
の
賑
や
か
な
も
の
こ
な
り
、
正
宗
の
影
響
を
受
け

た
調
光
。
長
義
等
の
如
き
は
全
く
相
州
風
の
作
品
を
も
残

し
、
南
北
朝
以
後
に
は
小
反
り
物
ε
な
b
、
最
後
に
齢
定

等
の
如
き
末
備
前
物
に
鍵
つ
た
の
で
あ
る
9

　
　
　
四
、
刀
劒
の
銘
文

　
刀
劒
の
銘
文
に
就
い
て
は
詳
か
に
論
考
し
た
研
究
者
が

、
少
く
、
前
に
述
べ
た
如
く
刀
劒
鑑
定
の
目
的
が
武
器
こ
し

て
の
適
否
を
識
別
す
る
に
あ
っ
て
、
刀
身
の
癌
、
火
事
に

會
つ
た
炮
じ
物
、
再
び
之
れ
に
焼
を
入
れ
た
嶢
直
し
物
等

で
あ
る
や
否
や
を
鑑
．
定
す
る
の
が
第
一
で
、
刀
身
及
び
忠

の
掟
か
ら
認
め
た
所
ご
忠
に
切
っ
た
銘
ご
が
、
一
致
せ
漁

所
の
言
偏
に
注
意
を
挑
つ
た
が
、
銘
文
の
場
合
は
新
し
い

劣
等
覗
さ
れ
た
刀
工
の
優
良
品
に
、
其
れ
よ
り
も
古
い
名

工
の
名
を
切
っ
て
僑
物
を
造
っ
て
、
そ
の
便
格
を
高
め
ん

ピ
す
る
の
が
普
蓮
で
あ
る
ご
さ
れ
て
る
る
。



　
刀
劒
銘
の
歯
來
に
就
い
て
は

　
　
凡
管
輩
軍
器
、
皆
略
報
様
、
令
鍋
題
年
月
及
工
匠
姓
名

ご
い
ふ
大
寳
命
の
馨
石
倉
に
見
え
た
所
に
よ
っ
て
、
そ
れ

よ
り
以
前
の
刀
禰
は
無
銘
で
あ
り
得
る
ご
し
た
の
は
、
論

弁
白
石
の
軍
器
考
以
來
一
般
に
認
め
ら
れ
た
る
所
で
あ
る

又
た
後
世
の
作
品
で
は
正
宗
、
義
弘
等
軸
要
物
に
無
銘
刀

の
あ
る
の
を
熔
麗
し
て
、
正
宗
は
己
れ
の
作
晶
は
他
工
ご

紛
れ
ぬ
こ
の
爵
信
が
あ
っ
て
銘
を
切
ら
な
ん
だ
こ
い
ふ
説

な
ざ
も
行
は
れ
、
無
銘
刀
が
あ
っ
て
も
敢
へ
て
怪
し
ま
澱

の
で
あ
る
。

　
次
に
述
べ
る
如
く
吾
々
の
研
究
し
た
所
で
は
、
未
鳥
の

年
號
を
切
っ
た
忠
は
必
し
も
稀
で
な
く
、
大
寳
命
は
其
の

以
前
か
ら
行
は
れ
た
脅
慣
を
成
交
律
に
し
た
も
の
ご
す
べ

き
で
，
大
喪
以
前
の
刀
劒
も
刀
工
名
及
び
年
月
日
を
錨
題

す
る
の
を
常
例
ε
し
だ
こ
ご
が
明
か
で
あ
る
。
（
六
の
挿
圖

饗
面
）

　
後
世
の
作
倉
に
無
銘
の
忠
は
怠
る
多
い
が
、
乱
発
の
寓

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

目
し
た
も
の
は
悉
く
銘
文
を
磨
滅
し
だ
も
の
に
過
ぎ
す
し

て
、
大
小
無
数
の
文
字
が
刀
身
か
ら
忠
へ
か
け
て
刻
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
、
從
っ
て
若
し
無
銘
忠
が
あ
っ
た
こ
す
れ

ば
、
そ
れ
は
需
要
の
鯛
係
か
ら
粗
製
濫
造
の
場
合
に
無
責

任
に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
正
宗
一
派
だ
け
が
初
め
か
ら
優

良
撮
を
無
銘
の
ま
、
に
し
て
、
数
百
年
來
の
習
償
を
無
硯

し
た
な
ご
い
協
の
は
、
恐
ら
く
は
豊
臣
、
徳
川
墨
型
の
問

に
本
阿
彌
の
鑑
定
で
無
銘
刀
を
相
州
物
の
優
良
昂
ご
し
て

通
用
さ
せ
て
、
今
の
金
鶏
働
章
を
武
鋤
の
あ
っ
た
軍
人
に

與
へ
た
り
、
高
等
の
鋤
章
を
外
交
的
に
贈
号
し
た
う
す
る

の
高
2
、
験
の
勇
士
へ
の
下
賜
品
若
し
く
繕
答

献
上
の
都
合
か
ら
出
撃
た
政
賂
的
性
質
の
も
の
で
、
其
の

後
に
至
っ
て
は
本
阿
彌
家
で
は
優
良
な
信
國
在
銘
の
力
を

見
て
、
銘
を
磨
滅
し
て
貞
宗
こ
し
て
代
附
け
し
て
も
よ
い

ご
明
言
す
る
ま
で
に
露
骨
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
故
に

無
便
値
の
粗
製
品
以
外
に
元
來
の
無
銘
刀
な
る
も
の
は
殆

ん
ざ
絶
無
で
あ
る
ビ
断
言
さ
れ
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
一
一
　
　
（
一
一
）

、



齢

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

　
細
面
銘
の
機
式
は
製
作
の
至
嘱
、
年
、
干
支
、
月
臼
の

下
に
造
の
宇
を
加
へ
、
刀
工
の
戴
冠
ご
名
の
下
に
作
の
宇

を
加
へ
て
、
忠
の
楓
表
又
た
は
指
表
に
後
者
を
切
り
、
其

の
反
醤
の
面
に
前
者
を
切
る
の
を
正
銘
こ
す
べ
き
で
、
莫

の
後
に
他
の
刀
工
が
手
を
入
れ
て
刀
身
を
短
縮
す
る
時
に

は
黒
髭
を
磨
滅
す
る
か
又
た
は
切
り
去
っ
た
後
に
宮
己
の

名
の
下
に
上
之
の
二
字
を
煎
へ
、
反
二
面
に
同
じ
く
年
月

．
を
切
る
の
を
常
こ
し
、
所
謂
磨
上
置
が
出
謙
る
の
で
あ
る

此
く
の
如
き
原
作
者
減
た
は
磨
上
者
の
唐
分
で
切
っ
た
銘

は
何
れ
も
認
れ
を
正
銘
ご
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
磨
上
の
場

合
は
之
れ
を
磨
上
正
銘
ご
呼
ん
で
原
正
銘
ご
津
別
す
れ
ば

よ
い
。

　
磨
上
の
場
合
に
は
原
の
忠
の
男
爵
雛
臼
は
失
せ
て
磨
上

者
の
機
器
に
な
り
得
る
も
の
で
、
旨
く
の
如
き
手
入
れ
の

な
い
も
の
だ
け
が
原
正
銘
ご
原
形
状
を
存
し
た
生
忠
ビ
し

て
傳
は
b
得
る
が
、
古
刀
の
大
部
分
は
幾
回
も
手
入
れ
が

行
は
れ
て
生
前
は
殆
ん
ざ
な
く
な
っ
て
み
る
。
現
在
生
忠

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
一
二
　
　
（
一
ご
）

ご
幕
す
る
も
の
で
も
目
釘
穴
二
個
以
上
あ
る
も
の
は
皆
磨

上
を
経
た
事
の
疑
は
れ
ぬ
も
の
で
、
故
今
村
長
駆
氏
の
愛

藏
せ
ら
れ
だ
垂
直
兼
光
の
太
刀
の
押
形
寓
眞
を
見
て
も
、

目
釘
穴
四
個
あ
っ
て
、
建
武
年
代
の
も
の
す
ら
此
く
の
如

く
度
々
手
入
れ
を
受
け
た
形
跡
明
瞭
で
、
番
鍛
冶
及
び
其

の
以
前
の
古
刀
に
至
っ
て
は
恐
ら
く
は
完
全
な
生
忠
こ
い

ふ
も
の
は
一
つ
も
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。

．
唯
識
の
除
外
沙
正
倉
院
下
士
吊
の
場
合
で
、
無
荘
刀

ご
輔
塗
す
る
目
釘
穴
を
穿
た
な
い
未
用
品
だ
け
は
、
天
李
時

代
に
打
ち
上
げ
て
今
日
ま
で
全
く
手
の
入
ら
な
か
っ
た
珍

し
い
も
の
で
あ
る
Q

　
今
吾
々
の
手
に
し
得
る
古
刀
で
は
磨
上
忠
が
普
通
で
、

又
た
屡
々
刀
身
ご
忠
の
間
を
縫
ぎ
合
は
せ
た
繊
忠
も
あ
る

磨
上
の
場
合
に
は
切
り
去
っ
た
望
薄
を
短
冊
形
に
し
て
忠

に
嵌
め
込
ん
だ
短
冊
銘
　
又
た
は
左
右
下
三
邊
を
長
方
形

に
切
っ
て
裏
面
を
磨
滅
し
て
其
の
ま
、
忠
の
反
撃
面
に
折

り
返
へ
し
、
短
冊
形
に
晦
滅
し
た
所
へ
嵌
め
込
ん
だ
折
返
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銘
な
ざ
も
あ
る
。
乱
れ
こ
も
此
く
の
如
く
原
正
銘
を
保
存

す
る
こ
ご
に
な
っ
た
の
は
、
多
分
慶
長
前
後
か
ら
、
し
く

備
前
一
文
字
助
房
の
太
刀
で
永
職
年
間
に
磨
上
げ
だ
も
の

を
見
る
に
、
原
銘
の
部
分
を
切
り
捨
て
、
新
に
磨
上
者
が

助
房
作
の
三
宇
を
切
っ
て
み
る
。
倒
れ
は
所
謂
追
銘
で
は

あ
る
が
多
分
助
房
作
た
る
こ
ご
に
は
間
違
ひ
が
な
い
か
ら

追
正
銘
ご
呼
ん
で
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
古
刀
の
磨
上
が
如
何
な
る
場
合
に
起
つ
た
か
を
考
ふ
る

に
慶
長
頃
か
ら
は
刀
の
長
さ
が
二
尺
二
三
寸
脇
指
は
二
尺

以
下
を
普
通
ご
し
、
古
い
古
刀
は
此
等
の
寸
法
に
短
縮
し

て
實
用
に
供
す
る
爲
め
に
磨
上
げ
ら
れ
、
本
阿
彌
家
及
び

埋
忠
家
等
で
麻
上
げ
た
忠
の
押
形
が
前
に
暴
げ
た
押
形
集

に
見
え
て
み
る
。

　
翻
れ
よ
り
以
前
で
は
助
房
の
永
緑
年
間
磨
上
げ
に
見
る

如
く
、
戦
…
闘
を
経
て
練
割
れ
を
鍔
元
に
生
じ
て
零
れ
を
鍛

合
し
て
其
の
部
分
を
忠
ご
し
世
数
寸
を
切
り
去
っ
た
Q
其

の
他
で
は
刀
身
の
鍔
元
近
く
の
破
損
し
た
部
分
を
切
り
去

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

　
つ
て
忠
を
到
れ
に
鍛
接
し
た
も
の
が
頗
る
多
い
の
で
あ
紅

綴
忠
は
鑑
定
家
の
最
も
猜
疑
の
眼
を
以
て
注
意
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
最
大
の
漉
ご
見
微
さ
れ
て
る
の
は
、
別
に
不
思
議
は

な
い
が
、
從
來
の
鑑
定
家
の
警
戒
し
た
如
く
、
凡
べ
て
縫

忠
の
刀
身
ご
忠
ご
は
各
々
別
物
で
儒
作
の
目
的
で
、
繊
ぎ

合
は
さ
れ
だ
こ
す
る
の
は
必
ず
し
も
壁
塗
の
見
解
で
は
な

’
い
ご
想
は
れ
る
。
次
に
述
べ
る
刀
身
に
切
っ
た
銘
文
が
往

　
野
馳
の
部
分
に
か
＼
つ
て
其
威
に
刀
工
の
名
が
登
見
さ
れ

忠
の
銘
ご
一
致
し
て
み
る
の
が
あ
る
か
ら
綴
忠
を
悉
く
悪

意
の
贋
物
製
作
勅
目
的
に
か
≧
ご
す
る
の
は
大
な
る
妄

断
で
、
戦
岡
を
経
元
良
刀
に
手
早
れ
を
施
し
て
使
用
す
る

目
的
の
場
合
．
が
南
北
朝
か
ら
慶
長
ま
で
の
閻
に
は
顛
る
多

，
か
っ
た
ご
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
逐

　
下
上
の
第
三
の
場
合
が
李
安
朝
及
び
其
の
以
前
の
す
つ

ビ
古
い
古
刀
に
認
め
ら
れ
、
後
に
述
べ
る
庖
丁
物
に
造
銘

の
外
に
五
回
の
磨
上
刀
工
名
及
び
年
月
日
銘
が
早
見
さ
れ

其
の
他
事
数
本
の
古
刀
に
も
少
き
も
四
五
回
、
多
き
は
十

　
　
［
　
　
　
　
　
　
　
　
第
轡
號
　
　
　
　
一
三
　
　
（
ニ
ニ
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
欝
究

回
に
も
達
す
る
位
磨
上
げ
ら
れ
、
数
寸
の
短
刀
に
す
ら
数

回
の
磨
上
を
経
て
み
る
。
殊
に
短
刀
の
場
合
で
は
戦
場
に

於
け
る
破
損
の
機
會
の
少
な
い
も
の
で
、
然
か
も
翠
安
朝

時
代
に
僅
か
数
年
を
隔
て
、
磨
上
げ
た
の
が
あ
っ
て
、
前

に
述
べ
た
二
つ
の
場
合
ご
は
異
っ
た
理
由
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
自
分
一
個
の
私
考
で
は
迷
信
の
殊
に
多
か
つ
だ
李

安
朝
に
遍
く
の
如
き
説
得
の
行
は
れ
た
の
は
、
或
は
後
世

も
行
は
れ
た
劒
和
論
ビ
多
少
趣
の
異
っ
た
一
種
の
迷
信
で

所
持
者
が
飾
れ
ば
其
の
生
年
其
の
他
の
合
性
か
ら
一
分
で

も
二
分
で
も
寸
尺
を
替
へ
ね
ば
携
帯
が
出
來
ぬ
こ
ε
に
な

っ
て
み
た
の
で
な
か
ら
う
か
。
此
の
黙
は
何
等
擦
り
所
も

な
い
が
外
に
説
明
の
途
が
氣
付
か
譲
か
ら
一
考
説
ご
し
て

掲
げ
て
溶
く
。

　
磨
層
楼
に
就
い
て
疑
問
百
出
し
つ
、
あ
る
こ
ご
を
附
記

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
上
之
の
二
字
ご
作
の
一
字
が
屡
々

累
り
合
っ
て
み
る
こ
ご
で
あ
る
。
上
は
或
は
上
つ
る
の
意

味
で
貴
人
の
註
文
に
は
此
の
敬
語
を
用
ゐ
Q
又
だ
造
及
び

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
一
四
　
　
（
「
鰯
）

作
こ
い
ふ
語
も
或
は
手
入
れ
の
時
に
改
造
の
意
味
で
用
ゐ

ら
れ
て
る
た
か
も
知
れ
ぬ
。
幾
つ
も
切
っ
た
銘
肝
の
中
、

後
の
年
代
の
も
の
が
磨
上
銘
忙
る
こ
ご
に
は
墾
化
は
な
い

が
、
此
の
用
語
の
不
明
が
少
な
か
ら
澱
混
雑
を
凹
し
て
前

に
述
べ
π
如
く
何
れ
の
刀
工
の
作
品
か
鋼
明
せ
ぬ
こ
い
ふ

鑑
識
の
困
難
を
超
す
の
で
な
い
か
ご
想
は
れ
る
。

　
次
に
磨
上
の
作
業
が
此
の
如
く
頻
繁
に
行
は
れ
た
事
實

は
古
刀
工
の
崇
厳
及
び
作
品
の
多
少
に
關
す
る
考
慮
の
必

要
を
晴
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
京
師
の
達
磨
重
光
正
宗
正

光
の
三
代
は
南
北
朝
の
戦
凱
の
時
代
に
み
た
刀
工
で
あ
る

が
、
我
々
は
そ
の
手
を
入
れ
た
古
刀
の
影
し
い
事
實
を
螢

見
し
、
戦
掌
に
破
損
し
た
古
い
良
刀
の
手
入
れ
が
生
業
こ

し
て
新
作
の
註
交
以
上
に
殺
到
し
た
の
で
な
い
か
ご
想
像

せ
ざ
る
を
得
譲
。
此
の
如
き
商
計
の
繁
昌
ご
念
を
入
れ
た

名
品
の
製
作
ご
は
爾
下
し
難
い
か
ら
、
自
然
に
師
匠
は
手

入
れ
に
峰
頭
し
，
弟
子
が
数
打
ち
の
濫
造
に
よ
っ
て
當
面

の
需
要
を
充
す
歌
態
を
も
聯
想
し
得
る
。
此
の
岡
崎
五
郎



入
道
正
宗
師
ち
重
光
は
相
州
正
宗
よ
り
後
れ
た
刀
工
で
あ

る
が
後
に
述
べ
る
如
く
相
州
正
宗
の
作
儲
が
鎌
倉
幕
府
ご

運
命
を
共
に
し
た
の
に
反
し
て
京
師
に
居
て
室
町
幕
府
の

御
用
を
勤
め
た
の
で
有
名
こ
な
）
、
之
が
混
雑
を
漣
す
原

因
こ
な
っ
て
、
相
州
正
宗
を
も
五
郎
入
進
正
宗
ご
呼
ん
だ

ら
し
い
。
和
州
正
宗
問
題
に
は
此
の
閣
係
も
考
慮
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
ご
信
ず
る
。

　
最
後
に
一
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
磨
上
上
に
名
工
の
名

の
多
い
こ
ご
で
あ
る
Q
是
は
腰
綱
宗
近
藤
四
郎
吉
光
來
光

栄
長
船
兼
光
等
の
實
例
に
明
か
で
、
不
安
朝
か
ら
南
北
朝

ま
で
の
間
の
良
刀
の
手
入
れ
は
此
等
の
名
工
の
手
を
煩
し

た
も
の
が
非
常
に
多
い
◎
此
の
如
き
名
工
の
銘
の
一
を
不

注
意
に
護
め
ば
、
直
ち
に
當
人
の
作
品
を
贋
造
し
た
所
謂

大
銘
の
儒
物
扱
に
さ
れ
て
、
9
乱
人
の
作
風
ご
異
っ
た
良
刀

を
造
つ
元
右
い
刀
工
が
此
の
累
を
被
っ
て
唾
棄
さ
れ
た
の

が
無
数
で
あ
ら
う
。
我
々
を
し
て
い
は
し
む
れ
ば
此
の
如

き
手
入
れ
を
し
た
當
降
路
に
手
腕
は
認
め
ら
れ
た
ら
う
が

　
　
　
第
十
巷
　
．
研
究
、
賓
刀
銘
の
研
究

以
前
の
有
名
な
刀
工
作
品
の
華
墨
さ
れ
た
程
に
重
き
を
成

さ
澱
は
勿
論
で
、
こ
れ
が
爲
め
に
癖
上
の
事
實
を
疑
ふ
の

は
思
は
ざ
る
の
甚
し
き
で
あ
る
。
吉
光
光
包
の
短
刀
の
み

が
多
い
山
畢
な
ご
も
手
入
れ
に
忙
殺
さ
れ
て
太
刀
を
造
る
の

暇
が
な
か
っ
た
の
が
原
因
の
叫
つ
か
も
知
れ
鍛
。
古
い
諸

刀
工
の
系
圖
に
見
え
て
、
實
物
が
見
馴
ら
ぬ
ご
故
今
村
長

賀
氏
が
慨
嘆
の
盤
を
洩
ら
さ
れ
た
重
も
な
理
由
も
此
に
あ

る
べ
く
、
磨
上
銘
を
正
確
に
匿
費
せ
ぬ
鑑
定
に
は
危
瞼
極

ま
る
妄
断
に
陥
…
る
虞
が
伏
在
す
る
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
Q
，

　
故
に
今
磨
上
銘
の
意
義
が
ま
だ
不
十
分
に
し
か
分
ら
ぬ

問
は
我
々
は
姑
く
讃
み
得
る
最
古
の
刀
工
名
ご
其
日
附
の

爾
銘
ま
で
潮
っ
て
患
い
て
、
そ
の
何
人
の
作
贔
た
る
や
の

決
定
ご
切
り
離
し
、
直
に
刀
筆
鑑
定
の
手
段
ご
せ
す
に
、

此
の
如
き
銘
文
か
ら
獲
ら
れ
る
新
ら
し
い
智
識
の
如
何
な

る
も
の
か
の
み
を
次
に
述
べ
る
。

　
　
　
五
、
草
紙
銘
ε
清
書
銘

　
刀
の
忠
を
熟
察
す
れ
ば
假
倉
立
涙
な
在
銘
の
物
で
も
、

　
　
康
　
　
　
　
　
第
繭
號
　
　
一
五
　
ハ
｛
五
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

其
の
鋸
目
の
下
に
隠
れ
た
無
数
の
文
字
の
黙
霊
が
散
在
す

る
を
認
め
得
る
も
の
で
、
罵
れ
を
組
み
合
は
せ
て
在
銘
の

こ
同
一
の
刀
工
名
が
大
小
異
っ
た
寸
法
で
挺
々
に
切
ら
れ

て
み
る
の
み
な
ら
ず
、
降
れ
よ
ち
も
古
い
刀
工
の
名
も
見

え
、
又
た
幾
圓
も
晦
上
げ
た
來
歴
が
各
刀
工
名
の
下
の
上

之
二
字
に
よ
っ
て
明
か
ご
も
な
る
。
此
等
は
何
れ
も
幾
つ

も
重
な
り
合
っ
て
み
る
の
で
。
正
確
に
重
れ
を
逓
別
す
み

こ
ご
は
頗
る
困
難
で
あ
る
。
鐙
眼
鏡
を
用
み
て
時
こ
し
て

は
稽
護
み
易
く
も
な
る
が
、
不
慣
れ
の
問
は
所
謂
「
衆
星

錯
落
僅
名
論
」
こ
い
ふ
如
く
甚
だ
頼
、
り
な
い
威
じ
が
し
も
」

が
、
以
前
に
顯
微
鏡
で
鑛
物
の
微
赫
や
化
石
の
幼
鐙
を
探

が
し
た
り
、
支
那
古
書
の
殆
ん
ご
謡
え
た
契
印
を
護
ん
だ

経
験
が
助
け
こ
な
っ
て
慣
れ
る
に
從
っ
て
、
度
々
出
　
會
う

人
名
、
年
號
、
干
支
等
は
方
＝
分
位
の
細
宇
に
至
る
ま
で

謙
讃
め
る
こ
ε
に
な
っ
た
O

　
忠
ご
刀
身
の
間
の
鎧
下
少
し
錆
び
だ
庭
に
も
忠
の
績
き

の
銘
文
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
更
に
そ
れ
か
ら
刀
身
に

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
一
山
ハ
　
　
（
一
繭
ハ
）

も
鏑
峯
双
調
の
庭
を
嫌
は
す
無
数
の
文
字
・
が
次
第
に
護
め

て
、
或
は
掌
文
の
逆
潮
ご
呼
ば
れ
、
或
は
百
足
ご
い
ふ
幾

ご
さ
れ
、
乃
至
は
地
肌
の
杢
目
ご
見
え
る
も
の
、
何
れ
も

主
ご
し
て
鍛
刀
の
あ
る
時
期
に
切
っ
た
銘
交
で
、
其
の
後

折
り
重
ね
て
鍛
ひ
、
最
後
に
焼
を
入
れ
る
關
係
か
ら
或
は

殆
ん
ざ
字
盤
が
崩
つ
れ
、
或
は
爾
ほ
形
態
を
維
持
す
る
千

差
部
別
を
生
じ
て
み
る
Q

　
是
く
の
如
く
刀
身
か
ら
忠
ま
で
通
じ
て
讃
ま
れ
る
銘
文

中
の
最
も
普
蓮
な
の
は
、
八
幡
大
菩
薩
，
金
光
敷
、
法
華

経
、
文
珠
（
又
た
は
壽
）
支
（
叉
た
は
師
）
利
、
宇
佐
住
入
幡

宮
紳
息
及
び
奥
州
住
舞
草
太
郎
延
房
等
ビ
、
包
次
（
恐
ら

く
は
元
轍
文
珠
四
郎
包
次
）
ε
い
ふ
大
銘
が
屡
々
認
め
ら

れ
る
。
此
等
の
銘
交
の
意
義
は
地
球
に
掲
げ
る
か
ら
こ
、

に
は
省
く
が
、
此
の
舞
草
太
郎
延
房
が
艮
本
刀
工
の
元
租

で
飛
鳥
時
代
か
ら
千
年
内
外
の
問
大
抵
の
刀
身
に
刻
ま
れ

て
み
る
の
で
あ
る
。

　
鍛
へ
た
刀
工
自
身
の
名
も
忠
か
ら
上
に
測
ま
れ
る
こ
ご



は
珍
し
か
ら
す
し
て
毎
青
江
物
の
特
色
た
る
逆
足
の
如
き

は
次
の
宇
が
沸
え
て
生
じ
た
も
の
ら
し
く
、
郷
の
義
弘
の

特
徴
ご
さ
れ
た
横
手
上
及
び
物
打
の
彿
え
の
如
き
も
、
恐

く
は
膚
分
所
藏
の
千
手
院
義
弘
作
の
諸
刀
に
見
る
義
弘
二

宇
が
必
ず
此
の
邊
に
切
ら
れ
て
居
る
の
か
ら
超
っ
た
ら
し

く
、
且
つ
千
手
院
の
義
弘
こ
宇
ご
押
形
に
見
る
郷
、
義
、
弘
の

こ
字
銘
ご
宇
禮
殆
ん
ご
同
「
な
る
三
流
も
あ
っ
て
、
大
和

物
の
優
れ
て
織
れ
、
斎
え
の
華
美
な
も
の
が
無
銘
郷
こ
な

っ
て
正
宗
ビ
共
に
無
上
の
名
作
ご
し
て
器
用
し
郷
こ
お
化

け
は
見
た
も
の
が
な
い
ご
云
ふ
標
語
が
行
は
れ
る
至
っ
た

ら
し
い
。

　
正
倉
院
御
藏
の
無
荘
刀
の
忠
か
ら
推
せ
ば
、
此
く
の
如

き
鍛
刀
中
に
切
っ
た
下
簗
は
後
世
の
も
の
こ
共
逼
で
、
普

通
所
謂
在
銘
の
忠
の
銘
文
が
認
め
ら
れ
ぬ
た
け
の
叡
違
が

め
る
。
此
の
事
實
か
ら
推
せ
ば
大
實
禽
の
話
題
云
々
の
規

定
は
必
ず
し
も
最
後
に
切
る
所
謂
本
愚
物
の
銘
文
を
意
昧

せ
す
し
て
、
所
謂
無
銘
で
あ
っ
て
鋸
下
に
残
っ
た
程
度
の

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

’

銘
文
で
も
蓮
着
し
た
か
ご
想
は
れ
る
。
此
の
推
定
の
傍
謹

に
は
古
備
前
な
ざ
の
押
形
に
見
る
如
く
名
だ
け
を
切
っ
て

住
所
姓
名
年
月
研
の
な
い
も
の
が
普
通
で
、
然
か
も
其
の

懸
れ
た
銘
文
を
薫
れ
ば
全
く
魯
丈
に
合
致
す
る
事
實
も
あ

る
。

　
以
土
遍
べ
た
論
り
で
あ
る
か
ら
吾
々
は
刀
劒
銘
の
中
鍛

刀
作
業
中
に
切
っ
た
銘
文
を
草
紙
銘
ご
呼
び
、
仕
上
げ
て

後
に
切
っ
た
所
謂
本
盗
の
銘
文
を
清
書
銘
ご
呼
ん
で
涯
瑚

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
Q

髭
の
如
く
詮
じ
顧
れ
ば
所
謂
無
銘
ご
は
清
書
銘
を
敏
く

も
の
で
草
紙
銘
に
至
っ
て
は
必
ず
無
数
に
鎗
目
の
下
及
び

刀
身
に
認
め
ら
る
べ
き
で
、
現
在
で
は
吾
々
縛
帯
も
正
確

に
草
紙
銘
を
譲
心
し
得
る
ま
で
に
は
研
究
が
進
ん
で
は
居

ら
識
が
、
緻
月
間
に
獲
淀
経
験
か
ら
い
へ
ば
癖
減
銘
を
螢

近
し
、
興
の
鍛
造
刀
工
を
決
定
す
る
こ
ご
が
梱
る
程
度
ま

で
可
能
な
る
を
疑
は
ぬ
。

　
罵
れ
ざ
も
此
の
草
紙
銘
な
る
も
の
、
如
何
な
る
目
的
で
［

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
鳳
右
　
　
（
一
七
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
、
　
古
刀
銘
の
研
究

切
ら
れ
た
か
を
知
る
べ
き
端
絡
は
從
來
の
文
献
に
殆
ん
ざ

徴
す
べ
き
も
の
が
な
い
、
．
経
名
紳
佛
属
だ
け
は
刀
工
の
信

仰
か
ら
起
つ
た
も
の
た
る
こ
ご
は
、
新
刀
の
名
丁
士
人
村
加

ト
が
膚
分
の
鍛
へ
た
刀
に
梵
｛
子
四
・
†
七
字
が
打
ち
込
ん
で

【
あ
る
ご
云
っ
た
一
言
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
之
に
反
し
ぐ
、

最
右
の
刀
工
銘
を
切
る
こ
ご
は
師
弟
相
思
の
關
係
か
ら
出

馬
も
の
か
ご
想
は
れ
る
の
み
で
何
等
亙
る
べ
き
所
が
な
い

　
今
日
㈲
ほ
生
存
す
る
刀
鍛
冶
の
老
工
に
就
い
て
聞
け
ば

或
は
熟
知
し
て
み
る
所
で
、
秘
愚
な
る
が
爲
に
全
く
口
外

せ
す
し
て
今
胴
ま
で
書
物
に
草
紙
銘
に
關
す
る
事
項
が
一

．
切
資
表
せ
ら
れ
ぬ
の
か
も
知
れ
澱
◎

　
　
　
六
、
李
安
朝
以
前
の
古
刀
銘

　
吾
々
の
草
紙
銘
の
研
究
は
今
僅
か
に
第
一
歩
を
踏
み
出

し
た
ば
か
り
で
、
金
石
文
研
究
の
仕
方
か
ら
云
へ
ば
今
爾

ほ
文
字
が
護
め
る
や
否
や
の
問
題
に
低
徊
す
る
も
の
で
、

將
來
は
銘
文
の
宇
膿
か
ら
年
代
の
特
徴
を
推
知
し
、
刻
作

の
眞
儒
を
頭
黙
す
る
ま
で
に
進
歩
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
◇
然
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
入
　
（
一
八
）

ざ
も
此
の
纂
一
歩
に
於
て
既
に
吾
々
野
分
す
ら
全
く
意
外

ご
す
る
種
々
の
事
貧
を
綬
評
し
，
殊
に
所
藏
品
中
の
刀
劒

で
も
天
李
時
代
の
も
の
が
あ
り
得
る
を
知
っ
た
の
で
あ

る
。

　
左
に
此
の
一
刀
に
就
い
て
略
蓮
亨
る
、
癬
分
所
顎
餓
の
｛
旭

箭
形
短
刀
の
形
状
性
質
を
略
記
す
る
こ
ご
左
の
如
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
だ

　
　
隅
、
長
さ
　
刀
　
身
（
尖
編
よ
り
蝋
元
棟
關
ま
で
）
一
ご
一
（
楽
。
…
さ

　
　
　
　
　
　
　
中
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
O
（
ニ
バ
・
四
）

　
　
二
慮
鉱
元
（
翻
隅
㌘
り
講
餐
で
）
一
二
き

　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
ら
（
糠
隅
角
よ
り
匁
ま
で
）
　
　
　
孟
（
八
．
呂
）

　
　
三
、
錦
幅
　
鍋
　
元
（
側
よ
り
鏑
稜
ま
で
）
　
　
　
　
三
（
闘
6
）

　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
・
ら
（
同
　
　
　
上
）
　
　
　
　
　
　
九
（
灘
．
O
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
四
、
厚
（
重
ね
）
三
元
（
棟
闘
に
て
晦
赤
間
の
）
　
　
四
、
強
（
一
．
囲
）

　
　
造
込
は
全
形
菖
…
天
造
に
類
し
た
直
刀
で
、
極
め
て
鈍
い
圓
味

　
　
の
丸
棟
を
成
し
、
鑛
低
く
し
て
爾
颪
二
曹
並
行
麟
を
呈
し
、

　
　
棟
關
は
込
も
僅
か
に
此
の
國
棟
を
劇
…
つ
た
ば
か
り
で
セ
刃
の

　
　
側
の
關
だ
け
禰
深
く
切
り
取
り
、
普
通
の
庖
丁
に
酷
似
し
た

　
　
も
の
で
、
記
憶
す
る
．
3
5
倉
院
御
藏
の
無
勢
刀
の
形
歌
に
比
し



て
忠
の
棟
棚
の
切
り
取
り
の
殆
さ
な
い
澱
が
著
し
く
異
っ
た

襟
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

地
鐵
の
色
は
底
に
慨
…
味
を
帯
び
九
青
色
が
よ
く
澄
み
、
鍛
ひ

は
非
常
に
緻
蜜
で
あ
る
が
、
熟
察
す
れ
ば
板
臼
の
杢
肌
が
現

は
れ
、
中
直
刃
の
刃
色
青
白
く
、
杢
肌
の
忍
中
に
あ
る
爲
め

に
よ
く
沸
え
驚
動
が
洲
流
し
の
癩
く
蓮
回
し
て
属
曲
し
、
三

界
の
沸
は
淡
く
此
の
方
が
著
し
く
U
立
ち
、
恰
も
二
重
忍
で
、

焼
直
し
た
爲
め
か
一
こ
疑
は
れ
る
が
、
此
の
屈
曲
し
た
の
た
れ

の
沸
え
は
ふ
く
ら
に
至
っ
て
両
界
の
外
に
欝
て
地
に
入
る
の

で
一
種
賑
か
な
蒸
れ
み
の
謳
歌
を
呈
し
て
錐
子
5
な
り
、
指

表
で
は
園
い
返
り
氣
味
に
焼
き
詰
め
、
裏
で
は
火
焔
の
郊
く

な
っ
て
誉
れ
ま
た
焼
き
詰
め
て
み
る
。
煮
た
刃
文
の
地
界
の

沸
は
淡
い
が
打
よ
け
に
な
っ
た
趣
が
無
数
に
嵩
來
て
る
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魁

敵
に
一
臆
し
て
は
全
く
、
浸
趣
味
な
外
概
を
呈
す
る
も
、
熟
察
、

玩
味
す
る
に
從
っ
て
蒼
潤
典
雅
の
古
い
鍛
ひ
の
妙
腿
が
次
第

に
現
は
れ
て
翻
る
襟
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
若
し
正
倉
院
御
嵩
の
古
刀
を
葬
窺
さ
れ
た
入
な
ら
ば
、

此
の
庖
丁
物
ご
、
御
物
無
畜
刀
の
共
通
及
び
類
似
の
黙
の
一

　
　
　
鎮
十
二
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
餅
究

二
に
止
ら
す
し
て
、
唯
御
物
の
何
れ
為
一
尺
を
越
え
た
の

に
反
し
、
是
は
数
寸
の
短
刀
穴
る
こ
ビ
が
異
っ
て
み
る
こ

ε
を
容
認
さ
れ
る
ご
信
ず
る
。

　
此
の
庖
丁
物
の
傳
馨
は
全
く
不
明
で
明
治
二
十
年
前
後

に
先
家
君
が
横
言
へ
持
出
し
て
外
入
に
責
ら
ん
こ
す
る
刀

劒
の
中
か
ら
禰
一
三
宗
ご
艦
定
し
て
買
ひ
置
か
れ
、
其
の

話
を
聞
い
た
の
み
で
三
年
前
に
道
山
に
鑑
せ
ら
れ
る
ま
で

一
見
も
せ
す
、
死
の
頃
7
3
銘
を
研
究
す
る
の
で
初
め
て
探

し
卸
し
た
の
で
あ
る
。
杉
を
八
角
に
削
っ
た
棒
鞘
で
忠
を

火
に
惹
い
て
摘
に
突
つ
込
だ
の
で
新
ら
し
い
錆
が
忠
に
出

離
て
銘
文
が
見
え
な
ん
だ
が
、
大
字
で
正
宗
ご
讃
め
る
又

た
錆
び
た
身
に
の
た
れ
観
れ
の
形
跡
が
あ
っ
た
の
で
、
或

は
所
謂
庖
丁
正
宗
の
類
ご
想
っ
て
研
師
に
托
し
、
研
を
狡

し
て
新
身
の
如
く
な
っ
た
隣
は
恰
も
御
物
を
舞
槻
し
た
後

で
、
想
像
に
反
し
て
癒
残
で
洲
流
の
如
き
酒
中
の
沸
え
が

盛
ん
に
沸
え
て
、
ふ
く
ら
以
上
に
至
っ
て
殊
に
藩
明
な
こ

ご
を
後
見
し
把
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
鎮
｝
號
　
　
　
　
一
九
　
　
（
・
「
』
…
4
ノ
）



　
　
　
第
．
ヤ
巻
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

　
忠
も
研
師
が
上
錆
を
三
つ
な
．
後
稽
賭
易
く
な
っ
て
、
．
色

々
苦
心
の
結
果
現
在
ま
で
に
早
め
た
銘
文
は
左
の
如
く
で

あ
る
。

　
　
金
光
経
、
法
華
経
、
文
壽
師
利
、
八
幡
大
菩
薩
、
宇
佐
住
八

　
　
幡
宮
騨
息
、
獅
子
王
丸
奥
州
佐
舞
草
太
郎
延
房
（
一
）
、
和
州

　
　
住
天
國
（
二
）
、
和
州
佳
友
光
（
三
）
、
．
伯
州
往
安
綱
（
四
）
、
城
州

　
　
住
三
條
宗
近
（
五
）
、
和
州
隻
則
（
六
）
朱
鳥
元
年
釘
・
九
月
世

　
　
塁
）
、
大
寳
三
轟
八
月
□
・
（
二
）
、
黍
馨
三
轟

　
　
口
月
□
只
三
）
、
弘
仁
九
年
戴
八
月
冒
（
四
）
，
永
槻
元
年

　
　
麟
八
月
冒
（
五
）
、
永
延
□
年
胃
口
日
（
六
）
，

等
は
前
に
他
の
更
に
新
ら
し
い
古
刀
で
屡
々
出
遭
っ
た
銘

文
ご
経
名
、
紳
名
、
地
．
名
、
人
名
、
年
號
を
一
に
し
て
み
る

の
で
讃
め
た
の
で
あ
る
。
尚
ほ
此
の
外
に
荒
め
る
も
の
が

あ
る
か
否
か
未
だ
之
を
確
か
め
能
は
ぬ
。

　
我
々
は
「
地
球
」
に
執
筆
し
つ
、
あ
る
論
文
で
詳
述
す
・
る

如
く
奥
州
摘
草
鍛
冶
が
日
本
刀
製
作
者
ご
し
て
最
も
古
く

延
房
が
そ
の
元
租
た
る
べ
き
を
他
の
古
刀
の
銘
文
か
ろ
推

定
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
李
安
朝
以
前
の
古
刀
」
G
認
定

巳

第
一
號

　
　
　
　
　
、

二
〇
　
　
　
（
二
〇
）

庖
丁
物
（
舞
草
延
房
短
刀
）
忠
（
實
大
）

　
虹
藪
の
草
紙
銘
文
よ
り
重
器
野
上
に
汗
し
ぐ
の
で
、
全

　
面
に
模
糊
乳
る
凹
凸
ぽ
殆
ご
悉
く
磨
滅
し
象
二
字
の
痕
跡
で
あ
る

　
天
國
獅
子
王
丸
の
大
字
だ
け
双
鉤
に
て
示
し
、
延
房
の
大
字
も
幾

　
つ
も
讃
め
る
．
が
二
二
眠
い
旗
o



し
得
る
も
の
に
書
見
さ
れ
た
の
で
、
人
名
ご
年
號
ご
を
括

弧
内
の
数
字
の
順
に
排
列
し
得
た
。
安
則
ご
宗
近
の
場
合

は
同
時
の
刀
工
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
安
則
の
土
に

同
大
の
細
宇
で
接
蝕
す
る
も
の
を
探
っ
て
定
め
π
。

　
此
の
中
心
に
於
て
も
他
の
も
の
で
維
験
し
た
こ
同
じ
く

刀
工
名
の
下
に
作
の
…
字
ご
上
之
二
字
ご
が
常
に
重
盤
し

て
來
る
し
、
又
た
日
附
の
下
に
造
の
一
字
ご
土
之
の
二
字

が
重
な
る
の
で
、
何
れ
の
人
名
ご
日
附
ご
が
具
の
作
者
た

る
か
を
確
属
す
る
こ
ご
が
出
訴
・
な
ん
だ
の
で
あ
る
Q
然
る

に
要
理
の
患
に
よ
っ
て
天
彫
以
前
の
も
の
に
此
だ
け
富
め

た
か
ら
、
少
く
も
友
光
作
こ
す
べ
き
も
の
で
、
多
分
は
舞

草
延
房
＆
雪
辱
し
て
も
敢
て
誤
ら
ぬ
も
の
、
帥
ち
其
後
に

順
次
購
上
銘
を
切
っ
た
も
の
ご
假
潔
し
得
る
ご
信
ず
る
Q

故
に
姑
く
此
の
假
定
を
作
業
用
考
説
メ
、
○
降
｛
義
3
、
忌
・
7

。
駐
こ
し
て
古
刀
の
草
紙
銘
を
解
蔑
し
て
み
る
，

　
第
一
は
今
蓮
べ
た
如
く
多
数
の
刀
工
名
が
刻
ま
れ
た
事

彙
を
如
何
に
解
愛
す
べ
き
か
、
繋
る
刀
工
が
ざ
れ
だ
け
以

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

前
の
刀
工
名
を
刻
ん
で
次
に
自
己
の
名
を
刻
ん
だ
こ
す
べ
．

き
か
の
難
問
で
め
る
。
（
他
口
御
物
の
忠
を
精
細
に
調
べ

た
ち
ば
何
等
か
獲
る
所
あ
る
べ
き
も
、
）
今
は
直
に
之
を
氷

解
す
る
に
は
叢
る
べ
き
確
か
な
材
料
が
乏
し
く
、
僅
か
に

此
の
頃
に
手
に
入
れ
て
未
だ
精
は
し
く
調
べ
る
暇
の
な
い

左
の
二
刀
に
就
い
て
手
交
を
比
較
し
て
少
し
く
端
緒
が
狡

見
さ
れ
た
。

　
寧
は
鵜
思
量
の
脇
指
乙
は
単
造
短
刀
で
禦
に

　
　
獅
子
王
九
、
奥
州
佐
野
草
太
郎
延
房
、
和
州
往
天
燦
、
三
條

　
　
宗
近
、
三
條
宗
安
、
獅
子
有
國
、
近
点
、
助
包
，
城
州
三
條

　
　
粟
胃
住
吉
光
、
朱
鳥
二
義
九
月
冒
、
永
延
二
義

　
　
七
月
腎
、
諜
葦
紀
八
月
＋
査

等
の
銘
文
が
あ
り
、
乙
に
も

　
　
獅
子
王
丸
、
延
厨
、
友
光
、
安
綱
，
宗
近
、
千
乎
院
行
信
、

　
　
波
李
行
燈
、
朱
烏
三
年
妃
，
天
卒
賓
字
三
年
妃
弘
仁
デ
年

　
　
妃
、
永
延
元
年
獄

等
の
銘
文
が
あ
っ
て
、
延
房
の
造
刀
年
が
同
じ
朱
鳥
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
二
一
　
（
一
二
）



　
　
　
第
∵
十
巻
　
　
碑
　
宛
．
　
宵
刀
銘
の
碑
究

年
及
び
三
年
こ
な
っ
て
み
る
事
實
が
あ
る
。
既
爾
刀
は
互

に
頗
る
作
風
を
異
に
し
、
學
は
京
物
か
ご
想
は
れ
乙
は
古
大

和
叉
は
古
塁
煮
物
か
ご
想
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
前
の
庖
，

器
物
ご
三
考
各
異
っ
た
年
月
9
を
刻
ん
だ
に
は
何
か
出
て

來
「
る
所
が
あ
る
ご
推
測
さ
れ
る
。
元
祖
患
淑
薩
碗
こ
い
ふ
年
…
就

は
書
紀
に
よ
れ
ば
天
武
天
皇
崩
御
の
後
持
統
天
皇
が
郎
種

さ
れ
る
聞
に
丙
戊
の
歳
の
紀
元
こ
な
り
、
翌
丁
亥
の
歳
が

元
年
ご
な
っ
た
も
の
で
．
新
撰
年
表
な
ご
に
は
丙
戌
を
元

年
こ
し
丁
亥
を
二
年
こ
し
、
三
正
綜
覧
は
丙
戌
を
無
鳥
元

年
．
丁
亥
を
持
統
天
皇
元
年
こ
し
繋
る
曖
昧
な
年
號
で
、

刀
銘
に
よ
れ
ば
全
く
書
紀
の
紀
年
に
一
致
し
て
み
る
。
故

に
後
学
の
刀
工
が
任
意
に
刻
み
能
は
諏
は
明
か
で
、
後
世

に
刻
ん
だ
な
ら
ば
少
く
も
之
を
刻
む
刀
工
が
鋳
師
．
傳
の
穀

ふ
る
擁
に
從
つ
た
確
か
な
も
の
で
は
な
い
か
ご
想
は
れ
、

果
し
て
然
ら
ば
受
業
の
門
弟
の
涙
流
に
よ
っ
て
異
る
か

も
知
れ
澱
ビ
い
ふ
第
二
の
疑
問
を
得
る
の
で
あ
る
。
既
の

端
緒
が
正
し
い
系
統
を
た
ざ
る
助
け
こ
な
る
や
否
や
不
明

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
二
二
　
　
（
一
三
）

で
あ
る
か
ら
、
輩
に
氣
つ
い
た
ま
、
流
～
べ
る
に
止
め
る
。

　
既
疑
題
よ
う
も
遙
か
に
簡
軍
で
面
か
も
権
守
い
の
は
庖

丁
歪
宗
な
る
も
の
を
解
算
す
る
關
鍵
た
る
こ
ご
で
あ
る
。

前
に
違
べ
た
庖
丁
物
の
形
駿
暦
八
丈
製
作
年
代
に
撃
っ
て
考

ふ
れ
ば
、
幽
か
に
錆
び
た
患
に
認
め
ら
れ
る
大
き
な
延
の

字
の
　
部
こ
そ
れ
よ
り
小
さ
い
宗
の
宇
か
ら
正
宗
を
聯
想

し
て
、
縮
州
物
の
傭
廣
、
く
重
ね
薄
い
造
血
の
類
似
に
よ
っ

て
稀
に
傳
は
つ
た
流
燈
暢
以
前
の
古
刀
を
藪
百
年
の
名
作

ご
説
検
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
正
倉
院
御
物
の
明
治
天

皇
の
叡
慮
で
整
．
理
さ
れ
て
無
蕪
刀
が
響
く
新
身
の
如
く
研

瞳
嶋
さ
れ
た
今
日
か
ら
考
へ
る
如
き
便
宜
を
敏
い
た
慶
一
長
晶
嗣

後
の
鑑
定
家
が
妄
断
し
だ
の
を
饗
む
可
ら
ざ
る
ご
同
時
に

そ
の
鑑
定
に
窪
從
す
る
に
足
ら
ぬ
。

　
明
治
・
年
間
に
至
っ
て
今
村
長
賀
氏
が
在
銘
正
宗
作
の
乏

し
い
の
を
疑
ひ
高
瀬
朋
皐
氏
が
本
阿
彌
家
の
傳
説
的
鑑
定

の
眞
相
を
明
に
し
て
、
同
じ
く
刀
工
こ
し
て
の
正
宗
の
地

位
を
闘
…
明
せ
ん
ご
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
今
蓮
べ
元
所
か
ら



更
に
演
繹
す
れ
ば
正
宗
作
ご
さ
れ
た
庖
丁
物
が
大
概
非
常

に
時
代
の
隔
た
っ
た
も
の
で
挙
安
朝
以
後
に
比
類
の
な
い

古
物
で
あ
る
ご
同
じ
く
、
他
の
童
歌
の
も
の
に
も
同
一
の

研
究
法
を
懇
遷
せ
ば
、
所
．
謂
正
宗
の
こ
れ
だ
け
が
蒔
代
を

引
下
げ
た
作
品
か
“
決
定
さ
れ
得
る
。

　
近
頃
手
に
入
っ
た
二
三
の
短
刀
を
競
る
に
其
中
に
魏
磁

歪
廣
次
の
在
銘
ご
な
っ
て
る
も
の
は
「
度
正
宗
の
銘
を
切

っ
た
形
跡
が
あ
っ
て
、
廣
次
の
下
に
あ
る
上
之
の
二
宇
が

磨
滅
さ
れ
て
み
た
。
省
ほ
段
々
調
べ
て
そ
の
以
前
に
根
本

中
堂
．
來
光
包
上
之
の
銘
が
あ
り
、
城
州
三
悪
粟
田
欝
往
國

細
作
正
治
元
年
紀
七
月
巻
造
の
銘
文
が
曇
回
れ
て

翼
廊
作
が
正
宗
に
出
　
世
し
た
結
果
再
び
慶
究
ま
で
引
き
下

げ
ら
れ
．
所
謂
顛
員
の
引
き
畳
し
に
な
っ
た
鎮
の
作
者
の

崇
め
に
霧
ゆ
む
べ
さ
胤
買
例
た
る
・
ゲ
知
っ
た
。
ム
ー
…
本
撞
幡
來
光

包
作
の
短
刀
が
同
じ
く
正
宗
の
銘
を
切
ら
れ
た
後
に
天
距

の
無
名
の
刀
工
の
在
銘
に
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

　
此
等
の
實
例
か
ら
推
せ
ば
朋
治
天
皇
御
越
の
皇
室
御
物

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
観
究

に
す
ら
な
い
在
銘
正
宗
の
標
準
た
る
作
品
を
求
め
て
、
之
・

を
墓
礎
こ
し
て
研
究
す
る
こ
ざ
は
先
づ
不
可
能
な
る
以
上

宜
し
一
一
度
正
宗
こ
し
て
麺
用
し
た
作
・
笈
び
今
術
ほ
正

宗
こ
な
っ
て
み
る
も
の
か
ら
研
究
す
る
の
一
途
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。

　
正
宗
の
作
品
が
傳
は
る
も
の
、
稀
な
理
由
の
｝
は
假
）

に
正
宗
が
鎌
倉
時
代
に
多
少
溜
め
ら
れ
た
ご
し
て
も
、
北

條
家
の
隔
落
ご
共
に
亡
失
し
た
に
在
ら
う
ご
想
は
れ
る
。

共
名
作
を
斯
持
し
た
北
験
直
が
元
弘
三
年
五
月
こ
＋
旧

套
蕩
西
が
谷
東
勝
寺
で
膚
滅
し
、
田
て
戦
っ
た
者
は
長
崎

次
郎
高
重
の
－
「
馬
疲
れ
濾
れ
ば
乗
替
、
太
刀
折
れ
ば
幣
替

て
、
自
［
ら
敵
を
切
で
落
す
事
三
十
一
入
、
陣
を
破
る
事
八

箇
度
な
，
り
」
こ
い
ふ
如
き
鎌
倉
武
士
の
使
用
し
た
利
器
で

あ
っ
た
こ
し
て
も
、
葎
生
、
後
年
所
近
く
未
だ
一
般
に
右
備

前
そ
の
他
の
名
作
の
如
く
企
画
さ
れ
，
て
る
ぬ
か
ら
、
從
っ

て
そ
の
破
損
し
た
も
の
を
修
繕
し
て
後
世
に
傳
へ
る
機
會

が
な
か
っ
た
馨
で
あ
ら
う
。
叉
元
此
の
一
戦
に
如
何
な
る

　
　
　
　
F
　
　
　
嬢
一
號
　
　
二
三
　
（
二
三
）



　
　
　
第
、
十
岱
　
　
研
　
究
　
　
古
刀
銘
の
研
究

名
刀
の
償
値
を
登
落
し
て
も
攻
落
せ
ら
れ
て
全
滅
し
た
勇

士
の
手
に
あ
っ
て
功
名
の
種
こ
な
ら
澱
悲
む
べ
き
蓬
命
で
・

其
の
門
下
末
流
の
作
品
の
鋭
利
な
こ
ご
も
遙
か
後
世
に
至

っ
て
漸
く
一
斑
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
刀
劒
を
實
用
の
利
器
こ
し
た
時
代
ご
脱
今
の
骨
董
物
扱

ひ
の
時
代
ご
に
共
蓮
な
弊
は
大
繭
の
売
物
を
畏
る
、
こ
ご

虎
の
如
く
、
大
漁
の
嘗
物
な
る
も
の
か
ら
も
搭
か
ら
有
盆

な
証
悟
が
得
ら
、
れ
る
こ
ご
を
考
慮
せ
澱
Q
責
買
を
爲
的
せ

澱
我
舟
の
磨
滅
銘
を
取
扱
ふ
に
は
大
銘
ほ
ご
興
味
が
あ
る

謬
で
あ
っ
て
、
儲
物
も
排
斥
の
必
要
な
き
の
み
な
ら
す
、

寧
ろ
之
を
歴
観
せ
ね
ば
無
数
刀
工
の
奨
贋
値
を
窺
ふ
こ
ご

が
出
來
ぬ
ご
想
ふ
。

　
　
　
後
　
　
　
語

　
自
分
は
最
初
に
断
つ
た
如
く
刀
劒
を
仔
細
に
研
究
す
る

こ
ご
に
は
全
く
不
慣
れ
で
、
偶
然
の
機
會
に
誘
獲
さ
れ
て

銘
文
の
研
究
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
最
初

の
曙
光
ご
認
め
た
の
は
H
本
刀
の
起
源
を
探
る
手
段
こ
し

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
ご
殴
　
　
（
二
購
）

て
頗
る
有
数
な
る
こ
ご
で
あ
る
。
欝
欝
に
之
を
鑑
定
の
實

用
に
供
す
る
ま
で
に
は
研
究
が
進
ん
で
み
な
い
が
、
そ
れ

で
も
客
気
鑑
定
家
の
執
っ
た
懐
疑
的
の
態
度
が
儒
銘
に
胸

し
て
籐
り
に
紳
経
過
敏
で
、
銘
文
な
る
も
の
、
本
性
を
理

解
せ
滋
が
爲
め
に
陥
る
重
大
な
欝
欝
か
ら
は
多
少
な
り
こ

も
矯
正
し
得
る
か
も
知
れ
漁
。
謎
謬
の
中
の
最
も
大
き
な

一
は
大
抵
の
刀
工
銘
ご
貰
物
の
作
風
こ
の
不
合
致
の
場
含

に
銘
も
實
物
も
共
に
正
忌
で
あ
っ
て
、
切
っ
た
銘
の
刀
工

が
磨
上
者
で
眞
の
作
者
が
別
に
在
る
こ
い
ふ
事
實
に
想
ひ

郵
ら
ぬ
こ
ご
で
あ
る
Q
我
々
は
前
に
一
の
實
例
こ
し
記
載

し
た
庖
丁
物
が
数
百
年
後
の
作
品
ご
看
微
さ
れ
得
る
の
み

で
な
く
術
ほ
此
の
外
に
、
新
刀
工
の
在
銘
刀
す
ら
も
こ
三

百
年
も
古
い
者
に
切
っ
た
癖
上
銘
で
あ
る
實
例
の
多
数
を

擾
縦
し
た
、
此
の
如
ぐ
古
い
刀
に
し
て
新
ら
し
い
作
品
こ

な
つ
π
も
の
が
頗
る
多
い
ご
想
は
れ
る
の
は
他
の
概
物
の

場
合
と
正
反
醤
で
あ
る
。
自
分
の
此
の
結
論
が
若
し
當
っ

て
み
る
な
ら
ば
、
徳
川
時
代
に
正
銘
に
基
い
た
積
り
の
名



家
作
風
の
特
徴
も
盤
く
之
を
信
ず
る
こ
ご
が
忠
写
す
し
て

．
銘
文
研
究
の
後
に
更
定
を
要
す
る
も
の
が
多
々
あ
る
べ
き

を
疑
ひ
得
る
。

　
劒
話
録
に
見
え
た
裏
前
友
成
の
刀
に
訂
す
る
故
旧
村
翁

の
話
に
嘉
顧
年
號
の
裏
銘
あ
る
友
戒
が
古
備
前
で
逼
差
す

る
傑
作
で
．
妊
商
が
年
齢
を
癖
滅
し
て
責
り
込
ん
だ
こ
あ

　
つ
て
、
翁
は
友
成
が
蕪
骨
に
も
一
人
あ
っ
た
こ
考
へ
ら
れ

た
機
で
あ
る
が
．
或
ば
嘉
顧
は
磨
上
銘
の
年
歯
で
實
物
は

矢
張
り
古
備
前
友
成
で
あ
り
得
る
ご
想
は
れ
る
。
此
の
・
如

き
談
謬
に
陥
れ
ば
同
名
の
刀
工
が
誌
代
も
あ
る
ご
さ
れ
得

る
。
刀
工
系
圖
に
見
る
同
名
数
代
が
若
し
此
の
如
き
誤
謬

に
基
い
て
整
理
さ
れ
來
つ
た
ε
す
れ
ば
之
に
盲
從
す
る
こ

ご
は
非
常
に
危
瞼
で
あ
る
。

　
本
稿
に
論
及
せ
ぬ
所
及
び
研
究
の
進
行
に
よ
っ
て
訂
正

を
要
す
る
こ
ご
は
他
H
纏
漏
楊
に
よ
っ
て
大
方
の
一
顧
を
乞

ふ
こ
ご
に
す
’
る
O
（
甲
子
十
二
月
三
日
稿
）

古
　
銀
　
銅
　
面
　
考

文
學
博
士
　
濱

　
C

田

耕

作

軸

繭

　
京
都
帝
広
大
學
丈
學
都
の
考
古
學
陳
列
室
の
二
品
中
に

薄
い
銅
及
び
銀
の
板
で
打
出
し
た
面
が
四
枚
あ
る
Q
是
は

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
古
銀
銅
断
考

一
昨
大
正
十
二
年
五
月
大
阪
の
山
中
商
會
の
支
那
古
美
術

展
覧
曾
に
墨
品
せ
ら
れ
當
時
の
目
録
に
は
「
秦
鋼
面
」
ご
聡

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
Q
私
は
之
を
一
見
し
て
頗
る
珍
ら

し
・
い
品
物
で
あ
る
ご
思
っ
た
が
、
其
後
圏
ら
す
小
川
爲
次

　
　
　
　
　
　
　
三
一
號
　
　
　
二
五
　
　
（
二
五
）


