
第
十
鷺
春
第
悶
號
（
憩
総
州
五
十
七
號
）

昭
和
五
年
陶
月
登
行

厨

支
那
古
銅
器
研
究
に
饗
す
る
一
考
察

梅
　
原

末
　
　
治

（ユ）

　
　
　
　
一

　
支
那
の
古
銅
器
の
調
査
研
究
は
、
從
來
そ
れ
を
饗
し
だ

遣
跡
の
早
撃
的
調
査
の
行
は
れ
な
か
っ
た
結
果
ご
し
て
、

考
右
學
上
必
要
な
園
田
物
や
存
在
状
態
に
堕
し
て
何
等
の

徴
謹
が
な
く
、
爲
に
研
究
の
困
難
を
示
す
黙
に
於
い
て
は

固
よ
り
自
徐
の
支
那
古
代
の
遣
物
の
例
に
漏
れ
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
ふ
る
に
本
類
に
あ
っ
て
は
、
其
の

　
　
　
　
支
那
宵
銅
器
研
究
に
封
ず
ろ
一
考
察
　
（
梅
原
）

上
に
表
は
さ
れ
た
丈
字
の
偏
重
か
ら
來
る
支
那
人
扁
流
の

乱
撃
事
解
鐸
や
、
器
自
薦
が
本
來
宗
廟
の
重
器
で
あ
る
か

ら
古
式
の
傳
承
が
永
く
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
ビ
す
る
見

解
の
重
工
に
依
っ
て
、
一
働
其
の
困
難
の
度
を
強
め
て
み

る
。
此
の
後
者
の
う
ち
銘
文
に
關
す
る
黙
は
し
ば
ら
く
除

外
す
る
こ
し
て
、
右
の
古
式
の
縫
承
の
肯
定
か
ら
導
か
る

、
も
の
は
時
代
に
依
る
型
式
鍵
遜
の
観
察
を
不
可
能
に
す

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
　
一



　
　
　
　
亥
雛
古
銅
器
研
究
に
蟹
す
る
一
考
察
　
（
梅
原
）

る
も
の
で
あ
っ
て
、
考
古
學
上
の
研
究
に
最
も
重
要
な
形

式
學
的
考
察
の
寒
行
に
多
大
の
枝
梧
を
生
せ
し
む
る
事
に

外
な
ら
ぬ
。
こ
の
事
は
殆
ん
ご
唐
除
の
細
土
に
類
例
の
な

い
特
殊
の
形
態
を
備
へ
た
支
那
の
古
銅
器
に
面
す
る
比
較

窺
察
か
ら
す
る
考
究
方
法
の
出
來
難
い
事
實
ご
相
番
っ
て

今
や
遺
物
ε
し
て
そ
れ
を
ば
科
學
的
に
考
察
す
る
ご
ε
を

殆
ん
ざ
不
可
能
な
ら
し
め
る
結
果
を
齎
し
て
み
る
。
現
在

多
く
の
入
士
の
間
に
行
は
れ
て
る
る
支
那
古
銅
器
の
槻
察

が
主
こ
し
て
掘
者
の
氣
分
に
左
右
せ
ら
れ
、
ま
た
其
の
常

識
的
判
断
に
難
い
て
る
る
の
は
圭
こ
し
て
如
上
の
所
以
に

依
る
の
で
あ
っ
て
、
近
年
溢
出
す
る
關
係
の
著
書
が
其
の
、

浩
聖
な
る
に
も
か
、
は
ら
す
研
究
上
の
何
等
の
基
準
を
示

さ
な
い
理
由
も
ま
元
良
ら
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
支
那
の
古
銅
器
獲
見
慰
跡
の
翼
状
の
調
査
出
來
な
い
事

は
學
術
的
見
地
か
ら
七
て
非
常
な
恨
事
で
あ
る
こ
ご
は
云

ふ
を
要
し
な
い
が
、
支
那
の
現
状
か
ら
見
れ
ぜ
《
そ
れ
を
’

將
來
に
倹
づ
外
は
あ
る
ま
い
。
さ
り
乍
ら
如
上
の
う
ち
古

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
　
二

式
の
糧
承
ご
云
ふ
事
か
ら
取
る
形
式
學
的
研
究
に
濁
す
る

枝
障
に
欝
し
て
は
、
そ
れ
が
前
者
ご
蓮
っ
て
本
來
一
個
の

見
解
」
勿
論
そ
れ
は
非
常
に
有
力
な
も
の
こ
も
て
内
外

學
者
の
依
慷
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
」
な
る
に
於
い
て

果
し
て
し
か
く
信
ず
べ
き
も
の
な
り
ゃ
否
や
を
其
の
本
に

遡
っ
て
反
省
し
て
見
る
こ
せ
が
、
吾
々
の
如
く
新
し
く
支

那
の
古
銅
器
の
研
究
に
從
事
す
る
者
に
ご
つ
て
、
他
面
あ

ら
ゆ
る
機
軸
を
こ
ら
へ
て
古
蔓
質
出
土
の
遣
跡
の
調
査
研

究
を
行
ふ
と
同
様
に
緊
…
要
な
こ
ご
で
あ
る
ご
信
ず
る
の
で

あ
る
。
幸
に
も
支
那
古
銅
器
の
う
ち
霊
代
に
翻
す
る
も
の

．
が
十
数
年
來
朝
鮮
、
印
度
支
那
、
蒙
古
等
の
各
地
で
三
者

の
手
で
登
掘
さ
れ
る
こ
ご
に
な
っ
て
、
な
ほ
不
充
分
乍
ら

新
し
い
基
礎
の
上
に
右
の
黙
を
考
究
す
る
可
能
性
が
輿
へ

ら
れ
る
事
に
な
っ
た
。
で
以
下
少
し
く
此
の
問
題
を
考
へ

て
見
る
こ
ご
に
し
た
。

　
　
　
　
二
、

　
さ
て
綜
括
し
て
支
那
の
古
銅
器
ご
云
ふ
が
、
其
の
中
で

（2）



重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
漢
及

其
の
以
前
の
遺
品
で
あ
っ
て
、
支
那
人
の
所
謂
三
代
の
古

銅
器
が
其
の
最
た
る
も
の
ε
し
て
、
こ
、
に
支
那
古
銅
器

の
特
色
が
示
弱
れ
て
居

る
の
で
あ
り
、
銅
器
の

研
究
が
主
な
る
樹
象
を

こ
れ
に
置
い
て
、
漢
⊥
ハ

朝
の
遺
品
に
及
ん
で
み

る
の
は
顯
著
な
事
實
な

の
で
あ
る
。
從
っ
て
實
・

際
に
於
い
て
は
上
段
に

記
し
た
見
解
を
換
言
す

る
ご
、
特
色
の
異
な
右

の
所
謂
三
代
の
古
銅
器

う
。
吾
々
が
支
那
古
銅
器
を
見
る
際
κ
先
づ
認
め
ら
る
、

顧
著
な
瓢
は
同
じ
形
式
の
多
い
ご
云
ふ
事
實
で
あ
る
。
是

等
の
う
ち
に
は
ほ
や
同
じ
銅
質
を
示
し
て
み
る
上
に
、
器

な
る
も
の
が
次
の
時
期
郎
ち
漢
六
朝
ま
で
傳
承
せ
ら
れ
製

作
せ
ら
れ
だ
こ
云
ふ
事
に
一
つ
の
重
要
な
鮎
を
示
す
わ
け

な
の
で
あ
る
。
い
ま
此
の
見
解
の
糠
る
慮
を
辿
っ
て
見
や

　
　
　
　
支
那
古
銅
器
研
究
に
謝
す
る
一
考
察
・
（
櫨
原
）

（藏氏クツヤニy里巴）器銅見獲那支度印　圖一三

も
も
こ
よ
り
存
在
す
る
の
で
は
あ
る
が
、

意
に
上
る
の
は
、
其
の
上
に
印
せ
ら
れ
た
昏
冥
や
銘
文
が

同
じ
で
あ
り
‘
な
が
ら
、
表
現
の
手
法
に
蓮
つ
た
段
階
を
示

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
　
三

を
飾
っ
た
丈
様
や
銘
文

等
が
塗
く
同
じ
手
法
で

表
は
さ
れ
て
み
て
同
時

の
製
作
ビ
推
定
し
得
る

類
（
例
へ
ば
墾
龍
饗
餐

紋
壺
ご
命
名
さ
れ
だ
特

別
な
形
の
銅
器
が
住
友

男
爵
（
泉
屋
清
覧
第
五
十
一
圖
）
餐

華
府
の
フ
フ
や
美
術
館

こ
の
爾
者
に
遺
存
す
る

が
如
き
曇
れ
で
あ
る
）

　
　
　
そ
れ
ε
共
に
注

（3）



　
　
　
－
支
那
古
銅
器
研
究
に
謝
す
る
一
考
察

し
、
ま
た
器
の
銅
質
に
可
な
り
著
，
醒

し
い
1
固
よ
り
外
観
上
で
は
あ

る
が
一
相
蓮
の
認
め
ら
る
、
も

の
、
並
び
存
す
る
こ
ご
で
あ
る
。

こ
れ
は
住
友
男
爵
所
藏
の
銅
器
の

目
録
即
ち
「
泉
屋
清
賞
」
を
通
観
す

る
ご
ほ
“
分
明
す
る
が
、
更
に
そ

れ
を
英
國
の
ビ
ク
ト
ソ
ァ
及
ア
ル

バ
ー
ト
博
物
館
に
藏
す
る
多
歎
の

支
那
古
銅
器
ご
比
較
す
る
こ
ご
に

依
っ
て
最
も
明
瞭
な
印
象
が
與
へ

ら
れ
る
。
是
等
の
う
ち
か
ら
弾
物

の
製
作
に
巧
み
な
支
那
人
の
模
古

の
銅
器
を
除
外
す
る
も
、
な
ほ
右

の
現
象
が
あ
ら
ゆ
る
下
形
に
於
い

て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
場

合
支
那
の
學
者
は
文
字
を
重
ん
ず

1”「y評3“
　v　　－　　t　”t’t：

（
権
原
）

齢

第
十
五
巻
　
第
…
貌
　
　
　
　
四

　
　
　
る
ε
こ
ろ
か
ら
、
其
の
銘
僻
の
盟

（藏院學化丈質物ドーヲグンニソ）器銅見褒墳古ラウンイノ古蒙北　圖二第

に
基
き
簡
軍
に
般
周
及
漢
ご
年
代

を
言
訳
し
て
、
文
楼
其
他
の
示
す

事
實
を
殆
ん
ピ
度
外
覗
す
る
か
、

考
古
學
的
研
究
の
行
は
れ
て
る
る

國
土
で
は
、
誤
断
其
の
全
般
に
亙

る
合
理
的
の
解
粋
が
要
求
せ
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
で
導
き
出

　
　
ロ

さ
れ
た
の
が
如
上
の
古
形
式
の
傳

承
ビ
云
ふ
見
解
な
の
で
あ
る
。
而

し
て
此
の
見
解
を
支
持
す
る
慮
の

も
の
は
、
漢
民
族
が
本
臨
監
を
樹

び
先
王
の
道
を
重
ん
ず
る
ε
云
ふ

其
の
國
民
性
に
封
ず
る
親
念
で
あ

っ
て
、
そ
れ
か
ら
勤
先
を
祭
る
宗

廟
の
重
器
こ
し
て
製
作
し
た
尊
舞

が
古
式
を
繊
塗
し
た
ご
云
ふ
推
測

（4）



が
合
理
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
右
の
見
解
が
廣
く
行
は
　
　
経
堂
に
於
け
る
エ
ッ
ッ
氏
の
解
説
並
に
バ
ー
リ
ン
ト
ン
誌

る
、
事
は
一
慮
理
由
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
　
　
⊥
ハ
月
號
所
載
の
・
フ
ウ
フ
ァ
ー
博
士
の
同
書
に
封
ず
る
批
評

こ
、
に
一
個
の
古
式
の
銅
器
が
表

は
れ
た
こ
す
る
ご
、
器
が
嚴
正
な

文
榛
の
配
列
を
取
っ
て
み
れ
ば
三

代
少
く
も
周
代
ε
し
　
古
い
銘
辮

が
あ
っ
て
も
表
現
法
が
一
華
齊
を
映

く
ご
聖
代
ざ
見
る
説
i
甚
だ
し

き
に
至
っ
て
は
唐
代
こ
す
る
説
が

行
は
れ
、
か
、
る
個
々
の
資
料
の

集
積
の
上
に
現
在
の
支
那
古
銅
器

観
が
成
立
っ
て
る
る
わ
け
で
あ
る

慮
が
其
の
結
果
ビ
し
て
示
さ
れ
る

形
な
り
文
様
は
、
時
代
に
依
る
特

徴
や
、
，
聖
遷
な
る
も
の
が
殆
ん
ざ

捕
促
し
難
く
な
り
絡
つ
た
類
で
あ
る
こ
ご
、
轡
に
第
一
冊

を
出
し
た
英
國
ユ
ウ
モ
ル
フ
ォ
プ
ロ
ス
翁
の
銅
器
玉
器
の

　
　
　
　
支
那
言
銅
器
研
究
に
溢
す
る
｝
考
察
　
（
梅
原
）

（藏氏クソヤニフ里巴）例一の器銅秦謂所　圃三第

等
の
上
に
最
も
適
切
に
そ
れ
が
表

は
れ
て
る
る
。

　
私
は
如
上
の
見
解
が
與
へ
ら
れ

た
事
象
に
封
ず
る
一
の
有
力
な
る

解
繹
法
で
あ
る
こ
ご
を
認
む
る
者

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
初
に
も
一
言

し
た
如
く
考
古
學
的
研
究
に
最
も

必
要
な
形
式
劇
的
の
考
察
に
駕
す

る
支
障
を
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
ご
は
別
に
か
、
る

場
合
に
加
へ
得
る
他
の
解
物
の
可

能
如
何
を
一
回
考
慮
し
て
見
る
こ

ご
、
並
に
動
物
の
上
か
ら
果
し
て

右
の
解
離
が
認
め
ら
れ
る
や
否
や
を
確
め
る
資
料
の
導
出

に
意
を
用
ふ
る
こ
ご
に
し
た
。
慮
が
先
づ
前
者
に
甘
し
て

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
　
五

（5）



　
　
　
　
支
那
古
鋼
器
品
究
に
…
封
ず
ろ
一
考
察
　
（
梅
原
）

は
少
く
も
二
つ
の
見
解
を
触
へ
る
事
が
出
來
る
標
で
あ
る

其
の
学
は
古
代
銅
器
の
作
ら
れ
淀
地
方
が
必
ず
し
も
…
局

部
に
限
る
理
歯
が
存
し
な
い
以
上
、
鋳
造
の
地
方
地
方
に

よ
っ
て
、
巧
稚
精
粗
の
存
在
が
容
認
せ
ら
れ
や
う
か
ら
、

こ
れ
を
以
て
示
さ
れ
た
現
象
を
解
く
こ
ご
で
あ
る
し
、
搬
資

の
二
は
，
幾
代
に
勃
興
し
だ
爾
古
思
想
が
古
器
の
愛
玩
ビ
相

表
裏
し
て
藤
代
に
古
器
の
複
製
が
大
い
に
行
は
れ
次
代
に

及
ん
だ
ご
云
ふ
歴
史
事
實
か
ら
，
所
謂
古
器
の
う
ち
に
此

の
類
の
存
在
す
る
事
を
認
め
る
事
に
依
る
解
繹
法
で
あ
る

而
し
て
此
の
後
者
は
古
鏡
鑑
の
場
合
に
於
い
て
は
、
其
の
・

示
す
重
質
ご
、
時
，
に
煎
へ
ら
れ
だ
複
製
品
の
上
の
作
者
の

附
加
銘
こ
か
ら
、
可
な
り
ハ
ッ
キ
ソ
ご
複
製
品
を
緯
距
の

器
か
ら
匿
別
し
得
る
楼
で
あ
る
。
而
し
て
現
存
鏡
鑑
に
案
、

外
壁
の
種
の
複
製
漢
鏡
の
多
い
黙
を
考
へ
る
ご
、
弊
器
の

場
合
も
然
る
も
の
で
は
な
い
か
ご
思
は
れ
る
。
で
右
の
鏡

鑑
の
間
に
認
め
ら
れ
る
手
法
上
の
相
違
黙
の
槻
察
は
同
時

に
そ
れ
が
舞
器
の
上
に
存
在
す
れ
ば
常
然
知
ら
れ
る
わ
け

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
　
第
一
競
　
　
　
　
　
山
門

で
あ
っ
て
、
こ
、
に
二
者
峻
別
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る

事
に
な
る
Q
私
は
爾
三
年
芝
繋
の
方
面
の
槻
察
に
思
事
し

π
結
果
、
こ
れ
に
第
唄
に
揺
げ
た
製
作
の
際
に
生
す
る
地

方
的
差
違
の
存
在
に
塾
す
る
考
慮
を
加
へ
る
ε
、
｝
見
解

し
難
い
古
銅
器
に
見
ゆ
る
各
段
の
類
例
形
の
多
い
問
題
の

解
決
を
、
・
此
の
全
く
新
し
い
方
面
に
見
出
し
得
る
機
に
考

へ
る
檬
に
な
っ
た
。
け
れ
ざ
も
此
の
事
は
究
局
に
於
い
て

は
そ
う
で
あ
ら
う
ご
も
≦
直
ち
に
贋
く
行
は
る
、
從
來
の

見
解
の
不
嘗
を
意
味
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
こ
、
に

於
い
て
果
し
て
古
き
式
が
し
か
く
支
那
に
於
い
て
繊
承
せ

ら
れ
た
か
を
野
物
の
上
か
ら
吟
即
す
る
事
が
重
要
な
意
義

を
持
つ
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
三

　
い
ま
零
れ
．
を
遺
物
の
上
か
ら
槻
察
す
る
場
合
、
吾
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

利
用
し
得
る
資
料
は
其
の
性
質
の
上
か
ら
二
つ
に
分
れ
る

一
つ
は
宋
代
以
來
の
金
石
無
主
係
の
著
録
に
質
す
る
逡
品

で
あ
っ
て
、
他
は
現
在
實
物
を
存
し
て
親
し
く
吾
々
の
調

（ 6）



厳
し
得
る
類
で
あ
る
。
此
の
後
者
に
十
数
年
來
、
支
那
の

四
隣
の
國
土
で
學
者
の
調
査
の
結
果
見
出
さ
れ
た
遺
物
を

含
ん
で
み
る
。
慮
が
二
者
の
う
ち
で
前
者
は
本
署
銘
僻
を

主
こ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
楽
才
交
様
な
ざ
の
傳
篇
に

於
い
て
甚
だ
正
確
を
間
く
も
の
が
多
い
上
に
、
銘
交
の
繹

護
の
み
を
撃
ち
に
し
て
寒
露
其
他
に
謝
す
る
記
載
の
な
い

類
で
あ
る
か
ち
，
「
本
論
の
・
如
き
根
本
に
搾
れ
た
問
題
に
謝

し
て
資
料
だ
る
に
適
せ
す
、
　
輩
に
質
置
資
料
た
る
に
ご
㎏

ま
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
後
者
は
其
の
瓢
か
ら
は
確
か
さ
を

持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
掌
り
得
る
資
料
ε
す
黒
く
、
特

に
學
者
の
三
型
に
係
る
俘
出
物
の
明
な
遺
品
は
、
よ
し
そ
．

れ
が
現
在
支
那
内
地
に
實
例
を
求
め
得
す
ま
た
数
に
於
い

て
圖
録
所
載
の
如
く
多
数
な
ら
ざ
る
の
憾
を
存
す
る
こ
も

資
料
こ
し
て
最
も
重
要
な
位
置
を
囲
む
る
も
の
ご
な
る
の

で
あ
み
。
從
濁
世
に
出
た
此
の
種
の
銅
器
は
南
満
洲
を
は

じ
め
、
朝
鮮
、
蒙
古
、
印
度
支
那
等
に
於
い
て
日
、
露
、

佛
の
思
者
の
行
っ
た
學
七
難
掘
の
股
獲
物
並
に
そ
れ
に
開

　
　
　
　
支
那
古
銅
器
研
究
に
糊
す
る
一
考
察
　
（
梅
原
）

漏
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
時
代
は
殆
ん
ざ
漢
代
に
局
限
せ

ら
れ
、
僅
に
一
部
分
、
例
へ
ば
南
鮮
の
古
新
羅
古
墳
の
出

土
品
に
六
朝
代
の
も
の
を
見
る
ご
云
ふ
程
度
で
あ
る
が
、

そ
の
黒
影
の
蔵
品
を
主
ε
す
る
黙
が
問
題
こ
な
っ
て
み
る

支
那
古
銅
器
形
式
の
傳
承
如
何
に
聾
す
る
考
古
曇
声
考
察

に
最
も
必
要
な
要
件
を
み
だ
し
て
呉
れ
る
。
何
こ
な
れ
ば

上
に
も
記
し
た
如
ズ
、
此
の
問
題
は
換
言
す
る
ご
其
の
根

底
に
所
謂
般
周
…
器
の
漢
代
傳
承
如
何
と
云
ふ
こ
と
が
雲
上

な
る
部
分
を
な
し
て
ゐ
嘉
ら
で
あ
る
・
で
い
ま
こ
れ
に
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

出
土
地
の
不
詳
な
支
那
本
土
か
ら
齎
さ
れ
π
遺
品
を
併
せ

考
へ
、
・
ま
π
圖
録
を
塗
思
し
て
論
を
す
、
め
る
こ
ご
に
す

る
。

　
然
ら
ば
是
等
の
資
料
か
ら
今
旦
認
め
ら
れ
て
み
る
漢
銅

器
の
特
色
は
如
何
，
こ
れ
の
詳
細
は
他
日
別
に
論
落
す
る

の
機
會
に
譲
る
こ
ご
に
す
る
が
、
銘
の
あ
る
漆
器
の
思
出

に
依
っ
て
憐
造
年
代
の
漢
盛
時
に
あ
り
こ
せ
ら
れ
た
朝
鮮

李
、
安
慰
滋
大
同
江
面
第
九
號
墳
に
副
葬
せ
ら
れ
て
る
た
多

　
　
　
　
　
　
鎮
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
　
七



　
　
　
　
支
那
古
銅
器
研
究
に
謝
す
ろ
一
考
察
　
（
梅
原
）

数
の
銅
器
が
如
何
に
物
語
り
、
ま
た
自
籐
の
出
土
品
が
そ

れ
を
支
持
し
て
み
る
如
く
、
其
の
器
は
著
し
く
薄
手
こ
な

つ
で
、
先
秦
代
銅
器
に
見
る
が
如
き
グ
ロ
テ
ス
ク
な
重
苦

し
い
面
分
を
脱
し
、
爲
實
的
な
域
じ
を
輿
へ
る
黙
が
著
し

い
の
で
あ
る
し
表
面
装
飾
で
は
難
養
、
趣
龍
等
の
奇
怪
な

文
様
が
概
ね
其
の
泌
を
絶
ち
、
、
僅
か
に
器
の
環
座
の
獣
面

に
其
の
名
残
を
ご
い
む
る
に
過
ぎ
す
、
　
一
般
に
無
文
で
あ

る
が
、
時
に
こ
れ
あ
る
も
の
は
波
状
文
ご
一
部
入
士
の
呼

ぶ
ソ
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
を
持
つ
黙
に
ま
だ
其
の
特
色

の
扁
つ
が
見
ら
れ
る
。
第
一
圖
は
印
度
支
那
登
見
に
係
り

い
ま
巴
里
の
ワ
ニ
ヤ
ッ
ク
氏
の
所
藏
す
る
難
戦
の
あ
る
鍾

形
銅
器
、
ま
た
第
二
圖
は
外
蒙
古
ノ
イ
ン
ウ
ラ
山
地
古
墳

魚
見
の
燈
形
銅
器
で
あ
る
。
圖
の
示
す
慮
か
ら
共
に
右
の

臆
面
の
特
色
を
備
へ
て
る
る
こ
ご
が
容
易
に
看
取
さ
れ
や

う
。
，

　
痴
女
銅
器
の
先
導
銅
器
に
逸
し
て
持
つ
上
記
の
如
き
特

色
は
、
支
那
の
學
者
も
そ
れ
に
似
た
蹄
結
を
早
く
か
ら
持

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
第
一
號
八

っ
て
る
淀
こ
ご
が
、
銘
文
の
示
す
慮
に
基
き
配
列
し
た
多

く
の
金
石
開
墾
の
能
面
の
記
載
か
ら
推
し
得
る
の
で
あ
っ

て
、
一
般
に
支
那
學
者
が
周
ご
漢
ご
の
器
を
峻
別
し
て
み

る
こ
ご
は
近
く
「
燕
京
學
報
」
に
載
せ
だ
容
庚
氏
の
「
般
周

禮
樂
器
考
略
」
「
漢
代
服
御
器
考
略
」
な
ざ
に
依
っ
て
も
知

ら
れ
る
。
尤
も
現
在
先
秦
形
式
の
漢
面
責
説
を
主
張
す
る

學
者
ε
云
へ
ざ
も
、
漢
代
に
既
記
の
形
式
の
存
在
し
だ
に

就
い
て
は
疑
を
挿
ん
で
み
る
も
の
こ
は
思
は
れ
な
い
。
從

っ
て
こ
、
に
残
る
黙
は
實
物
上
、
か
、
る
漢
の
特
色
の
あ

る
器
の
以
外
に
前
者
の
傳
承
を
主
張
し
得
る
程
の
多
く
の

右
式
器
が
漢
意
に
存
す
る
や
否
や
に
係
る
の
で
あ
る
Q
此

の
場
合
吾
々
の
有
す
る
確
實
な
る
資
料
の
な
ほ
僅
少
な
こ

ご
が
論
述
を
不
充
分
な
ら
し
め
る
も
の
な
の
を
繰
返
さ
㎏

る
を
得
な
い
の
を
憾
ご
す
る
が
、
他
面
朝
鮮
藤
浪
の
遣
跡

の
如
き
は
盗
掘
を
加
へ
る
ご
無
慮
三
百
除
の
古
墳
が
掘
開

せ
ら
れ
て
多
数
の
銅
器
を
顯
現
し
た
が
、
現
在
に
於
い
て

は
一
の
古
式
銅
器
を
も
そ
の
う
ち
に
見
幽
さ
な
い
の
で
あ

（8）



る
し
、
割
合
に
廣
い
範
圃
に
亘
っ
て
調
査
せ
ら
れ
た
南
満

洲
に
於
け
る
漢
代
遺
跡
斜
鼻
の
銅
器
の
示
す
ご
こ
ろ
、
ま

た
同
様
で
あ
る
ご
共
に
、
そ
れ
が
同
じ
地
域
か
ら
出
る
明

器
の
形
の
上
に
も
反
映
し
て
み
る
黙
は
考
古
學
上
重
要
な

事
實
ご
総
す
べ
き
で
あ
る
Q
更
に
輔
翼
調
べ
ら
れ
た
蒙
古

朝
鮮
．
印
度
支
那
ε
全
く
か
け
離
れ
た
地
域
に
於
け
る
漢

代
の
遺
跡
か
ら
出
る
銅
器
が
一
章
に
同
じ
特
徴
を
示
し
て

古
形
式
の
残
留
を
見
出
さ
な
い
事
實
の
上
に
、
上
述
の
特

色
を
持
つ
銅
器
が
時
代
を
風
靡
し
て
、
如
何
に
そ
れ
が
す

み
み
＼
に
ま
で
波
及
し
π
か
を
察
せ
し
む
る
も
の
が
め
る

ε
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
現
在
吾
々
の
持
つ
資
料

か
ら
は
漢
代
に
於
け
る
古
形
式
の
銅
器
の
製
作
の
盛
で
あ

っ
た
の
を
認
む
る
の
は
難
い
こ
ご
、
な
る
。
縛
じ
て
こ
れ

を
他
の
方
面
帥
ち
銘
文
の
示
す
事
實
か
ら
考
察
す
る
も
吾

々
に
遺
さ
れ
π
資
料
か
ら
は
漢
代
の
銘
を
持
つ
先
秦
の
胆

気
な
器
を
見
潔
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
論
述
の
確
さ
を
保

つ
爲
に
し
ば
ら
く
實
例
を
、
私
の
實
謝
し
た
遣
物
帥
ち
上

　
　
　
　
支
那
賓
銅
器
研
究
に
講
ず
ろ
一
考
察
　
（
梅
原
）

記
の
後
者
の
資
料
に
限
る
こ
し
や
う
。
先
づ
漢
の
樂
浪
郡

の
遺
跡
か
ら
出
た
永
光
三
年
の
孝
文
廟
の
謬
言
が
明
に
所

謂
虚
器
の
特
色
を
具
備
し
だ
も
の
で
あ
る
の
を
は
じ
め
、

京
都
藤
井
善
助
氏
飾
罫
長
沙
元
年
造
る
慮
の
某
廟
の
鋤
、

兵
庫
縣
御
影
の
嘉
納
治
兵
衛
氏
所
藏
す
る
王
蒜
始
建
國
元

年
正
月
の
鳳
文
正
、
濁
逸
伯
林
の
國
立
博
物
館
東
洋
部
門

牧
の
紳
欝
元
年
造
長
安
r
領
宮
の
雁
足
燈
、
さ
て
は
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
の
ハ
ニ
エ
ル
氏
所
属
の
塗
櫛
二
年
有
銘
の
銅
鼎
の

如
き
薫
れ
も
漢
代
特
有
の
轡
形
を
示
し
て
み
る
事
が
認

め
ら
れ
る
。
此
の
黙
は
宋
以
來
の
金
石
圖
録
類
所
載
の
同

じ
銘
を
持
つ
多
数
の
遣
物
に
於
い
て
も
全
く
同
一
で
あ
っ

て
、
ま
た
前
者
の
事
實
を
強
む
る
傍
謹
と
な
ら
う
。
而
し

て
上
に
畢
げ
だ
う
ち
に
宗
廟
の
器
な
る
銘
僻
の
明
な
遣
晶

も
な
ほ
新
形
式
な
る
こ
ご
が
特
筆
に
値
し
て
こ
、
に
從
來

唱
へ
ら
れ
た
漢
画
に
古
形
式
を
嘉
承
し
た
器
の
多
い
ど
見

る
重
要
な
論
慷
が
事
實
の
上
か
ら
壊
さ
れ
る
外
な
い
こ
ご

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
　
九

（9）



　
　
　
　
支
那
古
鋼
器
研
究
に
罫
手
ろ
一
考
察
　
（
梅
原
）

　
　
　
　
、
四
、

　
函
以
上
の
記
述
か
ち
現
在
吾
々
の
持
つ
資
料
の
範
幽
に
於

い
て
、
漢
代
に
古
式
銅
器
の
製
作
が
唐
綾
い
て
盛
行
し
た

こ
認
む
る
こ
ご
の
難
い
の
が
不
充
分
な
が
ら
明
に
な
し
得

た
ご
思
ふ
ゆ
、
、
從
っ
て
叢
に
支
那
古
銅
…
器
の
形
式
學
的
研
究

の
可
能
が
認
め
ら
れ
る
れ
け
で
あ
ヶ
、
ま
た
同
時
に
第
二

項
に
剥
い
だ
考
察
の
推
究
か
ら
種
却
の
段
階
に
あ
る
資
料

の
整
理
が
行
は
る
べ
き
こ
ご
に
な
ら
う
。
是
等
の
事
は
更

に
所
謂
三
代
銅
器
並
に
腰
台
の
持
つ
特
色
を
、
現
在
西
厭

に
於
い
て
導
者
の
興
味
を
惹
き
つ
、
あ
る
所
謂
秦
鋼
愚
な

る
も
の
、
持
つ
性
質
ご
調
比
す
る
こ
ご
に
依
っ
て
、
な
ほ

そ
の
環
境
の
明
に
せ
ち
れ
る
も
の
が
あ
る
襟
に
考
へ
ら
れ

る
。
所
細
璽
秦
銅
器
に
就
い
て
は
い
ま
一
詳
記
す
る
こ
ε
を
｛
得

な
い
が
此
の
名
繕
を
負
ふ
た
銅
器
の
一
群
が
一
九
二
四
年

に
勧
化
城
め
北
方
に
於
い
て
見
出
さ
れ
て
、
佛
の
ワ
ニ
ヤ

ヅ
ク
氏
に
依
り
巴
里
に
齎
さ
れ
、
忽
ち
學
者
の
注
意
上
b
、

從
來
の
埋
も
れ
た
類
品
が
世
に
出
る
巴
鞍
馬
、
新
し
い
登

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
一
號
　
　
　
　
一
〇

見
ま
た
相
嗣
ぐ
に
至
っ
た
Q
さ
て
秦
器
の
特
色
こ
し
て
数

へ
ら
れ
る
一
つ
の
著
し
い
黙
は
其
の
面
に
表
鳳
さ
れ
た
文

…
慌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
種
の
悪
龍
の
盛
歌
に
結
び
あ
っ

て
連
綾
し
た
細
密
な
圖
襟
が
、
二
種
の
捺
型
を
以
て
繰
返

し
て
帯
献
に
配
布
せ
ら
れ
、
そ
の
旭
龍
膿
に
乳
母
襟
の
鮮

か
に
表
は
れ
て
る
る
黙
ご
、
・
他
方
鉛
若
し
く
ば
漆
喰
憐
の

自
亜
物
質
を
以
て
施
し
た
象
嵌
而
し
て
そ
れ
は
馴
鹿
を
は

じ
め
虎
、
馬
、
牛
虻
の
動
物
、
禽
鳥
、
魚
類
か
ら
狩
猟
、

闘
孚
な
ざ
の
光
景
に
亘
る
一
種
の
絡
聲
的
の
も
の
を
含
み

爲
實
的
な
特
色
の
あ
る
の
が
数
へ
ら
れ
て
る
る
。
蹄
形
の

方
は
小
形
の
金
具
に
於
い
て
こ
そ
特
異
な
類
を
見
る
が
大

形
容
器
に
あ
っ
て
は
例
へ
ば
第
三
圖
の
鼎
の
如
く
～
薄
手

に
な
っ
て
形
の
整
美
な
鮎
で
漢
器
ご
共
通
の
施
が
あ
る
ご

共
に
ま
た
其
の
脚
の
獣
形
の
如
き
、
周
鼎
の
そ
れ
を
思
は

せ
る
黙
も
存
す
る
の
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
大
膿
か
ら
す
る

ざ
此
の
類
の
軍
器
の
支
那
の
北
西
方
に
拙
土
の
多
い
の
は

事
實
ら
し
い
が
同
じ
特
質
は
河
南
新
鄭
重
田
土
の
銅
器
の

（10）



一
部
に
も
メ
ッ
キ
フ
ご
表
は
れ
て
む
て
、
分
布
が
相
當
に

廣
ぐ
、
、
時
代
の
如
き
ま
た
短
、
い
秦
に
限
る
可
き
為
の
こ
も

思
ぼ
れ
な
い
。
－
現
に
ワ
ユ
ヤ
ツ
ク
氏
の
齎
し
蹄
つ
た
銅
器

を
秦
代
ご
見
る
根
擦
は
頗
る
疑
ふ
惹
き
も
の
で
あ
る
か

ら
、
名
稽
の
上
に
所
謂
な
る
二
字
を
冠
す
る
の
必
要
が
痛

下
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
は
兎
も
角
ビ
し
て
右
の
性

質
を
通
観
す
る
の
時
、
該
銅
器
を
從
來
の
、
樗
蒲
の
匿
分
で

あ
ざ
先
秦
漢
爾
者
の
仲
間
に
概
き
得
る
可
能
性
が
囲
物
の

上
か
ら
考
へ
ら
れ
る
ご
共
に
、
特
殊
な
文
様
も
窯
9
隔
∋
銭
。
。

の
．
騒
檬
こ
の
比
較
に
依
っ
て
雨
者
の
連
鎖
が
推
定
せ
ら
れ

て
、
そ
こ
に
支
那
の
古
銅
…
器
に
於
け
る
新
形
式
獲
現
の
負

ふ
ご
こ
ろ
め
外
來
，
丈
化
の
影
響
に
あ
り
、
他
方
秦
の
興

処
、
其
の
支
那
統
一
の
文
化
的
背
景
を
こ
れ
ご
結
び
つ
け

る
こ
ご
の
必
ず
し
も
不
合
理
で
な
い
こ
ご
に
ま
で
想
倒
せ

し
め
る
の
で
あ
る
。
か
、
る
黙
か
ら
所
謂
秦
銅
器
の
出
現

は
支
那
の
古
銅
器
の
研
究
に
向
っ
て
一
の
新
生
面
を
開
く

も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
周
漢
爾
式
の
中
三
型
だ

　
　
　
　
麦
那
古
銅
器
研
究
に
灘
す
る
一
考
察
（
梅
原
）

る
性
質
を
有
し
、
而
も
廣
き
分
布
を
持
つ
こ
す
れ
ば
、
形

式
推
移
の
一
般
論
の
上
か
ら
し
て
有
力
な
中
越
に
來
る
型

式
を
度
外
視
し
て
、
古
形
式
の
…
形
式
を
飛
ん
だ
後
代
に

ま
で
盛
に
行
は
れ
た
こ
す
る
見
解
の
踏
面
で
な
い
の
を
も

示
す
事
に
な
る
わ
け
で
あ
る
Q

　
　
（
既
の
一
二
尺
一
岬
μ
巴
生
出
に
ド
在
り
し
口
、
瑞
雲
（
の
ス
ス
ン
ル
ド
、
シ
レ
ン
惰
障

　
士
の
問
に
答
へ
て
開
陳
し
糞
鄙
見
に
若
干
の
修
補
た
煎
へ
た
も
の
で

　
あ
ろ
。
昭
和
四
年
八
月
八
日
稿
）

第
十
五
巻
第
一
號

一
一

（1ユ）


