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兜

第
ニ
ナ
八
春
　
第
四
號

（
面
汚
第
百
十
一
號
）
昭
和
十
八
年
十
月
獲
行

安
南
清
化
省
東
山
幽
土
め
無
形
銅
器

梅

原

末

治

胴

　
今
か
ら
一
…
十
年
近
い
前
に
溝
化
省
東
山
（
0
8
σ
々
。
。
ひ
炉
巨
声
凱
ド

プ
9
）
で
見
出
惑
れ
た
青
銅
器
時
代
に
逸
す
る
遣
跡
は
、
佛
印
北

部
の
古
丈
物
を
孜
へ
る
上
に
劃
期
的
な
資
料
を
提
示
し
た
も
の
で

r
あ
っ
弛
。
東
南
ア
ジ
ア
考
古
學
の
大
き
な
問
題
の
｝
つ
で
あ
る
銅

鼓
の
年
代
を
推
す
上
に
一
つ
の
確
か
な
擦
所
を
與
へ
た
ご
と
き
ば

そ
の
…
例
で
あ
る
が
、
見
繊
さ
れ
た
諸
種
の
遽
物
に
依
っ
て
、
當

　
　
　
　
　
　
　
　
＼

代
こ
の
地
方
に
購
え
た
青
鋼
偉
物
の
全
貌
が
は
じ
め
て
明
に
せ
ら

れ
た
こ
と
な
ど
は
中
で
最
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
蓄
ふ
可

安
｛
陶
濾
…
化
省
蜜
…
鴨
　
鐵
門
土
、
の
繍
柵
形
銅
黙
押

、
き
で
あ
ら
う
。
是
等
の
獲
見
遺
物
に
就
い
て
は
ゴ
ル
ベ
フ
博
士

画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
＜
一
〇
け
O
冠
　
○
○
同
O
二
げ
㊦
づ
、
）
の
「
東
京
及
安
南
北
部
の
青
銅
器
蒔
代
し
な

る
論
丈
に
そ
れ
ぐ
解
読
せ
ら
れ
て
る
て
声
そ
れ
が
爾
後
の
解
縄

の
篠
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
み
る
。
併
し
重
急
な
東
由
三
舞
品
自
羅

の
示
す
詳
し
い
観
察
に
至
っ
て
は
、
逡
跡
の
磯
掘
が
充
分
な
學
衛

的
欄
意
を
以
て
行
は
れ
た
も
の
で
な
い
黙
と
根
数
溶
し
て
、
右
の

報
丈
の
み
で
は
な
ほ
不
充
分
な
憾
が
多
く
、
引
い
て
從
來
の
所
論

を
し
て
隔
靴
掻
痒
の
感
な
き
を
得
な
い
駿
況
に
置
い
て
み
る
。
私

は
翻
の
佛
印
旗
行
の
際
、
幸
に
も
是
等
の
煮
麺
を
自
由
に
調
査
す

る
の
便
宜
を
得
た
の
で
、
以
下
に
そ
の
申
に
含
ま
れ
た
一
つ
の
逡

第
二
率
八
巻
　
第
鱗
號

蝋

（　？，　：．；　，y，　）



安
南
清
化
省
東
山
揖
土
の
桶
陣
鉦
器

物
を
取
り
出
し
て
所
見
の
｝
端
を
録
し
、
右
の
不
備
を
補
ふ
こ
と

に
し
た
い
。
こ
の
蓋
物
と
去
ふ
の
は
ゴ
ル
ベ
フ
博
士
が
．
、
ω
ぎ
δ

山
Φ
耳
。
嵩
。
、
．
と
呼
ん
で
み
る
面
形
銅
雛
で
あ
る
。

二

　
さ
て
私
の
假
り
に
桶
形
銅
器
と
呼
ぶ
も
の
は
ゴ
ル
ベ
フ
博
士
が

一
例
を
暴
け
て
解
平
し
て
み
る
様
な
濾
手
落
．
物
の
容
器
で
あ
っ

て
、
器
艦
は
心
持
ち
上
の
方
で
開
い
て
み
る
が
、
大
器
に
径
五
六

寸
、
高
さ
七
八
寸
の
謡
い
筒
形
に
近
い
軍
純
な
も
の
で
、
上
縁
に

近
く
製
塩
に
】
双
の
把
手
を
作
り
着
け
た
所
、
現
在
行
は
れ
て
る

る
バ
ケ
ツ
に
総
評
と
し
て
み
る
。
ゴ
ル
ベ
フ
博
士
は
軍
に
一
例
を

示
し
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
氏
も
記
し
て
み
る
檬
に
遺
品
は
割

合
に
多
く
て
、
私
の
見
た
者
の
み
で
も
十
指
を
葱
す
る
に
近
く
、

う
ち
に
昭
和
十
年
以
降
行
は
れ
た
ヤ
ン
セ
ー
博
士
（
○
δ
＜
智
霧
ぴ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
同
遺
跡
濫
掘
の
際
に
も
出
土
し
た
こ
と
同
博
士
の
略
報
に
見
え

て
み
る
。
學
術
調
査
の
資
料
を
含
む
是
等
の
逡
品
は
執
れ
も
附
合

に
緩
く
て
、
表
薗
に
鋳
造
の
際
の
型
の
合
せ
目
が
目
立
っ
て
撃
っ

て
居
り
、
作
り
の
佳
良
な
類
と
は
な
し
難
い
。
そ
の
粗
な
外
面
に

第
二
十
八
巻
　
第
鱗
盤

二

線
文
を
鋳
帯
し
て
み
る
鮎
は
ゴ
ル
ベ
フ
氏
も
指
摘
し
て
み
る
如

く
、
同
時
繊
土
の
銅
鼓
の
或
者
と
趣
を
同
じ
く
し
た
所
が
あ
り
、

ま
江
我
が
銅
鐸
の
袈
裟
盗
品
と
も
よ
く
似
た
外
親
を
呈
し
て
み

る
。
以
上
の
概
槻
か
ら
次
に
私
の
見
た
遺
物
の
中
の
主
な
も
の
に

就
い
て
翼
に
細
部
を
暴
け
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
第
一
は
ゴ
ル
ベ
フ
氏
の
學
示
し
た
云
は
f
典
型
的
な
器
で
あ
る

（圓

ﾌ
一
）
。
筒
形
に
近
い
器
の
外
側
は
上
雫
の
三
段
に
欝
を
鋳

課
し
て
、
そ
の
上
下
は
園
圏
幣
を
中
に
條
線
丈
帯
を
添
へ
た
も
の

で
あ
り
、
中
央
は
圓
圏
幣
二
條
か
ら
域
る
。
而
し
て
高
網
に
近
接

し
て
一
双
の
左
右
に
開
く
環
欺
耳
が
あ
っ
て
、
う
ち
に
別
な
上
下

に
孔
の
逓
じ
た
小
耳
を
作
り
添
へ
て
る
る
。
な
ほ
こ
の
器
で
は
鋳

造
後
上
縁
を
創
っ
た
形
遊
の
あ
る
勲
や
、
側
面
に
切
り
傷
の
あ
る

こ
と
な
ど
も
暴
ぐ
眠
き
で
あ
ら
う
。

　
第
二
の
器
ま
た
相
似
た
も
の
な
が
ら
、
外
側
の
鋳
肥
し
丈
は
穂

々
手
が
込
ん
で
み
る
。
帥
ち
三
段
の
毒
煙
申
に
於
け
る
園
珠
は
敦

れ
も
同
心
圓
か
ら
戯
っ
て
、
そ
れ
を
斜
線
で
つ
な
い
だ
と
こ
ろ
、

摯
実
丈
に
多
く
見
る
も
の
に
同
じ
く
、
そ
れ
が
整
っ
て
溢
出
さ
れ

て
み
る
。
次
に
一
双
の
把
手
も
似
て
は
み
る
が
、
口
縁
か
ら
や
蕊

〈　g，　：16）



第
一
圓
　
　
東
肉
澄
跡
獲
掘
桶
形
鋼
器
形
歌
圏

・
虚
’

’
・
、

一

｝

・
2

’

0

1

2
it’

声

房

㌔

ハ

・
一
《
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下
の
方
に
着
け
ら
垂
L
、
曲
つ
諺
を
し
て
み
る
こ
と
禦
（
脳

病
）
の
恕
で
あ
る
．
な
ほ
こ
の
器
は
上
農
と
な
っ
て
み
て
、

そ
の
外
側
中
央
に
大
き
い
鋳
爾
の
遊
の
あ
る
の
を
も
記
さ
ね
ば
な

婁
南
清
化
雀
東
撫
繊
土
の
桶
形
銅
羅

ら
ぬ
。

　
第
三
は
ヤ
ン
セ
ー
博
士
が
昭
和
＋
年
か
ら
＋
一
年
に
亙
る
第
二

．
回
の
岡
逡
跡
調
査
の
際
住
居
阯
か
ら
獲
見
し
た
器
で
あ
る
．
こ
れ

　
　
　
　
　
　
第
ご
十
八
雀
　
第
鐵
盤
　
　
　
　
露



安
南
清
禽
省
東
肉
繊
土
の
桶
形
銅
器

は
鉛
銅
色
を
呈
し
、
・
形
が
警
ん
で
み
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
表

面
の
丈
檬
が
粗
大
に
鋳
揖
さ
れ
て
整
ふ
て
居
ら
す
、
申
精
が
一
種

の
編
物
歌
帯
か
ら
射
っ
て
、
園
圏
を
歓
く
し
、
ま
た
そ
の
爾
側
の

把
手
も
箪
な
る
山
形
の
簡
軍
な
も
の
を
横
位
置
に
蒋
け
て
る
る

（同

Q
）
。
但
し
こ
の
鷺
に
も
別
個
の
小
さ
な
ゴ
ル
ベ
長
の
所

　
　
　
　
④

謂
炭
壷
形
容
器
と
銅
鉾
、
鋤
形
銅
器
等
が
納
め
ら
れ
て
み
て
、
今

も
そ
の
墜
で
あ
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ξ
（
脚
版
第
一
の
2
）
。
第

四
は
そ
の
前
年
の
調
査
の
際
ま
た
ヤ
ン
セ
ー
博
士
の
獲
見
し
た
も

の
で
、
こ
れ
も
著
し
く
歪
ん
で
み
る
が
、
第
二
の
器
に
似
て
、
外

側
の
圓
圏
丈
は
箪
圓
に
熱
線
を
添
へ
つ
な
い
だ
も
の
で
あ
る
。
尤

も
表
繊
は
明
瞭
で
な
い
。
第
五
も
第
三
と
同
じ
際
に
繊
課
し
た
器

で
あ
っ
て
、
下
、
選
直
増
し
て
る
る
が
、
こ
れ
は
う
ち
に
頭
蓋
を
納
め

て
み
た
黙
で
興
味
を
惹
く
資
料
と
す
る
。
表
面
の
鳶
職
精
は
第
三

に
近
く
同
じ
く
粗
大
で
あ
り
、
そ
の
妃
手
は
第
二
の
器
に
近
い
。

　
第
六
は
東
京
帯
屠
腹
學
丈
．
畢
部
、
霊
迎
の
も
の
で
、
永
田
安
吉
氏

の
蒐
集
に
係
る
。
嵐
土
地
の
所
傳
を
欲
く
が
、
そ
の
示
す
所
上
記

第
四
の
器
に
極
め
て
近
く
、
延
い
て
叉
東
山
の
出
土
晶
と
解
し
て

誤
り
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
本
邦
現
存
品
た
る
の
故
を
以
て
容
易
，

第
二
十
八
巷
　
第
欝
欝

に
累
物
を
観
得
る
便
宜
が
あ
る
。
爲
に
特
に
轟
け
る
次
第
で
あ

る
。
な
ほ
こ
の
器
を
載
せ
た
同
大
學
の
『
考
古
圓
編
』
第
十
輯
の
解

読
に
は
「
器
中
に
許
多
の
五
悪
銭
が
入
っ
た
ま
ム
獲
見
さ
れ
た
」
と

あ
る
の
は
、
編
者
も
云
ふ
て
る
る
檬
に
、
そ
の
製
作
年
代
の
支
那

累
代
に
頼
當
る
べ
き
を
示
す
重
要
な
事
蟹
と
す
る
ゆ
同
じ
大
駆
所

藏
の
永
田
安
吉
氏
の
蒐
集
嶋
に
は
右
の
…
器
の
外
に
今
｝
つ
陶
じ

容
器
の
極
め
て
小
さ
い
遺
品
一
高
さ
轡
寸
一
分
五
厘
に
過
ぎ
な

い
も
の
が
あ
る
。
ゴ
ル
ベ
フ
氏
の
論
交
に
も
見
え
る
様
に
東
山
の

遺
跡
か
ら
は
銅
鼓
や
疾
壷
形
容
器
に
は
農
用
晶
の
外
に
小
さ
な
假

器
（
明
器
）
の
並
存
が
注
意
せ
ら
れ
て
る
る
。
虞
が
バ
ケ
ツ
形
の

こ
の
種
銅
器
で
は
そ
の
例
は
な
ほ
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い
様
で
あ

る
。
さ
れ
ば
こ
れ
は
珍
ら
し
い
遺
課
と
去
ふ
戴
き
で
あ
る
。
勿
論

他
と
同
檬
副
葬
の
爲
の
明
器
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら

、
フ
。

　
以
上
の
獣
身
は
細
部
に
於
い
て
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
が
、
逓

じ
て
は
同
一
の
問
診
に
入
る
深
き
も
の
た
る
こ
と
　
聾
し
て
明
で

あ
る
。
こ
れ
が
ゴ
．
ル
ベ
フ
博
士
を
し
て
軍
に
そ
の
一
例
を
圏
示
し

て
全
般
を
推
し
得
る
と
考
へ
し
め
た
所
以
に
外
な
ら
ぬ
．
．
而
し
て

（　338　）



そ
の
繭
濾
手
の
青
銅
作
り
の
粗
な
地
肌
は
、
岡
丈
と
併
せ
て
同
じ
燐

か
ら
娼
る
銅
鼓
な
ど
」
嗣
巧
異
曲
の
遺
晶
た
る
を
思
は
し
め
る
に

充
分
な
も
の
が
あ
る
。
さ
れ
ば
從
來
こ
の
器
に
目
す
る
限
り
、
鴬

に
右
の
鮎
が
暴
げ
ら
れ
て
來
た
の
で
あ
っ
た
。
薩
が
是
等
の
遺
晶

葱
藏
し
た
河
内
フ
イ
ノ
ー
博
物
館
（
寓
冨
⑱
ま
鉱
。
・
閑
貯
9
）
の
東

山
室
の
陳
列
を
見
學
し
て
み
る
際
、
筆
者
は
ふ
と
そ
の
中
に
同
じ

形
を
し
て
は
み
る
が
蓑
面
の
地
肌
に
新
桑
の
あ
る
や
・
外
観
の
違

っ
た
器
が
、
鍔
に
覆
は
れ
な
が
ら
陳
列
棚
の
上
鞍
に
観
か
れ
て
る

る
の
に
氣
附
い
た
。
そ
こ
で
取
り
現
し
て
も
ら
ふ
て
仔
細
に
調
べ

て
見
る
と
、
下
牛
に
破
損
が
多
い
爲
に
見
榮
の
し
な
い
器
な
が

ら
、
先
つ
も
と
上
に
外
被
せ
の
藍
を
受
け
た
と
畳
し
い
作
り
の
あ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
す
、
器
膿
が
通
じ
て
幾
分
か
厚

く
、
ま
た
上
趣
の
左
右
に
あ
る
弛
手
の
作
り
が
頑
丈
で
大
き
く
、

そ
の
上
に
渦
文
や
帯
丈
が
鋳
表
は
さ
れ
て
み
る
な
ど
細
部
の
違
ひ

が
可
な
り
に
著
し
い
事
が
分
明
し
た
。
翼
に
こ
れ
等
に
加
へ
る
に

器
の
側
面
を
飾
る
装
飾
丈
は
同
じ
く
弓
丈
で
は
あ
る
が
、
突
線
か

ら
域
る
の
で
な
く
て
、
沈
凸
文
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
中
下
三
帯
の

幾
何
三
文
の
聞
に
、
更
に
鋳
沈
丈
を
以
て
複
雑
な
丈
様
な
の
総
の

内
等
嶋
南
藩
…
化
雀
襟
瀞
由
［
墨
一
塩
の
鱗
形
銅
欝
欝
r

第
二
M
國
　
　
寅
㎝
山
…
鷲
跡
r
獲
見
船
の
給
…
の
あ
る
扇
形
銅
器

trtttt”rrt

毒
璽

、

扉

　麟ゴ
ー一一一t．一噂
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八
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第
鱈
號
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安
曲
閾
清
化
総
雷
ハ
肉
琳
門
土
の
桶
叩
形
鋸
無
下

あ
る
こ
と
が
沈
漏
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
丹
念
に
堅
い
鋳
を
除
い
て

本
來
の
圖
像
を
調
べ
て
見
た
結
果
、
下
方
か
ら
入
物
の
蕊
つ
た
船

の
圖
が
現
は
れ
て
來
て
、
そ
れ
が
三
つ
で
全
面
を
被
ふ
て
る
る
と

云
ふ
珍
ら
し
い
事
實
を
究
め
る
こ
と
が
鳩
來
た
の
で
あ
っ
た
。

（
第
二
圓
）

　
尤
も
こ
の
船
の
紛
は
輩
に
鋸
で
覆
は
れ
て
る
た
爲
に
注
意
を
惹

か
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
本
塁
の
鋳
上
り
が
悪
く
て
、
型
流
れ

で
備
え
た
部
分
が
多
く
、
そ
れ
に
加
へ
る
に
破
損
を
以
て
し
て
み

る
の
で
、
相
近
い
三
つ
の
門
下
を
通
じ
て
而
も
途
に
激
騰
の
形
を

明
確
に
線
で
描
き
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
併
し
圃
版
第
二
の

拓
影
で
見
る
如
く
、
そ
れ
は
明
に
融
と
纏
の
添
方
に
飾
の
あ
る
船

を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
船
上
に
鳥
の
羽
、
根
を
着
け
た
四
人
の

入
物
が
乗
込
み
、
綾
の
｝
入
が
擢
を
執
っ
て
船
を
あ
や
つ
・
て
居

り
、
舳
の
一
入
が
武
器
を
執
っ
て
立
つ
姿
が
可
な
り
は
っ
き
り
と

し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
入
物
の
持
つ
武
器
が
沓
形
銅
斧

を
着
け
た
特
色
の
あ
る
も
の
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
圖
載
る
や
改
め
て
雷
ふ
ま
で
も
な
く
有
名
な
ゴ
ク
・
リ
ユ

（
累
σ
q
O
？
ご
）
の
盗
品
以
下
の
古
い
銅
鼓
丈
に
見
え
ろ
船
の
圏
と
趣

第
一
一
十
八
巷
　
第
瑚
號

ノ、

を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
入
物
自
雛
の
表
現
は
右
の
銅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

鼓
圓
な
り
沓
形
銅
斧
の
或
者
の
面
上
に
表
は
さ
れ
た
そ
れ
に
｝
致

す
る
。
こ
の
論
い
鋼
三
文
と
の
同
似
は
別
に
上
中
の
幣
關
に
表
は

さ
嚢
嬰
（
臨
5
に
於
い
て
晶
め
ら
砦
の
焦
あ
る
。
か
様

な
圖
文
の
類
似
か
ら
、
は
じ
め
に
記
し
た
銅
の
地
肌
な
り
、
作
り

等
が
又
右
の
銅
鼓
類
と
相
等
し
い
轍
が
改
め
て
顧
み
ら
れ
て
、
爾

者
の
緊
密
な
關
係
が
推
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
然
ら
ば
こ
の
器
は

同
じ
桶
形
銅
器
の
間
に
あ
っ
て
は
、
他
の
多
く
の
通
有
な
羅
と
可

な
り
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
、
右
の
他
と
の
同
門
が
器
の
性
質
な

り
年
代
を
推
す
上
に
新
し
い
示
唆
を
與
へ
る
事
が
考
べ
ら
れ
て
來

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
に
改
め
て
論
く
で
あ
ら
・
三

三

　
　
　
ド
ン
ソ
ン

　
以
上
東
山
遺
跡
出
土
晶
に
見
ら
れ
る
現
在
の
バ
ケ
ツ
を
思
は
せ

る
評
説
銅
器
に
就
い
て
そ
の
通
有
品
を
暴
け
、
更
に
新
た
に
注
意

し
た
珍
ら
し
い
圖
様
の
あ
る
一
例
を
梢
汝
詳
し
く
記
し
て
、
そ
れ

自
忙
々
解
読
レ
弛
の
で
あ
な
が
、
さ
て
こ
の
銅
器
に
於
い
て
認
め

ら
れ
る
｝
つ
の
著
し
い
勲
は
、
か
檬
な
器
形
が
從
來
な
ほ
他
の
地

（　P．　；10　）



域
で
遽
存
す
る
審
の
知
ら
れ
て
み
な
い
こ
と
で
あ
る
。
北
部
無
印

に
於
け
る
青
銅
使
胴
の
知
識
が
支
那
の
中
原
か
ら
波
及
し
た
も
の

な
る
べ
き
は
今
臼
多
く
の
墨
者
の
一
致
す
る
見
解
で
あ
る
が
、
そ

の
支
那
に
画
し
く
遣
存
す
る
古
銅
器
に
は
殿
周
か
ら
喜
憂
を
通
じ

て
、
な
ほ
こ
の
様
な
も
の
を
見
受
け
な
い
。
か
檬
な
黙
か
ら
す
る

と
東
南
ア
ジ
ア
の
特
殊
な
青
銅
丈
化
所
塵
と
す
る
銅
鼓
が
支
那
の

南
牛
で
見
証
さ
れ
る
の
に
較
べ
て
、
　
一
下
石
印
に
特
有
な
色
彩
の

強
い
も
の
た
る
の
観
を
呈
す
る
。
こ
れ
は
作
り
其
他
が
銅
鼓
と
同

巧
異
曲
な
黙
と
併
せ
考
へ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
自
ら
金
厩
丈
化
の

行
は
れ
た
際
、
銅
鼓
同
檬
そ
の
地
で
作
ら
れ
た
器
と
す
る
の
解
繹

を
加
へ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
本
銅
器
の
歯
型
な
紅
性
質

は
粛
然
そ
の
見
地
か
ら
考
へ
ら
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
檬
に
明
記
は
し
て
み
な
い
が
、
ゴ
ル
ベ
フ
博
士
は
こ
の
銅

器
の
性
質
に
蕨
い
て
、
同
愚
な
竹
な
ど
で
編
ん
だ
器
が
現
在
も
な
、

ほ
モ
イ
（
竃
鉱
）
族
や
グ
ヤ
ク
（
U
避
飴
）
族
の
聞
に
行
は
れ
て
る
る

黙
に
油
蔑
し
て
、
そ
勉
か
ら
器
形
が
同
地
で
行
は
れ
て
る
た
籠
製

晶
を
銅
で
為
し
作
っ
た
も
の
と
な
し
、
更
に
用
途
に
就
い
て
も
、

彼
等
が
現
在
右
の
籠
を
ば
負
籠
の
代
り
に
使
遺
し
た
り
、
ま
た
そ

安
南
清
化
華
東
両
鐙
，
土
の
桶
形
銅
器
・

れ
に
籾
を
蓄
へ
な
ど
し
て
み
る
鮎
よ
り
し
て
、
同
檬
な
容
器
と
し

て
、
そ
の
墓
間
内
の
副
葬
は
蓋
し
被
葬
者
の
糧
食
を
蓄
へ
る
絹
に

供
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
し
て
み
る
の
は
、
如
上
の
見
地
に
立

つ
解
羅
に
外
な
ら
ぬ
。
博
士
が
そ
の
爲
に
繋
げ
て
み
る
グ
ヤ
ク
族

の
竹
寵
は
如
何
に
も
問
題
の
銅
器
と
似
た
趣
が
多
く
て
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

首
肯
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

　
但
し
他
方
に
於
い
て
二
形
が
若
干
の
胴
張
む
を
示
し
な
が
ら
圓

鱒
形
を
し
て
、
上
ぴ
底
の
も
の
が
あ
り
、
又
側
面
の
上
中
下
に
掌

文
を
緯
ら
す
黙
な
ど
か
ら
す
る
と
、
現
在
我
が
國
に
行
は
れ
て
る

る
木
製
の
桶
と
の
形
の
一
致
が
膚
ら
學
げ
ら
れ
る
か
ら
、
北
印
が

欝
欝
木
材
の
多
い
地
域
な
る
に
顧
み
て
、
そ
の
顯
が
同
じ
く
考
慮

せ
ら
る
可
き
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
共
に
そ
の
磁
位
に

就
い
て
も
、
土
俗
晶
か
ら
の
軍
な
る
推
測
の
外
に
、
上
暴
の
旧
例

中
に
頭
蓋
や
v
武
器
・
古
銭
等
を
容
れ
た
も
の
が
あ
る
事
か
ら
、

か
主
な
周
に
供
せ
ら
れ
弛
こ
と
が
現
賢
に
確
め
ら
れ
る
以
上
、
軍

に
穀
物
を
蓄
へ
た
と
の
み
に
限
る
置
き
で
は
な
く
、
容
器
と
し
て

い
ろ
く
に
用
ゐ
ら
れ
た
と
せ
ら
る
可
く
、
そ
の
緻
の
多
い
こ
と

は
本
來
こ
の
檬
な
實
用
の
器
と
し
て
作
ら
れ
た
爲
に
依
る
も
の
で

第
二
十
八
巻
　
第
瞬
號

七

（：3‘ll）



安
南
演
…
化
省
寮
小
山
門
桝
門
土
の
野
晒
銅
器

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ほ
こ
の
黙
で
、
上
舵
の
爾
側
に
あ
る
耳
の

多
く
が
、
持
ち
上
げ
る
に
恰
好
な
左
右
に
開
く
環
歌
の
も
の
臥
間

に
、
更
に
上
下
に
孔
の
貫
通
し
た
も
の
を
添
へ
て
る
る
こ
と
が
、

器
の
用
途
に
基
く
も
の
と
し
て
、
或
は
爾
春
を
通
じ
て
、
上
に
被

せ
た
器
の
被
ひ
を
結
び
つ
け
る
際
の
用
意
を
示
し
た
と
も
解
せ
ら

れ
る
こ
と
を
も
記
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
様
に
見
て
來
る
と
本
銅

器
は
銅
鼓
に
乱
し
て
實
用
の
容
器
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
た
る
性

質
が
改
め
て
顯
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
こ
の
種
銅
器
の
作
ら
れ
・
兀
時
代
に
就
い
て
は
、
そ
れ
の
出

土
す
る
東
出
遺
跡
が
、
う
ち
に
存
す
る
鏡
・
古
泉
・
銅
器
等
の
支

那
の
四
物
の
性
質
か
ら
漢
代
盛
時
に
當
る
こ
と
が
ゴ
ル
ベ
フ
博
士

に
依
っ
て
設
か
れ
て
、
そ
れ
が
銅
鼓
の
年
代
を
定
め
る
上
に
重
要

な
も
の
と
な
っ
て
み
る
。
博
士
の
右
暴
例
に
即
す
る
限
り
、
一
個

の
銅
劔
や
壷
等
で
は
時
代
を
下
し
過
ぎ
て
み
る
が
、
鏡
・
古
撮
等

の
支
那
舶
載
品
の
年
代
槻
は
誤
り
が
な
い
か
ら
、
從
っ
て
本
銅
器

も
ま
た
唐
ら
時
代
の
一
端
が
推
さ
る
可
き
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場

合
上
に
記
し
た
通
有
な
器
の
う
ち
に
五
蘇
蜜
を
容
れ
た
例
の
存
す

る
事
實
は
、
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
に
役
立
つ
も
の
と
な
る
で
あ
ら

第
二
十
八
巻
　
第
隣
畿

八

う
。
併
し
他
方
に
於
い
て
ゴ
ル
ベ
フ
氏
の
東
山
遺
跡
の
實
年
代
観

と
そ
れ
に
基
く
銅
鼓
の
古
い
式
の
年
代
に
号
し
て
は
、
早
く
ハ
イ

　
　
　
　
　
　
　
⑦

ネ
・
ゲ
ル
デ
ル
ン
氏
（
図
匿
H
肖
①
一
づ
Φ
I
O
O
一
α
O
昌
）
な
ど
の
出
差
論
が
公

に
せ
ら
れ
、
ま
た
最
’
近
更
に
カ
ー
ル
グ
レ
ン
教
授
（
ヒ
づ
。
肖
昌
プ
ρ
H
α

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

囚
鋤
喫
2
）
t
依
っ
て
東
山
選
跡
出
土
口
㎜
中
に
支
那
の
潅
河
式

一
吾
々
の
云
ふ
職
國
単
式
の
特
徴
を
具
へ
た
も
の
・
存
す
る
事

か
ら
時
代
の
遡
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
主
張
を
見
る
に
於
い
て
、

再
穣
討
が
要
請
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
今
改
め
て
ゴ
ル
ベ
フ
博
士
の
暴
げ
て
る
ろ
所
に
就
い
て
挙
る

に
、
蕃
土
の
逡
品
は
可
な
り
多
種
多
様
で
あ
っ
て
、
支
那
の
漢
盛

時
の
遺
晶
と
同
時
性
が
考
へ
ら
れ
る
も
の
エ
外
に
、
カ
ー
ル
グ
レ

ン
敏
授
の
指
摘
す
る
如
く
そ
れ
よ
り
も
確
か
に
古
調
を
帯
び
た
遣

隔
を
含
み
、
支
那
の
遺
品
に
あ
っ
て
も
右
に
署
す
る
が
如
く
、
今

　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
．

日
の
知
見
か
ら
す
る
と
明
に
駿
國
時
代
に
遡
る
べ
き
上
記
銅
鐸
や

銅
壷
等
を
見
受
け
る
黙
か
ら
、
全
羅
を
ば
同
一
に
取
扱
ふ
こ
と
の

難
き
を
思
は
し
め
る
。
．
，
そ
し
て
こ
の
事
は
更
に
東
山
遺
跡
の
獲
掘

が
も
と
く
充
分
な
畢
遡
上
の
鋭
意
を
無
い
て
、
要
物
の
蒐
集
を

主
と
し
た
傾
向
が
強
く
、
多
数
に
獲
掘
せ
ら
れ
た
個
汝
の
逡
跡
に

（　3．22）　）



就
い
て
の
共
存
遺
物
の
妖
態
が
明
確
で
な
い
黙
か
ら
、
嚴
密
な
意

味
で
全
雛
を
一
つ
の
地
域
的
な
一
括
逡
物
と
診
る
の
外
な
い
讐
情

に
あ
る
に
於
い
て
、
か
檬
な
多
様
性
の
遺
物
の
す
べ
て
の
時
代

を
、
、
一
部
に
見
受
け
る
漢
器
を
以
て
律
す
る
の
當
ら
ざ
る
こ
と
が

強
く
意
識
さ
れ
て
來
る
。
尤
も
筆
者
は
こ
の
小
編
で
深
く
右
の
顯

に
立
入
る
絵
裕
が
な
く
、
そ
れ
を
別
の
機
會
に
譲
る
が
、
こ
の
檬

な
場
合
出
土
晶
中
に
見
る
各
個
に
就
い
て
の
比
較
考
察
に
依
っ
て

遣
物
の
先
後
が
決
せ
ら
れ
、
そ
れ
等
を
通
じ
て
改
め
て
東
山
遺
跡

の
年
代
槻
が
推
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
蓋
し
多
く
の
疑
議
は
な
い

と
考
へ
る
。
こ
の
勲
で
。
ユ
ル
ベ
フ
博
士
が
東
出
逡
跡
掲
土
の
銅
鼓

が
ヘ
ー
ゲ
ル
分
類
の
第
一
型
．
式
に
証
す
る
古
式
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
同
じ
北
部
佛
印
の
有
名
な
ゴ
ク
・
リ
ユ
銅
鼓
以
下
の
「
類
と

嗣
一
観
■
し
て
、
こ
の
種
第
一
型
式
銅
鼓
の
實
時
代
を
漢
盛
時
に
あ

る
と
し
た
所
説
に
些
し
て
は
、
光
物
に
即
し
た
用
意
を
歓
く
も
の

で
あ
り
、
反
封
の
見
解
を
生
じ
こ
と
は
至
當
と
言
は
ざ
る
を
得
な

い
。
伺
と
な
れ
ば
是
等
の
銅
鼓
の
示
す
嘘
、
大
ま
か
に
見
れ
ば
固

よ
り
同
類
た
る
に
間
違
ひ
は
な
い
が
、
細
榔
に
な
る
と
、
銅
の
地

肌
な
む
鋳
工
合
等
で
綱
當
な
違
ひ
が
あ
る
の
み
な
ら
す
～
表
は
さ

安
毒
…
藩
…
化
省
策
…
、
撫
出
∵
瓢
の
轡
形
鏑
無
曲

れ
た
圏
丈
に
於
い
て
は
や
ン
セ
ー
博
士
の
獲
掘
晶
の
示
す
所
、

通
じ
て
便
化
の
度
が
著
し
く
、
入
物
圖
の
如
き
は
全
く
頭
部
の
羽

掻
飾
の
み
が
誇
張
化
せ
ら
れ
、
ゴ
ク
・
リ
ユ
銅
鼓
に
見
る
そ
れ

と
の
間
に
著
し
く
違
っ
て
居
り
、
表
嵐
の
模
様
も
同
一
親
し
難
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
」
で
国
者
の
聞
に
見
る
差
異
が
恰
も
上
に
述
べ

た
本
銅
器
に
於
い
て
通
有
晶
と
新
た
に
見
出
し
た
一
鞭
と
の
闇
に

於
け
る
と
相
似
て
み
る
こ
と
が
ま
た
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
」
し

て
見
れ
ば
こ
の
機
な
違
ひ
は
、
鋼
鼓
に
於
け
る
増
様
便
化
の
形
式

畢
的
研
究
か
ち
、
東
山
風
土
の
銅
鼓
沖
本
銅
器
の
多
く
の
も
の
が

漢
盛
時
に
並
行
し
た
も
の
と
し
て
、
ゴ
ク
・
リ
ユ
銅
鼓
等
は
そ
れ

よ
り
も
翌
翌
の
遡
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
て
然
る
難
き
と
思
ふ
。
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
ば
新
た
に
注
意
し
た
船
の
絡
の
あ
る
一
個
の
鋼
器
は
、
同
じ
く

時
代
の
遡
る
も
の
で
、
東
出
逡
跡
で
は
職
國
時
代
に
湿
す
る
銅

創
、
鋼
壼
等
と
並
行
し
た
と
見
る
挽
き
乙
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

四

　
前
段
に
遮
べ
た
所
見
が
幸
に
し
て
大
過
が
な
い
と
す
れ
ば
、
争

議
簡
謄
撃
に
考
へ
ら
れ
た
桶
…
形
銅
器
に
・
、
り
、
耀
し
く
“
呈
出
恵
し
た
一
器

第
瓢
十
八
巷
　
第
匹
號
…
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．
｛
堅
階
滴
…
化
省
門
東
山
出
｝
土
の
照
照
形
銅
囎
滞

を
通
じ
て
声
右
寄
に
於
け
る
と
嗣
じ
べ
、
作
ら
れ
た
時
代
に
幅
の

あ
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
て
、
ユ
、
の
遡
る
類
に
於
い
て
銅
鼓
の
古
い

も
の
と
並
行
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
一
樹
北
部
佛

印
の
青
銅
器
時
代
な
る
も
の
は
、
東
山
逡
跡
の
後
掘
が
大
き
な
波

丈
を
投
じ
て
、
多
数
の
嵩
土
晶
に
依
っ
て
そ
の
性
格
が
胴
瞭
に
な

っ
た
と
共
に
、
他
方
に
於
い
て
う
ち
に
注
意
せ
ら
れ
た
若
干
の
漢

代
遺
物
の
示
す
時
代
の
み
が
強
調
さ
れ
た
槻
が
な
い
で
は
な
い
。

併
し
費
際
で
は
各
地
か
ら
繊
土
し
て
み
る
開
係
の
撞
峰
は
相
當
な
、

分
量
に
上
っ
て
、
別
に
利
器
形
其
他
に
於
い
て
形
式
の
先
後
を
考

へ
得
る
も
の
を
含
ん
で
み
る
。
こ
の
小
編
は
容
器
に
於
い
て
從
來

輩
｝
に
取
扱
は
れ
た
も
の
・
う
ち
に
、
同
様
な
黙
の
あ
る
こ
と
を

た
ま
く
見
出
し
た
一
例
か
ら
推
考
し
て
、
新
た
な
る
考
察
の
要

を
示
唆
せ
ん
と
し
弛
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。

　
終
り
に
北
部
佛
印
で
作
ら
れ
た
と
認
む
べ
き
こ
の
　
種
の
容
器

に
於
い
て
、
別
に
筆
者
の
注
意
を
惹
い
た
一
つ
の
貼
は
、
そ
の
示

す
一
方
面
船
の
圖
の
あ
る
も
の
が
、
必
至
に
於
け
る
第
一
並
に
第

二
型
の
古
式
の
銅
鐸
と
種
汝
の
黙
で
同
じ
趣
を
具
へ
て
る
る
に
封

し
、
他
の
多
く
の
器
が
圃
文
の
表
現
其
他
で
袈
裟
無
比
の
大
形
品

第
二
十
八
雀
　
源
頭
號

一
〇

と
｝
致
し
て
、
型
式
の
先
後
に
於
い
て
並
行
す
な
も
の
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
魔
が
、
銅
鐸
と
本
銅
器
は
各
の
實
暴
騰
に
於
い
て
も

現
在
の
知
見
の
示
す
所
払
雛
差
異
が
な
い
様
で
あ
る
。
爾
者
が
時

「
謡
「
」
盟

0
　
　
　
　
1
　
　
　
2
す

一
闘
一

二∫三三麟i　東山出土野壷形銅器形歌圓

と
加
斗
と
を
同
じ
く
し
た
と
見
る
べ
き
右
の
黙
が
、
同
じ
支
那
の

金
薦
丈
物
の
影
響
の
下
に
生
じ
江
羅
な
る
偶
然
の
事
象
と
す
べ
き

や
、
將
た
ま
た
日
本
と
北
部
佛
印
と
に
於
い
て
文
物
を
享
受
し
た

（綴1



際
に
於
け
る
、
同
一
の
か
様
な
受
容
形
態
を
可
能
な
ら
し
め
る
背

景
の
存
在
を
考
ふ
堰
き
で
あ
る
か
。
こ
の
黙
が
從
來
行
は
れ
た
輩

な
る
外
面
的
な
一
部
の
類
似
の
み
で
銅
鼓
帥
ち
銅
鐸
の
蔽
型
と
な

す
様
な
見
方
と
離
れ
て
、
薪
た
に
誓
々
の
關
心
に
鰯
れ
る
も
の
が

あ
る
こ
と
に
恩
ひ
及
ぶ
の
で
あ
る
。

〔
註
〕
①
　
≦
。
§
0
9
。
＆
9
く
…
り
．
お
。
（
罫
攣
。
蕎
。
磐
8
9
一
冨
μ
。
齢
畠
窪
。
・

　
　
　
｝
o
閉
。
肖
㍗
b
き
欝
詳
（
⇔
ゴ
悶
｝
毎
月
嵩
9
一
、
国
8
ざ
嗣
窪
毎
3
貯
。
目
．
国
碁
昏
さ
？

　
　
　
O
嵩
窪
r
B
〆
メ
H
メ
》
お
お
）

　
　
②
　
○
ざ
く
田
舞
吋
栃
黛
拶
ρ
竃
）
o
箕
勺
器
｛
ぎ
】
ぎ
鑑
さ
鎌
、
弓
。
繋
目
。
・
凹
。
昌
舞
魯
－

　
　
伽
9
0
σ
q
5
器
§
H
謬
議
。
島
μ
営
。
触
毎
同
）
ろ
硫
鎚
〇
一
、
団
o
o
ざ
団
、
羅
＝
μ
＾
亙
ψ
o
H
”
国
苫
7

　
　
諺
ご
？
○
ユ
の
簿
（
茅
。
葺
。
脅
・
。
〉
器
シ
。
・
一
銭
馨
。
。
・
”
鋪
〆
お
）
。
尤

　
　
　
も
こ
れ
は
第
一
回
の
翻
…
査
の
回
報
で
あ
る
。
以
下
の
慧
物
に
就
て
の

　
　
本
丈
で
の
紀
遽
は
遽
東
証
院
の
説
録
に
響
い
た
こ
と
を
識
記
し
て
置

　
　
　
く
。

　
　
③
　
こ
義
に
一
収
め
た
二
つ
の
一
眠
喩
拠
は
漣
寅
　
漿
院
管
留
奥
室
の
原
板
に
縷
｝
つ

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
負
ふ
駈
を
明
紀
し
て
川
路
く
。

　
　
④
　
こ
の
高
名
は
假
り
に
ゴ
〃
ベ
フ
博
士
に
從
ふ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

　
　
　
れ
か
ら
で
は
正
し
い
形
の
概
念
は
得
難
い
。
依
っ
て
こ
義
に
そ
の
一

　
　
　
器
の
｛
買
測
剛
綱
（
第
「
三
聖
）
を
旧
識
げ
・
て
艦
糞
際
を
紹
∵
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
器
の
作
り
は
本
轟
久
｛
合
し
た
…
棉
形
鋼
器
の
遽
膚
欝
鋼
と
全
然
閥
縫
鰐
で
あ
っ

　
　
　
て
、
薄
手
作
り
の
器
の
外
側
…
㌦
や
上
面
の
鶴
｝
形
線
に
ま
た
附
図
じ
轟
久
燦
鰐
を

庫女

l
…
瀬
∵
駕
省
東
由
　
出
［
土
の
桶
形
銅
器

　
鐙
奇
し
て
居
り
、
同
時
の
製
作
た
る
を
示
し
て
ゐ
乃
。
押
形
銅
器
と

　
岡
じ
く
哺
遺
例
が
多
く
、
魏
在
ま
た
他
に
同
形
品
を
見
畠
し
得
な
い
黙

　
で
、
同
一
に
取
扱
は
る
べ
き
も
の
と
恩
は
れ
る
の
で
あ
る
Q

⑤
　
是
等
の
閥
似
は
そ
れ
ぐ
の
圓
を
示
し
て
一
葦
瞭
然
た
ら
し
む
べ

　
き
で
あ
る
が
、
時
局
下
調
慧
闘
の
眼
刷
限
に
依
っ
て
、
そ
れ
が
田
來
な
い
。

　
謎
①
の
ゴ
ル
ベ
フ
氏
の
論
丈
に
掲
げ
て
あ
る
闘
、
並
に
そ
れ
の
轄
載

　
せ
ら
れ
て
る
る
加
松
本
・
信
廣
教
授
の
『
印
度
・
支
那
の
恥
族
と
丈
化
』
翻
伽
灘
　

　
正
志
氏
の
『
印
度
雰
ハ
那
の
原
始
丈
明
』
等
の
滲
照
を
得
ば
幸
で
あ
る
。

⑥
≦
g
。
㌧
韓
。
H
。
魯
9
5
登
O
噸
崔
α
q
L
o
参
照
Q

⑦
　
鵠
。
貯
？
Φ
o
銘
。
ヨ
…
切
a
o
暮
§
鵬
§
飢
羅
。
昏
戸
影
津
9
居
累
簿
註
嘗
曾

　
旨
ヨ
○
ぎ
（
》
ω
㌶
9
a
o
び
く
。
ポ
＜
H
鍔
霧
ρ
ω
．
お
鴛
）

⑧
㌻
づ
．
目
琶
游
6
三
出
お
O
⇒
8
0
＝
冨
野
μ
ぐ
O
。
白
歯
曾
ρ
き
言

　
（
切
戸
島
。
島
・
戸
。
コ
ぎ
三
戸
蓉
門
蓉
。
剛
鴨
⇔
門
団
9
弩
『
β
≧
義
莞
三
β
疑
ゆ

　
囲
轟
植
ω
8
0
匡
δ
冨
ポ
お
轟
い
）

⑨
　
こ
の
銅
剣
は
ゴ
〃
ベ
フ
博
士
が
講
習
の
．
支
那
三
者
の
下
見
を
耕
し

　
て
輔
狭
代
の
も
の
と
し
て
み
る
が
、
況
時
め
・
支
那
考
古
灘
…
・
の
聯
晒
識
か
ら

　
す
る
と
カ
．
1
〃
グ
ソ
ン
教
授
亀
指
摘
し
て
み
る
様
に
肩
代
以
前
に
遡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
る
こ
と
疑
問
は
な
い
。
特
に
こ
の
剣
の
身
に
印
し
て
み
る
斜
格
子
散

　
の
轟
久
縫
…
の
具
〔
含
は
縞
職
國
式
銅
鰍
僻
の
特
…
撒
の
一
つ
に
歎
ふ
研
き
亀
の
で

　
あ
る
こ
と
が
時
代
を
示
す
採
所
と
し
て
和
げ
ら
る
可
き
で
あ
る
。
こ

　
れ
と
同
じ
幽
冥
の
あ
る
鋼
劇
が
我
が
級
津
美
徳
館
に
牧
藏
さ
れ
て
る

　
る
。
（
『
青
肉
清
賞
臨
古
銅
器
編
参
照
）

⑩
本
交
で
は
要
旨
の
擬
係
か
ら
、
そ
劇
に
論
じ
及
ば
な
か
っ
た
が
、

第
二
十
八
巷
　
第
鱗
號
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安
・
爾
濡
…
化
辻
固
㎝
肉
剛
門
土
の
面
形
目
無
驚

こ
う
茸
ふ
實
堀
の
容
器
た
る
輪
形
の
器
に
銅
鼓
と
同
じ
船
の
躍
を
見

禺
し
た
こ
と
は
、
船
の
闘
が
葬
儀
の
船
綴
を
衷
は
し
、
引
い
て
鋼
鼓

の
性
質
を
も
葬
儀
摺
の
み
と
解
す
る
ゴ
ル
ベ
フ
氏
の
断
見
の
當
ら
な

い
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
エ
で
附
言
し
て
置
き
な
い
。
な

ほ
桶
形
鋼
黒
伽
は
古
腕
瓢
ば
か
り
で
な
く
既
記
三
の
例
の
如
く
東
山
　
で
は

佳
贋
阯
か
ら
も
ヤ
ン
セ
ン
博
士
が
獲
掘
し
て
み
る
こ
と
右
と
聯
關
し

て
併
　
せ
記
す
可
き
で
あ
る
。

〔
別
記
〕

　
本
丈
で
論
じ
た
逡
物
の
繊
た
東
山
遺
跡
の
一
斑
は
ヤ
ン
セ
ー
博

　
士
の
概
報
に
依
っ
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
遣
跡
地
は
ソ
ン

　
マ
（
ω
O
b
q
レ
自
9
　
　
　
α
）
河
の
流
れ
と
、
そ
の
西
に
近
接
し
て
南
北
に
つ

　
づ
い
た
小
由
と
の
間
の
精
の
様
な
地
優
で
あ
っ
て
、
東
山
の
部

　
落
か
ら
は
西
南
に
當
っ
て
み
る
。
現
在
そ
の
河
岸
は
高
さ
二
聞

　
位
の
崖
欣
を
呈
し
て
、
河
水
の
浸
蝕
に
依
っ
て
可
な
り
創
ら
れ

　
た
こ
と
を
思
は
し
め
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
元
か
ら
荻
い
所
で

　
あ
る
。
こ
・
で
見
繊
さ
れ
た
選
跡
の
主
要
な
も
の
は
多
数
の
銅

　
製
副
葬
轟
を
俘
ふ
た
墳
墓
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
現
在
畑
地
と
な

　
つ
て
み
る
部
分
の
地
表
下
約
｝
米
位
の
威
に
存
t
て
る
る
が
、

　
別
に
河
岸
に
近
い
腱
で
は
住
居
阯
と
認
む
可
き
遺
構
も
樵
出
せ

第
二
十
八
巻
　
第
照
號

凶
二

ら
れ
た
。
こ
の
方
か
ら
は
銅
器
・
土
器
の
外
に
木
器
片
な
ど
も

褒
見
さ
れ
て
る
て
別
個
な
興
味
を
惹
く
の
で
あ
る
。
な
ほ
東
山

に
於
け
る
他
の
著
し
い
逡
跡
た
る
漢
か
ら
唐
宋
に
互
る
古
墓
の

密
集
す
る
地
精
は
、
右
の
部
分
か
ら
は
北
方
勲
丁
の
、
前
に
や

や
著
い
沖
積
低
地
を
ひ
か
へ
た
小
山
の
西
腹
一
帯
で
あ
る
が
、

前
者
に
も
時
に
唐
代
の
壊
．
墓
な
ど
が
並
び
存
す
る
こ
と
ヤ
ン
セ

ー
博
士
の
報
丈
に
見
ゆ
る
如
く
で
あ
る
。
絵
白
が
謁
來
た
の
で

筆
者
の
實
査
の
所
見
を
簡
軍
に
墨
け
て
置
く
。

（，g・16）


