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以
上
述
べ
た
所
の
三
代
偉
鼻
の
形
態
、
囲
文
の
推
移
並
に
銘
駐
…
の
鍵
遷
に
撰
す
る
概
観
が
、
初
に
記
し
た
特
色
あ
る

銅
利
…
器
と
如
何
に
交
渉
す
る
か
は
、
本
題
の
核
心
に
鰯
れ
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
が
、
鹸
密
な
意
味
か
ら
す
る
と
、
ム
ー

日
な
ほ
爾
者
の
明
か
な
共
存
例
が
示
さ
れ
て
居
ら
澱
の
で
、
こ
れ
を
適
確
に
知
る
ご
と
が
出
來
す
、
そ
の
如
何
を
將
來

に
於
け
る
關
係
資
料
の
繊
現
に
倹
つ
罪
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
現
在
の
許
さ
れ
た
範
關
で
の
考
察
と
し
て
、
此
の
場
合
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支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
六
五
二

注
意
を
惹
く
の
は
蓋
し
爾
者
の
圖
丈
の
上
に
認
め
ら
れ
る
同
似
と
し
ょ
う
り

　
吾
々
は
古
鋼
容
器
の
圖
文
に
於
い
て
嚴
粛
奇
怪
な
動
物
文
が
、
現
在
最
も
初
に
來
る
と
す
る
形
式
観
を
得
た
の
で
あ

っ
た
が
、
他
面
に
於
い
て
そ
の
古
調
の
あ
る
岡
式
の
動
物
文
を
複
雑
化
し
た
利
器
乃
至
寧
ろ
濫
用
よ
り
遠
ざ
か
っ
た
古

式
犬
や
壁
越
の
装
飾
に
見
受
け
る
の
で
あ
う
、
ま
た
款
識
に
於
け
る
最
初
の
段
階
に
属
す
る
と
し
た
記
薄
煙
の
類
が
、

同
じ
く
犬
・
子
等
の
所
謂
「
内
」
に
存
す
る
こ
と
を
も
注
意
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
有
の
圃
似
か
ら
し
て
云
は
や
利
器
の

装
飾
化
し
た
も
の
と
銅
容
器
の
古
式
と
が
同
時
に
存
し
た
ら
う
と
す
る
推
測
が
加
へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
此
の
場
合

所
謂
般
嘘
か
ら
か
、
る
利
器
を
出
す
こ
と
が
、
同
じ
土
塀
出
土
の
彫
牙
骨
片
に
岡
様
な
特
徴
あ
る
岡
交
の
測
出
さ
れ
て

み
る
黙
と
併
せ
掘
る
可
く
、
ま
た
他
方
に
於
い
て
古
式
の
煙
霧
の
款
識
に
、
支
那
の
金
文
家
の
認
め
て
周
初
の
器
と
す
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

る
も
の
、
あ
る
こ
と
、
例
へ
ば
共
郵
の
如
き
或
は
身
丈
郵
の
如
き
は
“
よ
し
や
其
の
推
定
年
代
に
な
ほ
絶
甥
の
信
糠
を

置
き
難
い
黙
が
あ
る
と
し
て
も
、
右
の
推
測
に
連
關
す
る
所
が
あ
b
、
覇
者
の
接
鰯
黙
の
年
代
槻
に
一
の
辞
職
と
な
り

得
る
で
あ
ら
う
。

　
尤
も
銅
利
器
の
う
ち
に
は
既
に
述
べ
た
如
く
、
狭
義
の
犬
（
一
階
支
那
學
者
の
戦
）
に
秦
始
皇
の
年
紀
を
刻
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
存
し
、
ま
た
戦
國
代
と
認
め
ら
れ
る
所
謂
鳥
制
覇
を
存
す
る
相
似
た
犬
等
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
銅
矛
の
或
も
の
、
示

す
事
實
と
併
せ
て
、
銅
利
器
の
遙
か
に
後
の
時
代
に
ま
で
行
は
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
右
の
想
定
に
犠
鯛

す
る
戚
な
き
を
得
な
い
。
さ
り
な
が
ら
狡
義
の
或
な
り
戟
は
、
立
面
の
古
式
の
犬
か
ら
登
達
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
既



に
指
摘
し
た
如
く
、
同
じ
式
は
壁
代
の
鐵
製
利
器
に
も
存
す
る
に
徴
し
、
こ
の
事
實
こ
そ
か
へ
っ
て
鱒
弊
と
利
器
の
或

物
と
の
形
式
の
登
展
過
程
に
於
け
る
並
行
を
示
す
も
の
と
も
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
ほ
或
器
が
其
の
も
の
、
長
い

華
墨
の
途
中
で
、
本
筋
と
離
れ
て
、
寧
ろ
手
用
よ
り
蓮
く
な
っ
た
シ
ン
ボ
ソ
カ
ル
の
形
を
生
す
を
こ
と
も
固
よ
り
考
へ

得
る
こ
と
で
菰
野
形
式
學
上
野
の
鶏
舎
で
は
現
存
の
資
料
か
ら
で
も
か
、
る
寒
生
が
略
ぼ
實
謹
さ
れ
る
。
然
ら
ば
此
の

奪
弊
の
古
式
と
、
　
一
部
に
装
飾
を
加
へ
て
寧
ろ
實
用
よ
り
遠
く
な
っ
た
利
器
と
の
臨
時
存
在
の
認
容
は
、
他
面
に
賢
い
、

て
其
の
時
代
が
所
謂
般
嘘
と
結
び
つ
き
得
る
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
れ
か
ら
考
へ
ら
れ
る
事
象
が
薗
ら
從
來
の
見
解
と
三

々
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
、
．

　
古
式
の
犬
は
こ
れ
を
從
來
鵜
せ
ら
れ
て
る
る
、
犬
即
ち
狡
義
の
そ
れ
に
較
べ
る
と
、
形
式
の
上
で
明
に
先
行
す
る
も

の
で
あ
り
、
断
っ
て
古
式
な
る
形
容
詞
を
冠
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
省
に
於
い
て
は
既
に
一
般
の
け
由
り
鶏
自
よ
り

は
遙
か
に
進
ん
だ
形
を
取
っ
て
み
て
、
明
に
一
程
度
の
楼
達
を
示
し
だ
も
の
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
い
ま
問
題
に
上
っ
て

み
る
其
の
「
内
」
薫
装
飾
を
加
へ
淀
遺
品
乃
至
右
の
便
化
し
た
類
に
至
っ
て
は
、
双
発
の
實
用
に
適
せ
な
い
も
の
、
少
く

な
い
事
実
と
表
裏
し
て
、
石
器
の
形
を
銅
に
寓
し
た
嘗
初
の
段
階
か
ら
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
に
利
器
と
し
て
の
蛮
達
の

段
階
を
経
π
こ
と
を
當
然
豫
難
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
種
の
利
羅
が
從
來
支
那
に
近
接
し
た
地
域
に
見
る

こ
と
な
く
、
、
他
方
圖
文
の
上
に
同
じ
傾
向
の
あ
る
戚
が
支
那
吏
前
の
有
孔
石
斧
と
の
緊
密
な
連
系
を
考
へ
得
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
み
仁
於
い
て
㍉
自
ら
右
の
よ
り
簡
箪
な
實
用
の
利
器
と
し
て
の
思
想
の
段
階
が
、
る
れ
の
表
徴
す
る
支
那
の
古
文
化

　
　
　
　
亥
那
の
青
銅
器
誌
代
に
就
い
て
（
下
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（3）



　
　
　
　
丈
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）
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第
ご
十
巷
　
第
四
號
　
　
六
五
四

の
母
胎
の
う
ち
、
で
経
過
し
た
と
す
る
推
測
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

　
現
在
の
知
見
に
則
す
る
限
り
支
那
の
古
銅
容
器
が
形
式
學
上
腿
の
は
じ
め
に
來
る
段
階
に
於
い
て
最
為
其
の
特
殊
性

が
強
い
と
す
る
吾
々
の
館
趨
は
、
そ
れ
が
鼎
一
蘭
壷
等
を
除
い
て
土
器
と
の
直
接
な
形
の
つ
な
が
り
に
乏
し
く
、
ま
た
圖

文
の
甚
だ
特
異
な
表
出
　
で
あ
る
こ
と
な
ど
と
共
に
煙
れ
薗
膿
に
種
々
の
問
題
を
藏
す
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ま
其
の
一
つ

と
し
て
何
が
故
に
か
、
る
事
象
を
呈
し
た
か
の
重
要
な
黙
は
、
考
右
學
上
こ
れ
を
實
還
す
る
資
料
を
轟
く
が
、
併
し
古

代
に
於
い
て
最
も
普
遍
的
な
土
器
と
の
連
繋
が
左
程
密
接
で
な
一
、
ま
た
圃
文
自
賠
の
示
す
と
こ
ろ
宇
ば
浄
彫
的
な
も

の
が
古
い
と
な
る
と
、
腐
朽
し
易
い
他
の
物
質
、
例
へ
ば
木
竹
器
等
の
う
ち
に
、
，
其
の
先
行
の
器
形
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
す
る
想
像
を
加
へ
し
め
る
の
で
あ
る
。
古
銅
器
の
う
ち
に
例
へ
ば
欝
・
角
の
如
き
角
器
か
ら
導
か
れ
た
と
す

る
器
や
、
愈
の
黒
物
の
如
き
竹
筒
か
ら
來
た
と
思
は
れ
る
も
の
、
あ
る
こ
と
は
此
の
想
像
を
強
め
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
一
触
木
や
竹
な
ど
で
作
っ
た
器
は
其
の
質
料
の
性
質
上
古
い
も
の
は
腐
朽
す
る
の
で
今
旦
貰
物
を
見
得
な
い
の
で
あ

る
が
、
果
實
の
類
が
早
く
容
器
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
た
と
同
じ
く
、
人
類
が
こ
れ
を
用
ひ
だ
ら
う
こ
と
は
ま
た
想
像
す

る
に
難
く
な
い
。
こ
れ
を
現
存
の
土
俗
品
に
徴
す
る
も
、
例
へ
ば
北
欧
の
薄
々
に
於
け
る
木
製
品
乃
至
木
製
容
器
の
盛

な
る
使
用
は
寧
ろ
吾
々
の
推
測
の
範
園
を
超
ゆ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
北
ア
メ
ソ
ヵ
の
土
俗
品
に
就
い
て
も
其
の
著
例

を
見
受
け
る
。
而
し
て
此
の
後
者
並
に
大
洋
洲
の
島
々
の
木
製
の
土
俗
品
に
支
那
の
古
銅
器
文
に
類
似
し
π
と
言
は
る

、
繁
褥
な
動
物
文
の
彫
刻
を
存
す
る
の
で
あ
る
。
吾
々
は
こ
の
故
を
以
て
問
題
の
下
部
論
者
の
言
ふ
繋
ぐ
問
題
の
支
那

（4）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
文
物
を
是
等
と
結
び
つ
け
て
、
古
代
に
於
け
る
大
望
洋
文
化
圏
の
存
在
を
直
ち
に
想
定
す
る
が
如
き
大
愚
さ
を
持
だ

な
い
の
で
は
あ
る
が
、
掃
い
支
那
古
銅
器
文
が
要
す
る
に
野
璽
文
楼
の
極
度
の
襲
達
を
途
げ
た
も
の
と
す
る
見
解
が
認

め
ら
れ
る
以
上
、
此
の
現
在
の
未
開
入
の
土
俗
の
實
際
か
ら
し
て
、
其
の
始
源
の
朕
態
を
類
推
す
る
こ
と
は
許
さ
ゐ
べ

き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
い
ま
右
の
黙
か
ら
試
み
に
古
銅
器
出
現
の
初
期
の
状
態
に
就
い
て
大
嶺
な
想
像
を
加
へ
る
と
せ
ん
か
、
此
の
場
合
先

づ
現
に
遺
物
を
存
し
て
古
く
か
ら
容
器
と
し
て
廣
く
行
は
れ
た
こ
と
の
明
な
土
器
と
共
に
、
早
く
腐
朽
す
る
物
質
で
相

似
π
器
の
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
へ
る
と
す
る
。
次
に
一
般
の
容
器
が
第
一
義
的
な
日
常
の
用
器
か
ら
、
文
化
の
登
展
に

俘
ひ
聖
別
禦
用
事
例
へ
ば
祭
器
等
の
盆
が
生
じ
た
場
合
慈
攣
る
時
・
糞
を
以
て
救
そ
れ
を
ぞ
作
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
推
測
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
其
の
質
料
に
演
じ
た
形
な
り
、
装
飾
文
の
轟
音
が
當
然
あ
り

得
る
で
あ
ら
う
。
現
存
の
銅
容
器
に
於
い
て
形
式
石
上
最
初
に
登
る
複
雑
に
し
て
特
色
の
あ
る
も
の
は
、
か
、
る
別
個

の
物
質
で
の
獲
達
過
稚
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
銅
で
寓
し
作
っ
た
と
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
よ
く
理
解
せ
ら
れ
る

し
、
ま
た
其
の
二
代
の
日
常
の
土
器
と
の
稽
々
が
け
離
れ
た
事
も
説
明
し
易
く
な
る
で
あ
ら
う
。
此
の
想
像
は
他
面
に

於
い
て
か
、
る
木
器
の
製
作
に
要
す
る
器
具
と
し
て
、
可
な
り
鏡
い
利
器
の
存
在
を
考
へ
し
め
る
も
の
で
、
自
ら
ま
た

銅
利
器
が
あ
っ
た
と
す
る
推
測
を
も
導
い
て
盛
る
。
既
に
暴
げ
た
様
に
古
代
世
界
に
於
け
る
銅
容
器
の
出
現
は
、
技
術

の
…
進
歩
と
共
に
蓮
じ
て
銅
の
産
出
が
豊
富
を
加
へ
て
、
こ
れ
が
最
も
必
要
な
日
常
の
利
器
製
作
の
需
要
を
籍
し
て
過
剰

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
六
五
五
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支
那
の
管
銅
器
選
果
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
・
第
四
奪
　
　
六
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

と
な
る
に
至
っ
た
際
、
或
は
更
に
利
器
の
質
料
と
し
て
よ
り
優
れ
た
金
属
師
ち
鐵
の
獲
見
が
あ
っ
て
後
と
す
る
事
實

が
、
こ
、
で
ま
た
顧
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
現
存
の
資
料
に
基
く
特
色
の
あ
る
利
器
と
銅
容
器
と
の
接
鯛
併
存
鮎
と
、
そ
れ
に
附
随
し
た
如
上
の
推
測
が
認
め
ら

れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
、
に
從
來
別
々
と
な
っ
て
み
だ
古
代
銅
製
品
が
一
の
膿
系
の
う
ち
の
そ
れ
ぐ
の
部
分
を
占
め
る

こ
と
に
な
っ
て
．
利
器
を
槻
黙
と
し
て
銅
容
器
の
位
置
を
推
し
得
る
こ
と
に
な
り
序
軽
く
行
は
れ
て
る
る
古
代
文
化
登

展
の
一
過
程
と
し
て
の
銅
器
時
代
な
る
概
念
か
ら
、
問
題
と
す
る
支
那
の
銅
器
を
論
じ
得
る
わ
け
に
な
る
。
右
の
館
結

と
し
て
髪
容
羅
の
出
現
し
た
時
に
は
、
銅
利
器
が
一
秩
度
の
姉
達
を
途
げ
、
其
の
或
物
に
は
著
し
い
特
色
が
表
は
れ
て

る
た
の
み
な
ら
す
、
他
面
そ
れ
か
ら
既
に
器
の
装
飾
化
乃
至
便
化
が
行
は
れ
て
、
爾
者
の
並
行
し
た
こ
と
か
ら
推
し
、
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

右
に
先
立
っ
て
レ
そ
の
こ
、
に
至
る
眞
の
銅
利
器
の
行
は
れ
た
時
期
の
存
在
が
想
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
想
定

こ
そ
繰
返
し
て
述
べ
淀
特
色
あ
る
銅
容
器
の
製
作
を
合
理
化
す
る
も
の
と
す
る
。
然
ら
ば
支
那
の
銅
器
時
代
は
此
の
意

業
で
新
た
に
見
な
ほ
さ
る
べ
き
も
の
で
め
つ
て
、
考
右
學
上
の
…
般
の
通
念
か
ら
す
る
と
、
右
の
眞
の
銅
利
羅
の
み
の

行
は
れ
π
時
代
が
問
題
と
し
て
先
づ
取
り
上
げ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
Q
今
田
は
な
ほ
そ
れ
に
就
い
て
の
確
實
な
資
料
を

關
く
と
は
云
ふ
も
の
、
現
實
の
銅
容
器
の
性
質
の
如
き
も
前
者
の
認
識
か
ら
藍
蝋
し
て
、
は
じ
め
て
正
し
く
其
の
性
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
把
握
せ
ら
れ
る
も
の
と
思
ふ
。
こ
、
で
銅
利
器
の
或
物
が
形
式
化
し
、
他
方
銅
容
器
の
表
は
れ
た
時
期
の
實
年
代
が

改
め
て
顧
み
ら
る
碧
く
、
そ
れ
は
既
に
随
所
で
鯛
れ
た
襟
に
河
南
省
般
嘘
の
示
す
事
實
か
ら
し
て
現
在
毅
の
器
品
に
比



定
す
る
蓋
然
性
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
河
南
省
彰
徳
府
外
の
所
謂
般
嘘
が
、
傳
ふ
る
如
く
般
の
後
園
の
も
の
と
す
る
に
就
い
て
は
、
今
日
な
ほ
疑
念
を
懐
く

人
士
が
絶
無
で
は
な
く
、
ま
た
從
來
登
見
の
種
々
の
出
土
品
を
以
て
田
部
導
者
の
云
ふ
如
く
、
右
の
般
代
の
所
産
と
解

す
る
に
就
い
て
は
問
題
を
存
す
る
こ
と
で
あ
る
Q
併
し
彼
の
縞
版
鰍
骨
に
刻
し
た
貞
卜
丈
を
以
て
、
す
べ
て
後
代
の
儒

刻
に
あ
ら
ざ
る
や
を
疑
ひ
、
或
は
自
家
の
解
説
に
立
脚
し
て
こ
れ
を
戦
聖
代
の
遣
品
と
見
る
が
如
き
極
端
な
人
士
を
除

　
　
④

く
と
、
今
や
優
渥
の
大
勢
は
こ
れ
を
以
て
傳
爾
の
時
代
の
遣
跡
と
認
め
よ
う
と
す
る
の
傾
向
を
示
し
、
登
掘
調
査
に
依
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
示
さ
れ
た
種
々
の
遣
物
の
混
在
に
就
い
て
も
、
右
の
見
地
か
ら
本
來
の
類
を
造
出
す
る
方
案
が
考
へ
ら
れ
て
る
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
れ
が
近
時
め
獲
掘
調
査
の
齎
し
た
事
實
に
依
っ
て
新
七
い
光
明
を
投
ず
る
の
機
蓮
に
際
謝
し
て
み
る
。
果
し
て
然
ら

、
ば
同
壁
跡
の
示
す
所
と
如
上
の
遣
物
と
の
漣
開
か
ら
し
て
、
支
那
の
青
銅
器
時
代
は
、
般
の
後
牢
以
前
に
、
般
嘘
出
土
品

に
見
る
が
如
き
形
式
化
乃
至
明
器
化
し
た
も
の
Y
糠
る
所
の
量
ハ
の
銅
利
器
の
行
は
れ
た
時
代
が
あ
り
、
其
の
獲
達
が
伺

代
に
入
っ
て
容
器
の
出
現
を
見
て
、
其
の
所
産
の
上
に
新
し
い
色
彩
を
與
へ
た
と
解
す
黒
き
こ
と
に
な
る
。
般
嘘
出
土

品
に
最
も
著
し
い
継
三
三
骨
に
刻
さ
れ
た
文
字
の
出
現
は
ま
π
か
、
る
文
化
の
登
営
に
ふ
さ
は
し
い
一
の
現
象
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
薬
草
博
士
が
其
の
『
安
陽
機
掘
報
告
』
第
四
期
に
於
い
て
、
股
嘘
文
化
是
多
元
的
と
云
ひ
、
ま
だ
是

進
歩
的
と
記
し
て
み
る
の
は
、
同
点
出
土
品
の
殆
ん
ど
す
べ
て
を
思
草
と
見
て
み
る
黙
も
三
跡
の
實
際
上
か
ら
首
肯
し

難
い
部
分
を
含
む
も
、
豊
代
文
化
の
可
な
り
進
ん
だ
、
段
階
に
あ
っ
た
と
す
る
所
右
の
吾
人
の
所
見
に
合
致
す
る
の
で

　
　
　
　
　
亥
罰
那
の
青
銅
器
綴
代
に
．
就
い
て
、
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
　
第
四
H
競
　
　
　
山
公
血
七

（7）



あ
る
。

【
騒
】

　
　
①

　
　
②

支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）

む

餓ザ

j
L
T
巻
　
餓
躍
四
鞭
訓
　
　
山
ハ
五
↓
八

　
　
　
｛
谷
庚
氏
「
鳥
串
晋
考
し
（
『
薪
畿
鼠
墨
・
凱
糖
』
第
十
山
ハ
期
）
「
魚
翅
…
正
」
（
『
同
盟
泌
』
第
十
七
期
）
参
昭
…
O

　
　
　
此
の
種
の
文
化
説
に
就
い
て
の
邦
人
の
手
に
成
ろ
や
や
纒
つ
敦
蓮
作
に
ぽ
散
榊
原
政
職
譜
の
「
北
太
李
洋
丈
化
設
に
就
い
て
し
（
『
斑
族
と
歴
史
』
第
七

　
　
　
僚
｝
第
三
i
第
六
號
）
，
か
あ
ろ
O

　
③
其
の
行
ほ
れ
糞
細
工
に
依
っ
て
古
丈
化
の
嚢
展
も
特
殊
の
相
が
あ
ろ
も
の
で
、
そ
れ
が
人
智
の
進
む
に
俘
う
て
顯
蒋
な
も
の
㌧
あ
る
こ
と
に
多
言
な

　
　
　
要
し
な
い
。
此
の
見
地
か
ら
す
る
と
銅
容
器
の
如
き
支
那
の
場
合
其
の
著
例
な
な
す
も
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
吾
人
の
信
ず
る
厨
で
あ
る
が
、
僧
し
其

　
　
　
の
黙
た
明
に
す
る
に
・
に
先
づ
以
て
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
み
る
古
代
磁
化
饗
展
の
段
階
が
、
鋤
の
團
に
於
て
如
何
な
ろ
継
過
な
取
つ
糞
か
穿
、
同
じ

　
　
　
基
準
の
上
で
確
め
ら
れ
ろ
こ
と
た
要
す
ろ
。
本
丈
の
班
論
ほ
右
の
黙
た
諭
じ
雲
に
外
な
ら
ぬ
Q
談
解
を
導
け
ろ
爲
に
註
記
し
て
羅
く
。

　
④
　
飯
島
忠
夫
氏
「
干
支
の
の
起
源
に
就
い
て
し
（
『
東
洋
學
報
』
第
十
六
巷
第
四
號
、
第
十
七
巻
第
一
號
）
、
同
「
股
塘
丈
字
の
年
代
」
（
同
誌
第
二
十
一
谷
第

　
　
　
　
一
號
）
導
。

　
⑤
　
梅
原
『
股
簾
嵩
土
漁
色
土
器
の
研
究
』
（
東
方
丈
化
學
院
京
都
研
究
所
報
皆
第
一
研
）
峯
照
。

　
⑥
　
梁
思
永
氏
「
後
雪
下
掘
勲
記
」
（
『
安
夢
死
編
川
蝉
皆
』
第
四
期
）
滲
昭
…
Q
な
ほ
最
近
同
地
為
覗
察
ぜ
ら
れ
六
佛
國
ぺ
可
ナ
…
教
授
の
實
見
談
に
依
う
に
、
同
地

　
　
　
侯
家
庄
で
調
査
申
の
数
基
の
古
黄
の
示
す
と
こ
乃
、
股
代
の
後
牛
と
認
め
ら
れ
る
と
云
び
其
の
内
雰
ば
一
翼
こ
の
可
能
性
な
考
へ
し
め
ろ
も
の
で
、

　
　
　
詳
細
な
報
丈
の
獲
表
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

般
の
後
宇
を
以
て
か
、
る
文
化
の
段
階
に
属
す
る
と
な
し
、
其
の
以
前
に
銅
利
器
の
行
は
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
と
す

る
私
見
は
、
初
に
學
げ
た
從
來
の
學
説
と
少
な
か
ら
ず
背
馳
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
劉
に
公
に
せ
ら
れ
た
銅
利
器

（8）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

分
析
の
結
果
同
代
を
以
て
石
金
過
渡
の
時
期
に
送
る
純
銅
時
代
た
る
こ
と
が
確
謹
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
見
地
と
は
合
致
せ

な
い
、
從
っ
て
此
の
問
題
が
録
画
考
察
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
り
乍
ら
化
學
分
析
に
基
く
如
上
の
所
説
に
謝
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

別
に
開
隙
七
た
鄙
見
に
指
摘
し
意
い
た
如
く
、
分
析
の
示
す
資
料
が
純
銅
で
あ
る
と
す
る
結
果
に
何
等
の
疑
を
挾
む
べ

き
も
の
が
な
い
と
し
て
も
、
純
銅
の
器
の
作
ら
れ
る
の
が
純
銅
壷
代
に
限
ら
れ
た
と
云
ふ
謹
朋
が
な
い
以
上
、
そ
れ
の

み
で
支
那
の
文
化
段
階
を
規
矩
す
る
が
如
き
重
大
な
露
結
は
直
ち
に
導
か
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
か
、
る
立
論
に
當
っ

て
は
種
々
の
黙
が
考
慮
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
況
ん
や
分
析
の
結
果
は
錫
こ
そ
殆
ん
ど
含
ま
れ
て
み
な
い
が
、

多
量
の
鉛
を
は
じ
め
他
の
金
艦
が
加
へ
ら
れ
て
居
り
、
一
軽
度
め
合
金
術
の
襲
達
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
云
ふ
所
の
石

器
使
用
の
次
に
來
る
純
銅
蒋
代
の
所
産
と
解
す
る
に
其
れ
自
膿
ふ
さ
は
し
く
な
い
に
於
い
て
お
や
で
あ
る
。

r
銅
器
の
質
料
の
化
學
的
研
究
が
、
、
其
の
性
質
を
考
へ
る
上
に
重
要
な
分
野
を
占
め
る
こ
と
は
夙
に
濱
田
博
士
の
提
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
③

せ
ら
れ
た
所
で
あ
っ
て
、
從
來
既
に
、
銅
鏡
、
銅
鐸
、
銅
鱗
、
泉
貨
等
の
三
跡
の
調
査
が
行
は
れ
て
、
興
味
あ
る
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
登
表
さ
れ
て
み
る
。
銅
利
器
は
重
言
匙
共
に
如
上
の
磁
北
較
べ
て
、
は
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
其
の

調
査
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
Q
さ
り
乍
ら
、
是
等
の
分
析
の
結
果
を
以
て
、
器
自
膿
の
成
分
の
何
な
る
か

を
明
に
す
る
に
満
足
せ
す
、
聖
代
の
化
學
知
識
を
推
し
、
或
は
該
所
産
の
依
っ
て
來
る
文
化
の
性
質
を
確
め
ん
と
す
る
が

如
き
考
古
學
上
の
命
題
の
論
壇
と
す
る
に
は
、
豫
め
分
析
に
供
す
る
資
料
に
蓋
し
充
分
な
る
考
古
學
上
の
調
査
を
加
へ

て
、
そ
の
も
の
、
實
騰
を
明
に
な
し
置
く
べ
き
で
あ
ヶ
、
ま
た
能
ふ
限
り
資
料
を
多
く
し
て
、
結
果
の
確
實
性
を
期
す

　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
隠
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
六
五
九

（9）



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
六
六
〇

可
く
、
更
に
か
く
性
質
の
分
つ
た
も
の
に
就
い
て
形
式
學
上
連
署
し
π
一
群
の
同
種
の
器
を
取
っ
て
成
分
の
異
動
如
何

を
見
る
こ
と
の
用
意
も
必
要
で
あ
る
。
是
等
の
準
備
調
査
が
あ
っ
て
始
め
て
分
析
の
結
果
が
問
題
の
立
論
に
画
風
性
を

持
つ
こ
と
に
な
る
と
信
ず
る
。
學
界
の
現
釈
で
は
、
な
ほ
か
、
る
企
圃
を
實
行
ず
る
に
は
困
難
を
件
ふ
こ
と
で
あ
る

が
、
研
究
者
は
ま
さ
に
其
の
實
現
に
つ
と
む
べ
き
で
あ
る
。
庭
が
上
に
畢
げ
た
鰭
…
結
を
得
ら
れ
た
と
す
る
銅
利
器
の
分

析
に
は
、
其
の
黙
に
開
す
る
考
査
が
頗
る
不
充
分
で
軍
に
般
嘘
出
土
と
傳
ふ
る
利
器
を
取
っ
て
、
器
薗
膿
の
示
す
形
式

等
に
深
く
留
意
す
る
こ
と
な
く
、
若
干
の
器
に
殆
ん
ど
錫
を
含
ま
な
い
と
云
ふ
結
果
に
の
み
重
き
を
置
き
、
う
ち
に
含

ま
れ
た
他
の
成
分
等
を
顧
み
ら
れ
な
か
つ
π
こ
と
は
、
其
の
立
論
に
謝
し
危
惧
の
念
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

京
響
契
笹
杢
松
（
茂
）
博
士
の
機
意
に
依
っ
て
昭
和
葦
無
手
し
た
橿
士
並
禁
内
（
淑
人
）
博
士
と
五
、
倒

人
の
支
那
古
鋼
器
の
化
學
研
究
は
、
豫
め
右
に
暴
げ
た
考
古
直
上
の
用
意
を
以
て
し
π
資
料
に
就
い
て
調
査
考
察
を
遜

め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
先
づ
古
鏡
の
研
究
成
り
、
最
近
銅
利
器
に
就
い
て
の
第
一
期
の
調
査
を
絡
へ
、
今
や
奪
弊
の
類

　
　
　
　
　
　
④

に
及
ぼ
し
て
み
る
。
而
し
て
其
の
銅
利
器
に
關
す
る
所
見
が
、
恰
も
本
問
題
に
連
督
し
て
、
從
來
の
結
果
と
の
問
に
一

の
興
昧
あ
る
事
實
を
示
し
、
そ
の
解
決
に
資
す
篤
き
も
の
あ
る
を
見
る
の
は
欣
快
と
す
る
所
で
あ
る
。
此
の
研
究
の
結

果
は
他
日
正
し
い
形
に
於
い
て
公
起
せ
ら
れ
る
豫
定
で
あ
る
か
ら
、
詳
し
く
は
其
の
獲
衰
を
侯
つ
べ
き
で
あ
る
が
、
い

ま
簡
軍
に
其
の
重
要
な
瓢
を
暴
げ
る
な
ら
ば
、
分
析
調
査
を
経
た
二
十
六
立
中
、
所
謂
犬
の
類
、
十
三
黙
、
矛
八
瓢
に

於
い
て
、
明
に
實
用
に
供
せ
ら
れ
た
器
と
、
形
式
化
し
て
明
器
で
あ
っ
π
と
認
め
ら
れ
る
器
と
の
問
に
成
分
の
上
に
薯



し
い
差
異
が
あ
り
、
ま
だ
同
じ
實
用
に
供
せ
ら
れ
だ
器
に
あ
っ
て
も
形
式
に
鷹
じ
成
分
に
墾
遷
を
示
す
様
に
見
ゆ
る
こ

と
で
あ
る
。
部
ち
前
者
で
は
耐
用
の
利
器
が
概
し
て
適
量
の
錫
を
含
ん
で
居
る
の
に
軽
し
、
明
器
的
な
も
の
は
こ
れ
を

圃磯形類器利下古那支ナこし析分　　圃二十第

1

し
ぐ彊

溺

sJ：

験．2
！

4
　
　
　
⊥

〈｛Elrft6・

6

○

5

2．　　　3

一　　　　　　　　寸

o 1

馬

U
敏
き
、
代
へ
る
に
多
量

の
鉛
を
含
み
、
更
に
鐵

と
砒
素
と
を
加
へ
て
る

る
し
、
ま
た
後
者
で
は
、

形
態
の
登
高
と
共
に
主

成
分
た
る
銅
錫
の
外
に

漸
次
鉛
が
加
は
つ
て
行

く
事
實
と
す
る
。
尤
も

こ
れ
、
は
、
山
木
だ
二
十
山
ハ

例
か
ら
の
館
納
で
あ
る

か
ら
、
將
來
分
析
例
を

増
し
た
場
合
或
は
違
っ
た
結
果
が
出
る
か
も
知
れ
澱
。
併
し
考
古
學
上
か
ら
見
た
器
の
性
質
と
成
分
と
の
聞
に
於
け
る

か
、
る
連
關
は
此
の
場
合
軍
な
る
偶
然
と
署
過
す
る
に
は
除
り
に
顯
著
で
あ
る
。
ゴ

　
　
　
　
支
那
の
轡
銅
器
暗
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
六
六
㌣

（11）



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨
纂
二
十
巻
　

第
四
號
　
　
　
山
ハ
⊥
ハ
ニ

　
い
ま
例
に
就
い
て
其
の
實
際
を
示
す
に
第
十
二
圖
1
・
2
に
示
す
爾
種
の
或
、
並
に
3
・
4
の
矛
（
鉾
）
に
あ
っ
て
、
次

表
の
如
く
そ
の
各
個
の
間
に
成
分
の
差
異
を
見
る
が
、
蓮
糊
す
る
と
一
と
3
と
に
共
通
黙
が
あ
り
、
ま
た
2
と
4
と
に

合
致
し
た
所
が
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
を
考
古
學
上
よ
り
す
る
と
一
・
3
は
薬
用
の
利
器
だ
る
條
件
を
具
備
す
る
に
謝
し
、

他
の
二
者
は
こ
れ
と
違
っ
て
明
器
的
な
性
質
に
薦
す
る
も
．
の
で
、
共
に
般
嘘
出
土
と
傳
へ
ら
れ
て
居
う
、
器
形
と
質
料

と
の
間
に
密
接
な
關
係
を
示
し
て
み
る
。

硫 ア 砒 二 鐵 鉛 錫 銅

計
ン
チ

ツ

黄
モ
ン 素

ケ
ノ
レ

1一一

一｝
黄
（

九 一
’八

羅
彰

九 ○ ○ ○ ○ 三 五

夫 6 二 二 二 λ 二 歴

六 レ 五 ○ 1 天 三 六 天

｝｝
芙

九 一 七七
八

七
〇

2
八

〇

九

o9丁
宅三

∵
六
五

○
・
二
二

九
九
・
九
八

矛

o 0

6

o

八

毛 八
。

夫 3

矛

九
八

八

〇

四

o

o

・九

な、

九

o
七

九
四

○
・
九
八

○
・
五
〇

九
三
・
七
八

（12）



　
次
に
右
の
一
の
業
並
に
圓
の
5
・
6
に
示
す
二
個
の
そ
れ
み
＼
違
つ
泥
形
式
の
弐
に
あ
っ
て
、
其
の
成
分
に
差
異
の

あ
る
こ
と
次
表
の
如
く
、
形
の
登
展
に
漂
う
て
鉛
の
分
量
の
多
く
な
る
並
行
事
實
が
示
さ
れ
て
み
る
。
而
し
て
同
じ
傾

向
は
時
代
の
下
る
他
の
器
に
於
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1

銅

八
五
・
二
六

錫

一
三
・
八
六

5
八
四
・
八
五

鉛鐵

ツ
　
ク
　
ル

砒

素

九
・
九
七

｛

・
こ
三

三
・
五
一

○
・
二
六

ゆ

〇
二
〇

ア
　
ン
　
チ
モ
　
ン

0
6
五

計

九
九
・
六
六

○
・
一
二

○
・
〇
七

○
・
四
〇

○
・
四
三

九
九
・
三
五

6
七
六
・
〇
六

一
二
・
○
ご
一

一
〇
・
八
九

○
・
四
三

○
・
○
八

○
・
四
四

○
・
二
〇

一
〇
〇
二
四

（13）

　
右
の
分
析
の
結
果
か
ら
改
め
て
着
癖
獲
表
せ
ら
れ
た
銅
利
器
の
成
分
を
検
す
る
に
、
滋
野
鶴
松
氏
の
分
析
に
係
る
殆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ん
ど
錫
を
含
ま
な
い
と
云
ふ
器
は
、
大
膿
に
於
い
て
考
古
直
上
明
器
的
な
性
質
を
備
へ
た
黙
で
、
如
上
の
犬
2
、
矛
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

等
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
r
成
分
の
示
す
特
徴
ま
た
相
近
い
し
、
他
方
近
重
博
士
の
調
査
に
係
る
實
用
に
供
し
た
と

　
　
　
　
臨
久
那
の
意
悔
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
・
†
巻
　

第
四
號
　
　
　
山
畑
山
ハ
一
二



　
　
　
　
支
那
の
青
銅
器
噂
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
六
六
四

見
て
よ
い
犬
並
に
戚
の
類
は
犬
の
一
・
5
・
6
矛
3
等
に
相
似
た
成
分
を
示
し
て
青
銅
の
器
で
あ
惹
こ
と
が
注
意
せ
ら

れ
て
、
右
の
形
式
に
依
奮
成
分
の
差
異
の
偶
然
で
な
い
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
が
あ
り
、
　
一
履
の
興
味
を
加
へ
る
。
、

　
支
那
の
古
代
の
利
器
が
か
く
成
分
の
上
か
ら
二
大
別
し
得
て
、
其
の
一
方
の
實
際
的
な
利
器
が
青
銅
質
か
ら
成
り
、

前
者
か
ら
導
か
れ
た
形
式
の
便
化
し
た
明
器
的
な
も
の
に
錫
を
殆
ん
ど
含
ま
な
い
と
な
る
と
、
從
來
の
後
類
を
若
干
例

志
し
た
の
み
で
、
直
ち
に
純
銅
器
時
代
の
存
在
を
確
認
し
得
る
と
怨
す
こ
と
の
早
計
な
の
は
自
ら
明
で
あ
ら
う
。
如
上
の

成
分
の
示
す
遣
物
に
於
い
て
考
古
學
上
2
の
如
き
明
器
か
ら
一
の
如
き
甲
立
の
器
が
生
じ
た
と
は
到
底
云
ひ
得
な
い
筈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
し
、
ま
た
溢
野
氏
の
分
析
し
た
「
内
」
の
著
し
く
装
飾
化
し
た
も
の
や
更
に
形
の
便
化
し
た
類
が
形
式
學
上
よ
り

鍛
な
實
用
的
の
式
の
後
室
奇
き
嘩
盤
面
に
撃
た
形
嚢
展
圖
の
明
示
す
・
所
で
多
嘗
口
題
し
な
い
。
此
悶

の
場
合
更
に
右
の
明
器
と
し
て
作
ら
れ
た
器
の
示
す
成
分
自
膿
が
考
査
せ
ら
る
窪
き
で
あ
る
。
既
に
繰
返
し
た
如
く
、
　
　
一

從
來
は
是
等
の
成
分
中
に
殆
ん
ど
錫
を
含
ま
な
い
黙
の
み
が
重
要
覗
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
蓮
じ
て
の
成
分
の
上
で
同
様

注
意
す
べ
き
は
、
鉛
分
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
其
の
多
量
の
鉛
は
固
よ
り
爽
雑
物
と
解
し
難
い
か
ら
、
こ
れ
を
加
へ
た

所
以
が
當
然
考
慮
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
鉛
は
そ
れ
自
ら
の
性
質
上
、
銅
と
の
合
金
と
し
て
古
く
か
ら
用
ひ
ら
れ
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

て
こ
れ
を
加
へ
る
こ
と
に
依
り

　
（
一
）
青
釦
の
場
合
に
あ
っ
て
は
氣
孔
を
減
じ
、
健
全
な
る
鋳
物
た
ら
し
め
る
こ
と

　
（
二
）
鋳
造
に
當
り
湯
の
流
れ
を
よ
く
し
て
、
綺
麗
な
鋳
物
を
作
り
得
る
こ
と



　
（
三
）
馨
．
黎
及
び
簾
等
を
以
て
加
工
し
易
く
な
る
こ
と
（
こ
れ
は
鉛
が
入
っ
た
爲
に
合
金
に
粘
性
を
減
す
る
に
依
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
数
果
が
あ
る
と
せ
ら
れ
、
更
に
純
銅
の
場
合
に
あ
っ
て
は
其
の
熔
融
黙
を
低
く
す
る
こ
と
が
身
幅
ら
れ
て
る
る
。
し
て

見
れ
ば
特
薫
鉛
を
加
へ
た
の
は
か
、
る
化
學
的
知
識
に
基
く
も
の
と
解
す
べ
く
、
是
等
の
場
合
主
成
分
が
純
銅
の
鋳
物

で
あ
る
黙
で
、
其
の
熔
融
…
度
を
低
下
す
る
目
的
で
あ
っ
だ
こ
と
が
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
鉛
と
共
に
暴
ぐ
暴
き
成
分
に
鐵
と
砒
素
と
が
あ
る
。
上
記
の
二
例
で
は
其
の
分
量
は
共
に
触
パ
ー
セ
ン
ト
内
外

で
あ
る
が
別
に
分
析
し
た
二
個
の
同
様
な
明
器
で
は
、
其
の
分
量
が
｝
は
鐵
一
・
二
三
、
砒
素
四
・
四
九
、
他
は
○
・
入

省
と
一
・
二
一
あ
っ
て
相
似
た
朕
態
を
示
し
て
み
る
。
海
外
の
純
銅
器
に
時
に
相
近
い
分
量
の
鐵
を
含
ん
だ
も
の
が
あ

る
の
で
、
こ
れ
は
軍
な
る
爽
難
物
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
他
方
二
十
徐
，
の
實
用
的
な
銅
利
器
に
於
け
る
爽
灘
物
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
き

の
鐵
が
最
大
○
・
四
で
大
牢
は
○
・
二
以
上
に
財
で
な
い
こ
と
を
省
み
、
な
ほ
別
に
此
の
類
に
等
量
以
上
の
砒
索
を
含
む

こ
と
か
ら
、
分
析
者
山
内
博
士
は
そ
れ
を
以
て
特
殊
の
添
加
と
解
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
同
博
士
は
、
化

學
上
か
ら
見
て
、
此
の
二
元
素
を
加
へ
る
こ
と
は
純
銅
の
質
を
固
く
す
る
に
役
立
つ
も
の
で
、
其
の
黙
錫
と
相
似
た
数

果
が
あ
る
こ
と
を
漱
へ
ら
れ
た
Q
然
ら
ば
、
錫
を
含
ま
な
い
器
の
成
分
に
の
み
こ
れ
を
存
す
る
の
は
か
、
る
知
識
か
ら

出
碧
し
穴
も
の
と
解
し
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
、
成
分
の
上
か
ら
此
の
種
利
器
の
鋳
造
の
時
代
に
、
鉛
を
加
へ
て

銅
の
熔
融
黙
を
低
下
せ
し
め
、
ま
た
錫
に
代
る
て
鐵
と
砒
素
と
を
以
て
純
銅
の
固
さ
を
強
め
る
化
學
的
知
識
の
あ
っ
た

こ
と
を
推
し
得
る
と
せ
ば
、
例
へ
そ
の
器
は
錫
を
含
ま
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
を
以
て
直
ち
に
石
金
過
渡
期
の
場

　
　
　
　
支
那
の
蹴
胸
銅
器
時
代
に
就
い
て
、
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
｝
　
十
谷
　

第
四
號
　
　
　
山
田
六
五

（15）



　
　
　
　
、
串
久
那
の
轟
四
銅
器
藤
叩
代
に
就
い
て
、
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
斑
¢
　
第
四
號
　
　
　
み
南
山
ハ
山
ハ

合
の
如
き
低
い
文
化
段
階
の
所
産
と
な
し
難
く
な
る
。
此
の
事
は
そ
れ
と
並
ん
で
繁
用
の
利
器
に
青
銅
製
品
を
存
し
、

形
式
上
こ
れ
が
先
行
す
る
に
於
い
て
一
撃
明
で
あ
っ
て
、
か
、
る
成
分
か
ら
成
る
こ
と
が
時
代
相
の
問
題
で
は
な
く
、

特
殊
の
事
情
に
依
り
軍
に
錫
を
用
ひ
な
か
っ
た
と
解
す
べ
く
器
の
明
器
で
あ
る
黙
や
支
那
の
中
原
に
錫
の
産
鵠
の
少
い

こ
と
な
ど
が
そ
れ
と
緊
密
な
關
係
に
立
つ
も
の
と
思
に
れ
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
此
の
場
合
注
目
に
値
す
る
一
つ
の
黙
は
、
鐵
が
爽
雑
物
と
し
て
で
は
な
く
、
特
殊
の
目
的
で
加
へ
ら
れ
た
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
解
式
か
ら
、
ひ
い
て
書
誌
既
に
鐵
に
証
す
る
知
識
の
あ
っ
た
の
を
想
定
せ
し
め
る
黙
と
す
る
。
既
に
祈
げ
た
如
く
A
こ

れ
は
鉛
と
違
っ
て
盆
塁
バ
圭
《
外
で
曽
、
別
に
舞
に
於
け
・
相
馬
成
分
の
も
の
筆
ら
し
て
、
聖
倒

の
解
糖
に
は
な
ほ
議
論
の
除
地
が
あ
る
べ
く
、
い
ま
は
そ
れ
に
基
く
ρ
き
進
ん
だ
立
論
を
差
控
へ
る
の
が
稔
當
で
あ
る

か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
私
の
囑
目
し
た
三
代
の
標
式
的
な
鯨
弊
の
う
ち
に
、
時
に
多
量
の
鐵
錆
が
附
着
し
て
、
も
と
鐵
器

と
の
併
存
を
考
へ
し
め
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
同
じ
奪
弊
の
所
謂
型
持
ち
に
鐵
を
使
用
し
た
例
が
あ
る
の
に
併
せ
観

て
、
鐵
の
使
用
が
二
二
晶
般
に
考
へ
ら
れ
て
る
る
よ
り
も
更
に
遡
る
も
の
が
あ
っ
π
と
す
る
こ
と
は
全
然
あ
り
得
べ
か

ら
ざ
る
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
支
那
に
於
け
る
古
代
鐵
の
使
用
の
問
題
は
將
來
此
の
方
面
か
ら
新
た
な
展
開
を
示
す

如
く
吾
々
に
は
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
Q

　
門
謡
】

　
①
第
㎝
項
註
④
の
道
野
鶴
松
氏
の
ご
帯
下
並
に
同
氏
「
化
學
上
よ
り
見
糞
ろ
古
代
支
那
の
金
屡
と
金
鵜
丈
化
と
に
就
い
て
」
（
『
來
方
學
報
』
束
京
第
四

　
　
　
偲
）
参
照
。



＠＠＠＠＠＠＠
梅
原
「
化
學
上
よ
り
親
六
支
那
の
純
銅
器
当
代
の
確
認
に
就
い
て
の
疑
問
し
（
『
史
都
』
第
、
十
三
谷
第
一
號
）
謬
照
）

渡
閃
博
十
『
一
二
の
脳
鋤
鐸
及
編
一
面
の
成
分
に
就
て
、
」
（
『
考
血
百
學
雑
款
融
』
第
［
八
巻
第
工
常
呂
）
及
同
構
阿
士
難
諸
口
欄
考
古
學
』
序
論
第
瓢
薫
早
滋
強
…
Q

此
の
支
那
古
銅
器
の
誠
心
附
研
究
ほ
蔚
者
の
東
方
文
化
學
院
京
都
研
究
所
に
於
け
ろ
最
初
の
研
究
題
目
六
ろ
『
支
那
古
銅
器
の
考
古
學
的
研
究
』
と

遽
濃
し
て
、
同
研
究
所
の
援
助
の
下
に
着
手
し
六
も
の
で
あ
る
が
、
後
塑
田
樽
士
の
厚
意
に
依
っ
て
日
本
警
衛
振
興
會
の
輔
助
な
受
け
、
引
綾
き
業

た
進
め
得
る
こ
と
に
な
つ
索
の
に
研
究
に
關
肥
す
る
も
の
～
感
謝
す
る
班
で
あ
る
。
本
題
も
論
及
す
る
所
の
銅
利
器
の
調
査
匡
振
興
會
の
援
助
に
依

る
筑
一
年
度
の
成
績
の
一
部
で
あ
ろ
。
こ
～
に
註
詑
し
て
負
ふ
所
た
明
に
す
る
。

註
①
後
段
『
東
方
學
報
』
斯
載
の
弓
丈
中
の
表
滲
照
。

近
重
博
士
『
東
洋
錬
金
衛
』
及
び
識
②
の
論
文
，
一
七
頁
の
表
塗
照
。

蝿
の
項
肉
内
淑
人
博
士
の
敏
示
に
基
く
。
な
ほ
鉛
な
加
へ
か
こ
と
に
依
っ
て
純
理
の
錯
黒
糖
の
下
る
度
分
の
表
ば
註
②
の
丈
に
載
ぜ
て
践
い
雲
。

溢
野
氏
の
分
析
し
六
阻
器
と
思
ほ
れ
る
利
器
形
乃
至
装
飾
化
の
著
し
い
所
謂
純
銅
品
五
例
申
の
四
例
が
ま
六
一
以
上
三
パ
ー
セ
ン
｝
に
近
い
鐵
分

な
含
ん
で
み
ろ
。
融
①
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
化
學
成
分
か
ら
考
へ
ら
れ
る
銅
利
器
の
性
質
が
、
從
來
一
部
人
士
の
思
考
し
た
如
き
も
の
で
な
い
・
、
一
と
、
前
段
に
述

べ
た
如
く
で
あ
る
と
す
る
と
、
考
古
學
上
か
ら
新
た
鳶
導
い
た
上
記
の
支
那
の
青
銅
器
時
代
槻
は
、
そ
れ
に
依
っ
て
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

個
の
為
所
を
加
へ
よ
り
要
雷
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
い
ま
上
來
の
論
旨
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
奪
弊
を
以
て
時
代
の

表
徴
と
見
て
、
そ
れ
か
ら
直
ち
に
青
銅
器
時
代
を
考
へ
る
の
は
不
充
勢
で
あ
っ
て
、
其
の
初
に
繋
る
最
も
特
色
あ
る
曾

灘
と
並
存
し
た
と
認
む
斎
き
装
飾
化
し
た
も
の
乃
至
明
器
乏
な
っ
た
銅
利
器
の
形
か
ら
推
す
と
、
そ
の
以
前
に
實
用
の

利
器
の
行
は
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
と
す
べ
て
、
青
銅
器
時
代
な
る
も
の
は
先
づ
右
の
時
期
に
於
け
る
利
器
の
特
殊
な
登

　
　
　
　
　
ふ
久
那
の
青
銅
器
時
代
に
■
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
，
一
誓
丁
巻
　
，
第
四
號
　
　
　
山
野
．
山
門
七

（17）



　
　
　
　
支
那
の
膏
銅
器
時
代
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
六
六
八

展
に
依
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
次
の
銅
容
器
の
製
作
を
導
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら

ば
奪
弊
の
出
現
は
第
二
の
段
階
に
蔑
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
現
存
の
知
見
か
ら
す
る
と
般
嘘
の
示
す
時
代
は
第
一
第
二

の
過
渡
の
時
期
に
相
當
る
こ
と
、
な
る
。

　
さ
て
右
の
鰭
納
か
ら
進
ん
で
支
那
の
青
銅
器
時
代
の
性
質
に
駕
す
る
若
干
の
推
測
を
試
み
る
に
當
っ
て
、
現
在
捺
る

べ
き
一
の
方
法
は
、
古
代
文
化
世
界
に
於
け
る
既
に
確
め
ら
れ
た
同
代
の
知
見
に
基
く
類
推
で
あ
る
。
銑
に
睾
げ
た
ハ

ル
ス
タ
ッ
ト
・
エ
ト
ル
ス
キ
、
高
加
索
等
の
青
釧
製
品
の
豊
富
な
地
方
の
實
際
に
徴
す
る
に
、
容
器
を
は
じ
め
と
し
て
利

器
以
外
の
銅
製
品
の
単
な
る
製
作
は
晦
れ
も
純
然
た
る
青
銅
羅
時
代
に
於
て
で
は
な
く
て
、
次
の
皆
瀬
時
代
に
入
り
銅

の
等
量
の
豊
富
毒
・
と
共
に
、
利
器
の
質
料
と
し
て
若
書
的
姦
の
智
れ
蒔
期
に
属
し
て
ゐ
・
。
支
那
の
倒

場
合
ま
だ
同
様
で
あ
っ
た
と
見
れ
ば
、
其
の
興
の
青
銅
器
時
代
は
奪
鼻
出
現
以
前
と
な
る
。
上
述
明
器
様
の
或
種
の
銅

利
器
の
成
分
か
ら
中
間
代
走
に
鐵
の
知
識
が
あ
っ
た
と
す
る
推
測
は
此
の
解
繹
に
向
っ
て
重
要
な
襟
所
を
輿
へ
る
も
の

で
あ
る
。
税
し
乍
ら
他
面
に
於
い
て
、
細
面
缶
現
の
當
初
に
既
に
或
種
の
利
器
が
形
式
化
し
て
實
用
か
ら
遠
ざ
か
っ
た

も
の
を
生
じ
た
と
は
云
ひ
乍
ら
、
犬
の
如
き
は
、
現
存
の
所
謂
古
式
か
ら
特
色
あ
る
犬
形
を
経
て
戟
に
至
る
ま
で
の
銅

利
器
と
し
て
の
引
績
い
た
形
式
の
登
展
が
あ
り
、
ま
π
別
に
矛
、
二
等
の
奪
弊
と
並
存
し
た
銅
利
器
も
あ
る
か
ら
、
支

那
に
あ
っ
て
は
そ
れ
と
蓮
つ
π
特
異
な
場
合
を
想
定
す
る
こ
と
も
ま
た
固
よ
り
理
由
な
し
せ
と
な
い
。
㍉
二
の
様
に
解
す

る
と
、
そ
れ
は
北
欧
瑞
典
の
青
鋼
器
時
代
の
状
熊
に
や
、
似
た
も
の
と
な
っ
て
、
奪
弊
の
出
現
を
以
て
同
時
代
を
前
後



、
の
二
期
に
分
ち
得
る
こ
と
に
な
る
。
當
代
遽
跡
に
謝
す
る
基
本
的
調
査
の
絶
無
な
支
那
考
古
學
の
現
状
輩
於
い
て
、
二

者
の
軌
れ
が
是
な
る
か
は
す
べ
て
將
來
の
問
題
と
云
ふ
外
な
い
が
、
た
や
こ
、
で
重
ね
て
記
し
て
置
き
た
い
の
は
、
犬
．

戚
々
の
特
色
あ
る
利
器
が
現
在
四
隣
の
古
濃
化
國
の
軌
れ
に
も
見
出
し
難
い
瓢
は
、
石
器
の
類
か
ら
こ
れ
に
至
る
器
形

登
展
が
古
代
支
那
の
地
域
に
湿
て
な
さ
れ
た
と
す
る
解
繹
の
動
か
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
此
の
銅
利

器
の
特
殊
嫁
鑑
達
が
支
那
の
青
銅
器
時
代
の
狗
自
性
を
示
す
と
共
に
、
や
が
て
ま
た
特
色
あ
る
奪
郵
田
現
の
背
景
を
な

す
と
も
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
れ
か
ら
引
い
て
隔
か
、
る
時
代
の
長
さ
は
今
日
な
ほ
追
出
す
る
糠
所
は
な
い

と
し
て
も
決
し
て
短
く
な
か
っ
た
と
す
る
推
測
を
も
加
へ
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
支
那
古
代
の
銅
利
器
に
そ
の
土
地
に
於
け
る
褒
章
と
見
る
可
き
特
殊
な
も
の
が
あ
る
と
す
る
と
、
其
の
青
鋼
器
時
代

の
性
質
槻
は
、
更
に
銅
乃
至
青
鋼
な
る
知
識
が
果
し
て
此
の
國
に
於
い
て
褒
明
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
黙

に
狩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
此
の
問
題
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も
の
、
性
質
上
銑
れ
の
國

の
場
合
で
も
考
察
に
困
難
を
伴
ふ
。
さ
れ
ば
考
究
の
上
に
必
要
な
資
料
の
殆
ん
ど
絶
無
な
支
那
に
あ
っ
て
は
一
躍
其
の

減
が
深
い
。
　
一
膿
支
那
に
於
け
る
古
代
の
鑛
産
に
就
い
て
は
『
禺
貢
』
を
は
じ
め
丈
皇
位
に
少
な
か
ら
ず
散
見
し
て
み
る

が
、
其
の
纒
つ
た
調
べ
な
り
、
ま
た
歴
史
的
な
沿
革
な
ど
は
重
ん
ど
究
め
ら
れ
て
居
ら
す
、
な
ほ
現
在
の
鑛
産
と
往
古

の
そ
れ
と
の
關
係
な
ど
も
將
來
の
問
題
に
遺
さ
れ
て
あ
る
。
た
や
吾
々
の
狡
い
見
聞
か
ら
す
る
と
現
在
で
の
銅
鑛
は
割

倉
に
開
く
支
那
の
各
地
に
分
布
し
て
み
る
が
、
併
し
錫
と
共
に
其
の
主
要
産
地
は
主
と
し
て
南
方
に
あ
っ
て
、
雲
南
・
貴

　
　
　
　
　
支
那
の
青
編
剛
器
時
代
に
、
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
貢
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
．
　
　
第
二
十
谷
　
筑
四
四
號
　
　
　
山
人
山
畑
九

（19）

＼



　
　
　
　
支
㎜
那
の
膏
襯
朔
器
暗
廊
代
に
，
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
餓
〃
二
十
巷
　
　
第
｝
四
號
｝
　
　
山
ハ
七
〇

州
の
方
面
に
著
し
く
、
古
代
交
化
の
中
心
地
だ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
一
こ
の
地
域
に
就
い
て
は
現
在
な
ほ
明
確
に
な

し
難
い
黙
を
含
ん
で
は
み
る
が
一
黄
河
の
流
域
に
こ
れ
を
見
な
い
檬
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
漢
代
に
著
名
な
蘇
陽
・

徐
州
な
ど
の
銅
山
が
更
に
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
み
た
と
し
て
も
、
銅
錫
の
合
金
に
期
す
る
知
見
が
、
錫
の
手
近
に
な
い

地
域
に
於
い
て
自
ら
登
明
せ
ら
れ
た
と
考
へ
る
こ
と
は
ふ
さ
は
し
く
な
い
戚
が
す
る
Q
而
し
て
そ
れ
は
同
時
に
青
銅
の

知
識
を
外
か
ら
得
た
と
す
る
想
像
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

　
か
、
る
想
察
に
連
關
し
て
新
π
に
考
に
浮
ん
で
淘
る
も
の
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
博
士
の
褒
見
に
依
っ
て
有
名
と
な
っ
た

支
那
史
前
の
彩
色
土
器
の
性
質
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
同
時
に
近
東
諸
車
の
青
銅
器
時
代
初
期
の
文
物
の
趨
勢
に

關
係
を
持
つ
も
の
で
も
・
の
る
。
彩
色
毒
の
鰻
は
事
新
し
逸
べ
・
ま
で
も
な
丸
支
饗
一
毛
の
研
究
に
向
っ
て
函

新
紀
元
を
劃
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
從
來
知
ら
れ
た
縫
代
を
特
徴
づ
け
て
る
る
罰
黒
色
の
扇
形
乃
至
豆
形
等
の
土
器
と

性
質
上
に
明
白
な
差
異
を
示
す
所
の
精
良
な
作
り
の
器
の
上
に
鮮
か
な
彩
文
を
施
し
て
み
て
、
康
く
近
東
諸
王
か
ら
、

黒
海
の
洛
岸
の
一
部
、
中
壁
厚
に
分
布
す
る
彩
文
土
器
と
の
間
に
親
縁
皇
考
の
考
へ
ら
れ
る
所
の
興
味
の
多
い
遽
品
で

あ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
博
士
は
此
の
種
土
器
の
登
見
に
依
っ
て
、
史
前
の
時
代
に
西
方
文
物
の
支
那
へ
の
波
及
を
説
き
、

近
東
其
他
の
湛
物
の
示
す
年
代
か
ら
類
推
し
て
支
那
の
そ
れ
を
以
て
紀
元
前
三
千
年
代
の
も
の
と
漸
じ
、
甘
粛
聖
祭
の

同
式
土
器
に
於
い
て
更
に
其
の
詳
し
い
編
年
を
も
組
立
て
、
み
る
の
で
あ
っ
て
、
博
士
の
此
の
説
は
今
や
廣
く
世
に
行

は
れ
て
る
る
。
右
の
見
解
特
に
平
蔵
に
氏
が
見
出
七
た
各
地
の
彩
交
土
器
の
編
年
な
b
、
田
々
の
年
代
説
に
就
い
て
は
↓



首
肯
し
兼
ね
る
黙
を
含
ん
で
み
る
が
、
そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
ご
種
の
性
質
の
蓮
つ
た
土
器
の
並
存
に
甥
も
、
一
方

が
支
那
的
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
他
の
彩
文
土
器
が
蓮
つ
た
系
統
と
し
て
、
相
似
π
西
方
の
同
種
土
器
と

の
連
鎖
を
考
へ
る
こ
と
は
自
然
な
見
方
で
あ
b
、
引
い
て
早
く
西
方
の
交
物
の
支
那
へ
波
及
し
た
と
す
る
大
藩
の
槻
察

は
誤
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
庭
が
此
の
場
合
右
の
西
方
博
論
の
彩
文
土
器
を
出
す
遺
跡
の
性
質
如
何
を
省
み
る
と
、
大
燈

に
於
い
て
石
器
時
代
の
末
期
か
ら
金
田
器
出
現
の
時
代
に
亙
っ
て
み
て
、
恰
も
銅
使
用
の
初
期
に
相
回
す
る
の
で
あ

る
。
然
ら
ば
支
那
に
於
け
る
銅
乃
至
青
銅
の
知
識
の
基
く
所
を
以
て
此
の
彩
文
土
器
の
東
漸
と
結
び
つ
け
て
考
へ
る
こ

と
が
ま
た
許
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

葵
陸
に
於
け
・
青
銅
の
諜
の
問
讐
含
荏
充
分
に
雛
・
れ
て
る
な
い
墜
あ
・
が
、
そ
れ
が
銅
と
讐
偶

の
合
金
で
あ
る
以
上
、
悔
言
の
並
び
産
す
る
地
域
に
於
い
て
、
氣
付
か
れ
た
も
の
と
す
る
の
が
濾
當
で
あ
り
、
其
の
黙

で
ボ
ヘ
ミ
ア
等
が
現
在
の
知
見
か
ら
一
の
候
補
地
と
し
て
数
へ
得
る
か
も
知
れ
澱
。
他
面
ま
た
此
の
知
識
は
必
ず
し
も

一
の
言
忌
か
ら
登
し
た
と
す
る
要
も
な
い
。
併
し
こ
れ
を
近
時
の
近
東
考
古
學
の
進
歩
の
齎
し
た
結
果
か
ら
す
る
と
、

「
光
は
東
方
よ
り
」
の
諺
の
如
く
エ
ー
ゲ
文
化
埃
及
の
文
物
等
は
近
東
諸
國
を
遣
じ
て
豊
野
の
流
域
に
於
い
て
、
’
既
に

或
程
度
の
銅
丈
化
の
獲
達
を
示
し
た
も
の
、
西
漸
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
．
從
っ
て
其
の
文
物
の
起
源
を

青
る
と
な
る
と
更
に
束
若
し
く
ば
東
北
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
近
時
モ
ヘ
ン
ジ
ョ
ダ
ロ
の
遺
跡
を
首
と
す
る
印

度
の
古
意
化
の
示
す
と
こ
ろ
乃
至
中
亜
の
な
ほ
閉
さ
れ
た
地
域
に
學
者
の
開
心
す
る
の
は
か
、
る
關
係
か
ら
で
、
そ
の
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上
に
期
待
が
掛
け
ら
れ
て
み
る
わ
け
で
あ
る
。
西
方
の
彩
色
土
器
は
大
膿
か
ら
見
て
右
の
初
期
の
銅
文
化
と
交
渉
す
る

所
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
段
の
推
測
は
ま
π
推
し
誉
め
て
爾
河
流
域
か
ら
西
し
た
文
物
と
支
那
の
青
銅
交
化
の
基
く
所

の
一
元
説
を
も
組
立
て
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
支
那
に
於
け
る
青
鋼
の
知
識
の
起
源
に
帯
す
る
推
測
は
、
屋
上
屋
を
重
ね
て
途
に
如
上
の
假
説
を
得
た
が
、
こ
れ
に

就
い
て
は
私
自
ら
も
今
日
そ
れ
を
強
て
，
主
張
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
併
し
銅
の
知
識
を
【
元
と
見
て
、
そ
れ
の

知
識
が
一
方
は
束
に
流
れ
、
他
方
は
押
し
て
、
そ
れ
み
＼
前
代
に
特
殊
の
文
物
の
あ
っ
た
素
地
の
上
に
、
そ
の
文
化
を
登

展
さ
せ
淀
と
見
る
こ
と
に
依
っ
て
、
近
東
の
難
物
と
支
那
の
青
銅
器
の
そ
れ
と
の
差
異
が
了
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

特
に
利
器
の
上
に
表
は
れ
た
特
殊
性
が
意
味
を
持
つ
こ
と
、
云
ふ
。
此
の
場
合
別
に
近
東
の
遺
跡
の
年
代
の
古
く
紀
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

前
三
千
年
に
遡
る
と
す
る
推
測
か
ら
し
て
、
支
那
の
古
代
の
年
代
が
籐
り
に
古
く
な
り
過
ぎ
る
と
の
非
難
が
出
る
か
も

知
れ
ぬ
が
、
こ
れ
と
て
も
般
後
牢
を
以
て
石
金
併
用
期
等
と
す
る
見
方
と
は
か
け
離
れ
る
が
、
前
述
の
如
く
縫
代
既
に

鐵
の
知
識
が
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
、
特
色
あ
る
銅
利
器
が
装
飾
化
し
て
、
一
部
に
其
の
明
器
を
生
す
る
の
段
階
に
達
し
、

ま
た
他
に
比
類
の
な
い
尊
弊
が
出
現
し
だ
も
の
で
あ
っ
だ
と
す
れ
ば
、
・
そ
れ
等
の
依
っ
て
來
る
登
展
の
過
程
に
右
に
近

い
年
代
を
想
定
す
る
こ
と
も
固
よ
り
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
ら
う
Q
支
那
古
代
の
文
字
の
獲
達
並
に
立
代
に
於
け

る
特
殊
な
思
態
の
登
展
な
ど
も
亦
こ
の
肯
定
の
背
景
と
な
り
得
る
と
考
へ
る
。
さ
れ
ば
私
は
い
ま
銅
利
器
乃
至
奪
郵
か

ら
出
登
し
た
支
那
考
古
學
上
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
の
一
の
大
謄
な
推
測
と
し
て
、
思
ふ
ま
、
に
記
し
て
こ
れ
を
學
界



に
提
出
し
て
親
仁
を
願
ふ
こ
と
に
す
る
。
其
の
追
奪
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
支
那
考
古
學
の
將
來
に
於
け
る
主
要
な
問
題

の
一
と
し
て
、
考
察
が
重
ね
ら
る
べ
く
、
か
く
し
て
漸
次
光
明
に
近
づ
く
こ
と
に
特
に
期
待
を
懸
け
る
の
で
あ
ぞ
。

（23）

．
支
那
の
膏
銅
器
隠
代
に
就
い
て
（
下
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