
．（一）虎事例故桑名鐵城氏蒐集品

（二）蠕蜻文鉾佐友吉左衛門氏藏
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圖
版
第
二

（一）桑名氏虎右上高槻

（二）大阪某氏岬町鉾の一部上面親．
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支
那
古
銅
器
申
の
樂
器
類
の
一
つ
に
鋒
と
呼
ば
れ
て
み
る
器
が

あ
る
。
そ
れ
は
上
部
醜
く
、
下
部
の
や
㌧
縮
髪
つ
予
察
洞
の
績
長

い
形
を
し
て
、
器
高
は
概
ね
一
尺
か
ら
「
尺
の
間
に
あ
一
3
、
そ
の

断
弼
は
楕
闘
を
呈
し
、
下
底
は
開
い
た
豪
㌦
で
あ
る
が
、
上
露
は

つ
ぼ
ま
っ
て
縁
の
あ
る
圓
筒
を
被
ふ
た
面
の
申
夷
に
獣
形
の
立
禮

飾
を
附
し
て
、
垂
下
等
に
贅
し
た
こ
と
矧
版
第
一
の
一
の
實
例
に

見
る
如
く
で
あ
る
。
こ
の
種
の
囎
は
『
岡
禮
』
の
地
官
妓
人
の
條

に
鼓
に
和
し
て
使
用
す
る
も
の
た
る
こ
と
を
記
し
て
居
り
、
D
蓋

物
ま
た
早
く
宋
代
の
需
、
考
古
岡
』
並
に
『
博
古
謡
』
に
こ
れ
を
載

せ
、
殊
に
『
博
古
瞬
』
で
は
錬
掘
説
に
つ
い
で
十
九
燗
と
云
ふ
拶

　
　
　
　
銅
　
　
鱒
　
　
考

数
の
例
を
曝
げ
て
、
敦
れ
の
器
を
竜
周
代
の
遺
晶
と
鑑
し
て
み
る

の
で
あ
る
。
か
く
て
錬
は
鉦
・
鐘
・
鐸
と
絹
並
ん
で
、
古
代
支
那

の
樂
器
の
一
と
し
て
、
爾
後
右
の
見
解
が
殆
ん
ど
そ
の
ま
、
に
踏

襲
せ
ら
れ
て
現
在
に
及
ん
で
み
る
こ
と
、
数
年
前
公
に
せ
ら
れ
た

容
認
氏
の
　
、
商
砂
鉱
蕪
…
通
親
指
の
記
沸
あ
示
す
葺
く
で
あ
る
。

　
辞
し
醸
っ
て
考
へ
る
に
、
こ
の
器
に
あ
っ
て
は
他
の
古
銅
器
と

違
っ
て
漢
画
繭
の
古
文
職
に
殆
ん
ど
記
載
を
漉
き
、
僅
か
に
『
國

語
』
の
呉
語
に
そ
れ
を
見
出
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
有
様
で
あ
り
、

ま
た
從
來
漢
以
前
の
確
か
な
有
銘
の
器
の
存
在
が
知
ら
れ
て
み

す
、
加
へ
る
に
現
存
の
｛
貫
例
に
就
い
て
見
る
に
、
鉦
の
虎
髭
を
し

た
素
直
の
所
謂
虎
鉾
が
多
面
を
占
め
る
こ
と
早
く
帰
、
博
古
岡
』
に
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鋼
　
　
錬
　
　
考

於
い
て
認
め
ら
れ
る
の
と
異
旋
る
所
が
な
い
。
か
様
に
す
る
と
器

の
持
つ
様
相
に
於
い
て
所
謂
一
∴
代
宵
銅
器
の
通
性
と
奪
っ
た
黙
の

あ
る
こ
と
が
推
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
か
ら
こ
れ
に
就
い
て
の

薪
た
な
考
察
の
要
を
憂
え
る
も
の
が
あ
る
。
筆
者
は
前
年
住
友
男

博
家
牧
衛
士
口
銅
器
類
の
解
早
書
た
る
咄
”
泉
屋
溝
嘗
載
の
糊
訂
の
事

に
關
濁
し
て
、
た
ま
く
そ
の
鋒
の
一
つ
に
職
権
式
銅
器
交
を
印

し
て
み
る
こ
と
を
注
意
し
た
の
が
端
緒
と
な
っ
て
、
爾
後
引
絞
い

て
故
由
本
病
二
郎
、
桑
名
鐡
城
爾
氏
蒐
集
の
遣
暗
中
に
、
漢
代
と

認
む
可
ぎ
特
徴
を
持
つ
托
器
の
存
在
を
錦
っ
て
、
銅
鉾
の
年
代
親

に
新
た
艦
ぺ
見
解
を
棲
臥
く
様
に
な
り
、
他
方
東
南
…
ア
ジ
ア
に
於
く
分

布
す
る
銅
鼓
に
齢
す
る
調
査
を
行
ふ
機
會
に
め
ぐ
ま
れ
、
之
を
土

記
の
禰
浦
西
川
に
考
へ
併
せ
て
、
今
や
潜
一
瞬
の
ま
と
豪
つ
元
考
案
を
得

た
審
を
恩
ふ
に
至
っ
た
。
依
っ
て
次
に
そ
の
大
要
を
録
し
て
博
雅

の
是
正
を
請
ふ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
さ
て
鉾
な
る
銅
器
は
薯
録
に
見
え
る
菟
の
を
は
じ
め
、
現
存
の

遺
晶
も
相
當
の
敬
に
上
る
の
で
あ
る
が
、
た
ほ
出
ヒ
地
な
ー
ー
捧
出

物
の
礁
實
六
例
を
融
く
ば
か
ゆ
で
な
く
、
そ
の
大
部
分
は
出
置
後

’

　
　
　
　
　
　
箪
猟
辛
巻
　
第
四
號
　
　
　
　
織

慨
世
し
て
面
に
滑
澤
を
生
じ
て
み
て
、
圭
中
古
の
色
澤
の
鮮
か
な

造
品
に
す
ら
乏
し
い
實
厭
に
あ
る
の
は
、
研
究
上
大
き
な
支
障
を

持
つ
も
の
と
云
は
旋
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
十
敏
年
來
北
亥
那

の
各
地
か
ら
瓢
し
い
査
銅
器
が
號
掘
せ
ら
れ
た
に
も
不
拘
、
う
ち

に
殆
ん
ど
鉾
を
見
受
け
な
い
事
實
と
共
に
注
意
せ
ら
る
べ
き
勲
と

す
ろ
．
、
さ
れ
ば
い
ま
の
揚
会
考
察
は
霞
か
ら
器
に
封
ず
る
型
式
塾

上
か
ら
す
る
そ
れ
よ
り
は
じ
め
る
の
斜
な
、
い
の
で
あ
る
。

　
」
既
に
鰯
れ
六
様
に
、
鎮
の
逓
皐
を
占
め
る
の
は
一
般
に
虎
鎮
と

呼
ば
れ
て
み
る
上
邊
の
鉦
の
虎
形
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
右
の

虎
形
は
首
を
持
ち
上
げ
、
先
蠕
…
の
曲
っ
た
長
い
尾
を
し
て
み
る
と

云
ふ
通
性
を
示
し
、
こ
れ
を
続
っ
て
上
面
に
盤
歌
の
突
起
し
た
著

し
い
縁
を
作
る
外
、
器
盤
に
装
鱗
な
ど
の
な
い
蝋
…
で
…
つ
の
定
つ

た
型
を
持
っ
て
農
制
り
、
ま
た
器
の
営
鰭
土
り
が
1
4
ぼ
つ
泥
く
、
鈍
重
．

汝
感
じ
の
も
の
た
る
黙
で
も
相
通
じ
旋
所
が
あ
る
。
庭
が
か
様
な

通
性
た
る
や
、
細
別
は
兎
も
．
角
と
し
て
火
綴
の
上
で
は
所
謂
三
代

の
器
と
蓮
っ
て
寧
ろ
漢
器
と
趣
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
云
ひ
得
る

の
で
あ
る
，
尤
も
多
敏
か
夢
中
に
ば
鐙
が
則
の
彫
か
ら
成
る
も
の

を
は
じ
め
と
し
て
、
文
繊
を
施
し
た
蓮
晶
竜
絶
無
で
は
な
い
。
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鵬
博
古
㍊
添
は
こ
の
種
の
實
例
を
比
較
的
多
く
牧
録
し
て
み
る
，

灘
ち
錐
に
あ
っ
て
は
紐
駄
を
し
た
遺
品
を
は
じ
め
、
撤
形
．
や
罵
形

を
し
た
類
が
あ
り
、
覇
次
に
闘
文
で
は
、
筒
の
下
趣
に
幅
廣
い
文

様
帯
を
緯
ら
し
た
も
の
と
、
銀
の
周
園
の
上
面
に
圖
文
を
添
へ
た

瓢
者
が
並
び
存
す
る
。
そ
し
て
荊
者
で
は
璽
に
器
を
打
つ
位
置
に

後
世
の
鐘
の
雛
座
を
思
は
せ
る
様
な
髪
形
羅
文
を
併
せ
配
し
た
傍

の
少
く
な
い
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
同
図
録
の
錬
の
最
初
に
載

せ
て
み
ろ
「
早
馬
龍
鐘
」
は
、
右
の
弔
文
を
悼
ん
で
怪
蹴
の
立
姿

を
大
き
く
押
出
し
て
み
て
、
こ
れ
は
『
考
霞
岡
』
に
載
せ
た
豫
章

研
得
の
菱
形
花
文
と
直
文
と
で
涌
…
燈
を
飾
っ
た
寄
歌
鉦
の
錬
と
共

に
、
莫
に
珍
ら
し
い
例
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
琵
等
の
岡
文
は
實

物
の
現
存
せ
な
い
今
日
、
不
充
分
な
輔
爲
岡
か
ら
そ
の
…
た
の
詳

細
を
確
め
る
こ
と
…
園
よ
り
不
可
能
で
あ
る
が
、
虎
疏
外
を
除
く
ど

大
膿
佐
友
男
露
家
牧
藏
h
の
一
器
に
近
い
も
の
と
椎
察
さ
れ
る
こ
と

後
に
詳
述
す
る
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
い

　
次
に
銀
の
糊
幽
に
糖
へ
疫
圖
文
の
例
ま
た
瞬
、
博
古
岡
』
に
魚
・

魑
魚
を
隣
し
た
三
例
を
掲
げ
て
み
る
が
、
こ
の
方
は
上
に
定
型
と

し
て
記
し
だ
所
謂
虎
鋒
巾
の
現
存
晶
に
も
鞘
膜
見
受
け
ら
れ
て
、

　
　
　
　
銅
　
　
醇
　
　
牽

う
ち
に
時
代
の
側
電
に
緊
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
㌧
あ
る
こ

と
が
注
構
さ
れ
る
、
、
い
ま
そ
の
t
要
紅
筆
を
率
げ
る
た
ら
ば
、
先

づ
初
に
懸
れ
た
故
桑
名
鐵
城
翁
の
蒐
集
晶
が
あ
る
，
こ
の
器
は
岡

山
第
…
の
｝
の
篇
眞
で
知
ら
れ
る
様
な
醗
謂
定
型
の
虎
鋒
で
あ
っ

て
、
ま
た
出
土
後
憾
臥
し
て
手
な
れ
た
感
じ
を
輿
へ
る
5
の
、
而

し
て
岡
形
は
そ
の
立
禮
的
な
虎
形
鉦
を
縫
る
上
澗
に
鋳
出
さ
れ
て

あ
っ
て
、
片
側
の
凹
立
つ
た
魚
形
を
は
じ
め
入
物
の
顔
・
…
種
の

離
・
闘
閥
を
ば
そ
れ
ぐ
四
方
に
線
文
で
露
出
し
て
み
る
。
是
等

の
岡
形
の
表
現
は
通
じ
て
稚
拙
で
あ
っ
て
、
そ
の
船
の
如
き
は
こ

れ
ば
か
り
で
は
直
ち
に
そ
れ
と
解
し
綾
ね
る
程
度
の
も
の
に
鳳
…

し
、
入
物
の
顔
な
ど
も
極
め
て
幼
稚
な
事
事
き
た
る
の
趣
の
多
い

こ
と
圃
版
第
二
の
一
の
岡
に
見
る
如
く
で
あ
る
。
併
し
是
等
の
絡

の
巾
・
で
浅
意
を
惹
く
の
は
そ
の
魚
の
形
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
精
親

の
差
こ
そ
あ
る
が
、
後
漢
の
紀
年
銘
あ
る
の
蝦
藻
の
底
面
に
描
か

れ
た
讐
魚
と
壼
く
同
じ
趣
を
呈
し
て
、
時
代
の
和
近
い
こ
と
を

察
せ
し
め
る
黙
に
基
く
も
の
と
す
る
。
東
京
故
由
本
鹿
鳴
郎
氏
の

蒐
集
品
巾
に
あ
っ
た
錬
ま
た
右
と
同
様
な
糊
文
を
印
し
允
標
本
的

な
器
で
あ
る
が
、
虎
形
鉦
の
下
面
に
表
出
の
絡
は
左
右
爾
側
に
限

　
　
　
　
　
　
第
襯
…
十
雀
　
第
四
號
　
　
　
　
黒
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鍵
　
　
錬
　
　
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

ら
れ
て
、
そ
れ
は
魚
と
船
の
瓢
っ
で
、
痴
者
と
も
形
が
よ
り
整

ひ
、
舳
の
岡
は
本
器
で
は
簡
軍
な
描
線
な
が
ら
、
舳
先
と
臆
と
の

双
方
に
、
権
を
附
し
中
央
に
樹
木
に
似
た
も
の
を
描
い
た
こ
と
が
、

可
な
り
は
つ
蓑
り
と
認
め
る
こ
と
が
出
來
て
、
魚
の
形
と
北
ハ
に
鯉
ハ

味
を
高
め
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
一
一
例
に
較
べ
て
一
位
重
要
な
の
は
最
近
文
學
墨
水
野
溝
…

磐
の
好
意
で
見
る
こ
と
の
出
來
た
大
阪
某
氏
の
断
蔵
．
晶
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
在
艶
紅
の
立
龍
飾
を
主
に
下
網
に
、
遺
筆
の
座
を
つ
け

た
欝
兄
…
置
き
仰
様
の
形
の
も
の
で
あ
る
が
、
鎮
の
上
面
を
切
り
取

っ
た
器
片
な
る
べ
き
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
所
で
、
問
よ
り
疑
を

容
れ
る
の
除
地
な
ど
な
い
。
そ
の
虎
鉗
は
建
仁
同
様
通
有
の
虎
鎮

に
於
け
る
と
一
致
し
て
居
り
、
座
の
左
右
に
ま
た
同
じ
心
線
文
の

魚
形
と
一
種
の
舟
形
乏
が
鮮
か
に
錆
出
さ
れ
て
、
そ
れ
等
が
通
膿

の
黒
毛
の
色
澤
と
相
良
っ
て
古
色
に
見
る
無
き
馬
の
が
あ
る
。
庭

が
本
・
器
で
は
虎
形
の
尾
の
下
の
爾
に
別
に
貨
泉
の
形
が
錆
出
さ
れ

て
銭
貨
辞
様
の
趣
を
た
す
黙
が
違
っ
て
み
て
、
こ
れ
が
音
訳
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
貨
衰
は
王
峯
が
漢
窒
を
纂
冠
し
て
新
奇
を
興
し
た

後
の
茨
襟
元
年
戸
西
紀
十
四
年
）
に
鰭
噛
し
た
新
貨
な
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
箆
避
十
巻
　
箪
四
號
　
　
　
　
酔

漢
轡
食
貨
志
の
明
記
す
る
縦
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
そ
の
鏡
形
を

卓
出
し
元
本
・
器
の
製
作
は
臨
く
と
も
同
心
郎
W
ち
騰
紀
．
世
紀
を
遡

ら
な
い
こ
と
明
自
で
、
引
い
て
年
代
考
定
砂
上
に
極
め
、
て
重
嬰
な

役
立
ち
を
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
後
漢
が
復
興
す
る
に
及
ん
で

王
葬
の
作
っ
た
す
べ
て
の
制
度
が
慶
さ
れ
た
黙
か
ら
す
る
と
、
こ

の
温
泉
を
虜
低
は
し
た
川
浮
の
同
眺
粗
代
に
眼
ら
る
べ
き
こ
と
が
ま
た
自

か
ら
認
雰
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
こ
う
云
ふ
重
要
な
露
文
で
は
な
い
が
、
既
に
記
し
た
翻
似
二
線

表
出
の
圖
を
印
し
た
錬
の
例
と
し
て
は
、
な
ほ
他
に
も
段
々
と
春

し
て
み
る
。
上
海
強
電
智
氏
の
藏
す
る
甲
己
錬
乎
の
如
き
は
そ
の

〔
側
で
あ
る
。
こ
れ
は
鉦
座
の
爾
側
に
魚
形
と
い
表
　
つ
の
㈱
…
果

藷
壌
…
圃
形
に
加
へ
る
に
、
剛
敵
後
ハ
に
十
己
帥
ち
M
甲
巴
な
る
山
久
心
ナ
を
爽
は

し
て
み
て
、
こ
の
文
字
が
ま
た
時
代
の
周
に
遡
り
暢
な
い
こ
と

『
善
業
吉
金
録
』
樂
器
迎
賓
掲
の
拓
影
か
ら
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
で
陰
文
の
上
か
ら
漢
器
た
る
こ
と
の
確
め
ら
れ
た
以
上
の

鉾
を
見
る
と
、
外
形
が
初
に
定
型
と
し
て
禦
げ
た
鉾
と
同
じ
で
あ

る
ば
か
り
で
軋
な
く
、
ワ
で
の
虎
影
一
7
｛
あ
っ
て
も
通
じ
元
所
の
多
い
、
し

と
が
伽
ら
れ
る
。
然
ら
ば
多
く
の
錦
、
殊
に
標
本
附
の
虎
錬
は
こ
れ

（　，1）



を
漢
器
と
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
，
こ
』
で
是
等
の
鉾
に

於
い
て
口
立
つ
虎
鉦
の
形
が
漢
窯
代
の
虎
符
と
粗
製
旋
所
の
あ
る

黙
の
偶
然
で
な
い
こ
と
が
改
め
て
顧
み
ら
れ
て
謬
る
。
下
魚
符
に

就
い
て
は
『
史
記
』
の
文
帝
紀
の
二
年
（
西
紀
繭
百
七
十
八
年
）
九

月
の
條
に
「
初
與
國
守
相
爲
銅
虎
符
竹
立
哨
」
と
あ
っ
て
、
そ
の

由
來
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
し
、
そ
の
漢
晋
に
亙
る
造
物
が
近
年

世
に
出
て
此
此
の
虎
形
に
似
た
熱
が
多
く
、
そ
の
時
代
の
遡
る
と

思
惟
せ
ら
れ
る
陽
宇
治
の
金
錆
窺
書
銘
に
つ
い
て
は
王
國
維
氏
に

詳
し
い
考
誰
が
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
黙
か
ら
も
虎
鎮
の
時
代
を
漢

乏
す
る
傍
誰
が
與
へ
ら
る
可
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
腎
　
．
　
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
以
上

一

銅
　
　
醇
　
　
考

幽｝ik形錬虎　三一第

不
充
分

な
が
ら

確
實
な

現
存
の

遺
漏
か

ら
、
從

來
一
般

に
周
器
と
説
か
れ
だ
鐘
の
大
傘
が
實
は
漢
時
代
に
作
ら
れ
た
も
σ

で
、
中
に
後
漢
に
下
る
器
を
も
含
む
こ
と
を
略
々
明
に
し
得
た
と

思
ふ
．
、
そ
こ
で
環
式
槻
の
基
礎
と
し
て
右
の
造
器
の
實
館
町
を
載

せ
て
滲
考
に
供
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
併
し
鉾
に
は
琵
等
の
外
に

な
ほ
若
干
の
細
部
に
蓮
ひ
の
あ
る
類
が
並
び
存
す
る
。
既
に
説
き

及
ん
だ
『
考
古
圃
』
並
に
際
．
博
古
闘
』
所
掲
の
器
骸
に
文
様
帯
を

続
ら
し
た
遺
品
の
如
き
は
右
の
類
と
し
て
数
へ
ら
る
旧
き
も
の
と

す
る
。
π
ぜ
そ
れ
等
の
三
三
の
一
団
は
｛
貫
物
の
傳
ふ
る
な
く
、
不

充
分
な
木
版
調
だ
け
で
は
、
形
の
示
す
細
部
な
ど
詳
に
な
し
難
い

の
を
憾
と
せ
ざ
る
を
…
得
な
い
。
さ
れ
ば
こ
の
…
間
に
あ
っ
て
初
に
障

れ
た
住
友
家
牧
裁
の
懸
蠣
紋
虎
鎮
は
現
存
す
る
羅
實
な
例
と
し
て

當
然
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
高
さ
…
尺
三
寸
四
分
、
底
長
穫
六

寸
九
分
を
測
る
こ
の
埣
に
於
い
て
、
器
の
下
趣
に
細
密
な
蠕
璃
文

の
一
帯
を
匝
ら
し
、
そ
の
上
．
邊
に
三
文
を
容
れ
元
闘
圏
が
表
は
さ

れ
π
夙
、
右
の
著
録
に
見
え
る
諸
器
と
陶
様
な
る
に
加
へ
て
、
上
、

邊
の
外
に
開
い
た
縁
郡
に
臨
下
帯
と
三
三
式
で
而
駅
薄
肉
刻
の
懸

蟷
文
が
銭
出
さ
れ
、
こ
れ
が
あ
面
巾
央
虎
鉦
の
奇
古
な
黙
と
相
懸

じ
て
、
鋒
と
し
て
は
珍
ら
し
い
外
観
を
呈
す
る
の
で
あ
り
、
形
の

上
で
高
さ
が
割
合
に
低
く
て
横
に
張
っ
た
滅
心
じ
の
あ
る
こ
と
奄
ま

た
學
げ
ら
れ
る
。
（
罰
版
第
一
の
ε

錐
還
十
巻
　
繁
四
號

凱

（　or）



　
　
　
　
銅
　
　
錬
　
　
考

　
庭
が
右
の
銅
鉾
を
飾
る
文
様
帯
は
、
細
部
並
に
表
出
の
乎
法
に

於
い
て
、
心
計
來
性
質
の
言
明
せ
ら
れ
た
戦
國
式
銅
器
文
一
…
言

入
士
が
灌
河
式
乃
至
様
式
と
呼
ぶ
所
の
特
徴
の
を
官
需
七
彪
黙

で
、
器
の
作
ら
れ
た
實
年
代
の
推
定
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、
そ

の
黙
か
ら
前
段
に
蓮
べ
た
一
般
の
虎
鐘
よ
り
は
一
時
代
遡
っ
た
器

た
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
柱
漁
家
の
一
例
の
示
す
實
際
か
ら
、
改
め
て
　
，
博
古
岡
』
に
載

せ
た
粗
似
だ
文
様
の
あ
る
器
を
顧
み
る
と
、
不
充
分
な
描
爲
を
通

じ
て
、
ま
た
表
は
さ
れ
て
み
る
女
様
の
戦
国
園
式
銅
器
に
見
る
最
た

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
解
説
と
併
せ
て
そ
の
同
似
が
推
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
一
2
…
に
ご
兄
特
黒
ハ
な
間
が
多
い
と
し
九
虎
龍
鐘
に
あ
っ
て

も
、
圓
閥
文
を
挾
む
怪
蹴
の
立
姿
が
、
戦
國
式
銅
器
の
計
器
に
往

々
兇
受
け
る
怪
獣
の
立
話
飾
と
似
た
趣
が
多
く
、
異
様
な
…
卜
…
帯
の

入
物
に
怪
獣
を
醜
し
た
如
く
見
え
る
帯
文
も
、
同
代
の
穣
嵌
文
の

或
者
に
較
べ
る
と
似
通
っ
た
黙
の
あ
る
こ
と
に
思
ひ
及
ば
し
め
る

も
の
が
あ
る
。

　
こ
腹
で
銅
製
の
實
用
品
で
は
な
い
が
、
前
年
筆
者
の
紹
介
し
た

戦
士
志
賀
と
考
へ
ら
れ
る
儲
∵
鐸
・
銘
三
器
一
具
の
帯
秘
の
明
器

　
　
　
　
　
　
　
第
號
十
巻
　
　
第
四
號
　
　
　
　
　
　
六

中
に
見
る
鐘
の
同
じ
く
無
文
の
あ
る
器
た
る
こ
と
が
ま
た
併
せ
畢

げ
ら
る
可
き
も
の
と
考
へ
る
。
然
ら
ば
こ
の
種
の
圃
文
の
あ
る
器

は
素
文
定
…
型
と
も
見
ら
れ
る
端
野
の
一
類
、
に
較
べ
て
、
時
代
の
…
遡

る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
，
示
す
鷹
年
代
は
繭
者
に
先
立
っ
て
、

爾
者
か
ら
算
の
行
は
れ
た
時
代
の
長
さ
を
示
し
得
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ら
う
。

　
文
様
帯
を
匝
ら
し
た
一
群
の
銅
器
が
錐
造
の
年
代
の
上
で
遡
る

・
と
す
る
如
上
の
考
定
か
ら
、
常
然
に
考
へ
ら
れ
て
儲
る
そ
の
器
量

の
差
違
如
何
に
就
い
て
は
、
住
友
家
の
鐘
の
示
す
所
に
一
つ
の
研

立
つ
た
所
が
あ
っ
て
、
時
代
に
依
る
塑
の
鷺
洲
の
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
黙
で
興
味
を
高
め
る
。
そ
れ
は
］
既
に
蠣
・
げ
た
器
の
高
さ

が
割
合
に
低
く
て
横
に
張
つ
π
親
の
…
強
い
こ
と
で
あ
る
。
　
一
間
多

く
の
魚
文
の
虎
鐘
に
於
け
る
器
高
は
下
底
の
長
穫
に
麗
し
て
｛
駕
惜

以
上
｝
二
倍
に
近
い
程
度
の
も
の
た
る
こ
と
現
存
の
細
物
乃
至
薯
録

の
器
の
法
量
の
示
す
所
で
あ
る
が
、
問
題
と
す
る
幡
蠣
紋
虎
鉾
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
「
倍
に
満
た
な
い
で
、
敬
字
的
に
こ
れ
を
｛
貫
訳

す
㌣
、
3
も
の
が
あ
る
．
尤
竜
輩
…
の
例
に
過
ぎ
旋
い
器
の
形
を
以
て

直
ち
に
一
つ
の
蒔
代
を
代
表
し
九
と
す
る
が
如
き
は
、
考
古
學
上

（　6）



巌
に
・
．
勇
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
晶
銭
を
要
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

揚
合
で
は
岡
類
と
想
定
し
た
鼎
、
博
古
響
胴
　
所
載
の
雛
に
あ
っ
て
も
、

録
す
る
法
蹴
冤
が
そ
れ
み
N
に

凋　局

　　馬
蝉
　　測

試　鉢

岡

山

紋

鎮

周、

　　博
龍　古
　　圃
虎　の
　　器
鐸　名

羅
　
　
　
　
．
’
弓

騎
　
　
　
ギ
ひ

一
尺
｝
寸
七
分

｝
尺
二
寸
覧
分

一
尺
三
寸
四
分

一
尺
〇
四
分

下
底
長
期

　
一
、
ト
」
　
一
｝

　
’
ノ
『
　
｝
ラ

　
六
寸
質
分

　
ヒ
　
　
　
f

　
’
　
　
　
　
二

　
孤
寸
八
分

と
な
っ
て
み
て
、
通
じ
て
同
じ
特
徴
を
持
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
．

し
て
見
れ
ば
現
存
例
は
な
ほ
「
個
で
は
あ
る
が
、
右
の
特
徴
こ
そ

は
聖
代
の
文
様
を
印
す
る
黙
と
並
ん
で
、
戦
績
時
代
の
陣
の
通
性

と
見
る
べ
く
、
引
い
て
そ
れ
か
ら
銅
鐘
の
作
ら
れ
た
蒔
代
に
依
る

形
の
墾
蓬
、
帥
ち
時
の
経
過
と
共
に
器
が
細
長
い
趣
を
増
し
て
最

も
多
い
茶
気
と
な
っ
た
と
解
せ
ら
れ
て
墨
的
な
窪
溜
を
強
、
め
る
の

で
あ
る
。

　
實
年
代
の
考
定
か
ら
す
る
型
式
槻
に
つ
い
で
、
膨
ま
し
い
器
の

作
ら
れ
た
地
域
に
就
い
て
は
、
既
に
指
摘
し
た
如
く
考
古
學
上
の
、

確
隔
地
な
費
料
を
辛
く
錬
に
あ
っ
て
は
、
今
a
な
ほ
考
察
を
進
め
る

　
　
　
　
銅
　
　
鈴
　
　
考

の
糠
研
に
乏
し
い
。
併
し
試
み
に
手
懸
り
と
も
な
る
可
き
も
の
を

拾
ふ
な
ら
ば
、
そ
の
　
つ
は
躍
．
考
古
岡
』
に
載
せ
て
ゐ
盈
．
個
の

銅
鉾
が
共
に
豫
章
で
得
旋
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
こ
の
町
彫
は
漢

が
九
江
郡
を
割
い
て
置
い
旋
郡
名
で
、
江
西
省
甫
畠
を
治
所
と
し

た
郡
陽
湖
南
の
地
腿
に
當
っ
て
み
る
。
そ
の
鷺
と
し
て
は
既
詑
の

鐘
の
形
を
含
む
三
器
一
鼠
ハ
の
明
器
が
、
出
t
地
の
所
傳
を
溶
く
も

の
な
が
ら
、
現
在
の
知
見
か
ら
す
る
と
、
古
い
越
州
窯
の
作
品
と

認
定
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
た
地
方
の
江
南
な
る
こ
と
の

推
さ
れ
る
こ
と
が
塞
げ
ら
れ
る
ご
さ
れ
ば
鐘
が
古
く
曽
、
主
語
』
の
町

尽
…
の
う
ち
に
見
え
て
み
る
の
を
併
せ
考
へ
な
ど
す
る
と
、
そ
こ
に

自
か
ら
楊
子
江
南
な
る
地
方
が
浮
ん
で
來
る
こ
と
に
な
る
。
而
し

て
そ
れ
は
二
十
年
繋
縛
支
那
砂
黄
河
の
流
域
に
於
い
一
六
股
代
か
ら

漢
代
に
か
け
て
の
多
敬
の
宵
銅
器
が
績
出
し
た
聞
に
あ
っ
て
、
殆

ん
ど
鐘
を
見
る
こ
と
な
く
、
殊
に
漢
代
に
盛
行
し
た
と
考
定
し
た

定
塑
の
鐘
が
北
支
那
・
蒙
鵬
・
満
鮮
を
通
じ
て
の
漢
代
の
確
實
な

造
跡
の
出
上
品
に
絶
無
で
あ
る
耳
癖
に
依
っ
て
、
箪
な
る
偶
然
と

な
し
難
い
感
を
深
め
る
も
の
が
あ
る
。
さ
れ
ば
一
つ
の
可
能
な
見

解
と
し
て
試
み
に
右
の
推
測
を
録
し
て
健
日
の
細
事
と
し
た
い
．
、

　
　
　
　
　
　
第
避
十
巷
　
簾
四
號
　
　
　
　
心

（ 7）



　
　
　
　
銅
　
　
鉾
　
　
考

　
か
様
に
兇
て
來
る
と
現
准
の
資
料
に
幽
す
る
に
於
い
て
、
鎮
な

る
樂
器
は
・
實
は
戦
國
時
代
の
造
品
が
害
…
い
方
で
、
漢
の
時
代
に
入

っ
て
盛
に
作
ら
れ
て
一
つ
の
定
つ
た
塑
を
な
す
に
系
つ
．
た
こ
と
、

而
し
て
そ
の
製
作
の
地
方
と
し
て
中
部
支
那
を
推
定
し
得
る
ふ
し

の
あ
る
こ
と
等
が
考
へ
ら
れ
、
支
那
の
樂
器
と
し
て
は
後
嵩
の
も

の
と
す
べ
き
こ
と
に
一
巻
証
し
て
從
來
の
所
詮
は
成
立
た
な
く
な

る
。
庭
が
こ
の
事
た
る
や
初
に
記
し
た
錬
が
古
い
文
賦
に
現
は
れ

る
所
が
な
く
、
ま
た
所
謂
鐘
鼎
文
を
印
し
た
器
を
欲
く
黙
に
よ
く

枳
慮
じ
π
も
の
と
し
て
、
右
の
爾
か
ら
も
そ
の
然
る
所
以
の
裏
付

け
ら
れ
る
こ
と
が
改
め
て
憲
識
せ
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
以
上
は
筆
者
の
鐘
自
筆
に
就
い
て
の
親
藩
か
ら
得
た
見
解
で
あ

る
が
、
右
の
所
見
か
ら
自
か
ら
考
へ
ら
れ
る
黙
は
、
古
く
鐘
を
主

と
す
る
…
類
の
樂
器
の
行
は
れ
た
來
た
支
那
に
、
如
何
に
し
て
こ

の
罪
な
器
が
作
ら
れ
る
に
粟
つ
た
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
ま
た
鉾
の
持
つ
特
色
あ
る
形
と
も
再
婚
し
て
考
察
上
の
興
味

を
唆
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
。

　
鐘
が
下
方
の
…
剛
い
允
室
洞
の
腿
か
ら
成
る
黙
は
、
鉦
・
篇
∵
鐸

　
　
　
　
　
　
　
第
澱
十
巻
　
籏
四
號
　
　
　
　
八

　
等
と
同
じ
く
、
ま
た
上
面
の
鉦
に
依
っ
て
飛
下
し
て
打
ち
な
ら
し

　
た
と
解
ぜ
ら
れ
る
所
も
鐘
と
相
通
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の

　
示
す
形
は
、
逼
れ
の
器
と
も
可
な
り
ρ
開
き
が
あ
っ
て
、
右
の
共

　
通
し
た
所
の
如
き
實
は
打
ち
な
ら
す
樂
器
だ
る
黙
に
基
く
軍
な
る

　
合
致
に
輝
ぎ
す
、
鐘
・
鐸
な
ど
か
ら
分
派
し
た
後
出
の
宇
品
と
す

　
る
こ
と
は
塑
式
の
上
か
ら
殆
ん
ど
不
可
能
と
云
ふ
の
外
は
な
い
。

　
し
て
見
れ
ば
器
の
秘
型
は
こ
れ
を
他
に
求
め
る
こ
と
が
問
題
の
解

　
鐸
の
上
の
常
逝
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歳
…
が
支
那
の
本
土
に

　
較
べ
て
考
古
運
上
の
考
燈
研
究
の
割
合
に
進
ん
だ
そ
の
隣
接
地
輝

　
で
の
關
係
遺
物
と
し
て
、
こ
の
身
舎
一
般
に
は
や
』
異
様
な
感
じ
．

町

。
を
輿
へ
る
か
馬
知
れ
ぬ
が
、
私
は
東
南
ア
ジ
ア
に
廣
く
分
布
す
る

　
銅
鼓
が
注
意
せ
ら
る
動
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
　
銅
鼓
に
．
就
い
て
は
前
世
紀
の
後
牟
　
部
學
者
の
注
意
に
上
っ
て

　
か
ら
既
に
七
八
十
年
を
経
過
し
て
、
そ
の
聞
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
綜
括

　
的
な
研
究
が
公
に
の
せ
ら
れ
て
學
界
の
構
体
を
高
め
た
こ
と
で
あ

　
り
、
更
に
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
印
度
支
那
北
部
の
清
華
華
東

　
山
遺
跡
の
獲
掘
を
通
じ
て
、
考
古
墨
上
か
ら
實
、
年
代
を
考
定
す
る

　
根
嫁
が
輿
へ
ら
れ
著
し
く
性
質
が
聯
繋
の
度
を
加
へ
た
こ
と
飾
に

〈 s）



松
本
信
贋
教
校
の
太
・
弗
學
界
に
馬
紹
介
せ
ら
れ
て
み
る
如
く
η
で

あ
る
。
　
一
言
我
が
國
で
の
銅
鼓
へ
の
注
意
は
早
く
銅
鐸
と
の
類
似

よ
り
す
る
民
族
論
に
劃
し
て
、
　
一
部
入
落
に
重
撫
せ
ら
れ
允
が
、

疏
ハ
後
原
田
淑
入
博
士
に
依
る
一
般
銅
鼓
の
年
代
鶏
槻
の
獲
表
な
ど

が
あ
り
、
叢
般
の
大
戦
に
依
っ
て
南
方
文
物
へ
の
關
心
か
ら
憶
い

忌
地
に
立
つ
髭
の
歎
へ
の
興
味
を
喚
起
す
る
に
釜
つ
π
も
の
と
す

る
。
促
し
銅
鼓
の
性
質
親
を
こ
曳
に
論
ず
る
こ
と
は
本
考
の
範
幽

を
逸
脱
す
る
の
で
別
の
機
會
に
譲
る
と
し
て
、
今
は
論
を
進
め
る

上
に
必
要
な
程
度
の
要
約
に
と
穿
め
る
恐
き
で
あ
る
。

・
さ
て
筆
者
が
艶
物
に
就
い
て
考
査
し
九
所
か
ら
す
る
と
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
第
一
型
式
と
し
て
み
る
銅
鼓
の
類
は
、
北
部
鴻
業
に
於
い

て
中
で
の
最
古
の
遺
品
が
存
す
る
。
そ
れ
等
は
野
獣
時
の
も
の
と

認
め
ら
れ
る
青
銅
利
器
北
ハ
他
の
示
す
所
か
ら
、
支
那
巾
原
め
青
銅

文
物
の
波
及
に
依
っ
て
こ
の
有
用
金
脇
を
知
り
得
た
民
衆
め
紙
墨

と
解
し
て
駄
々
誤
り
が
な
い
。
庭
が
型
式
學
上
最
初
に
位
置
す
る

遺
品
に
於
い
て
既
に
形
な
り
文
様
の
上
に
完
志
し
た
｝
つ
の
型
が

示
さ
れ
て
み
る
孤
燈
は
、
も
と
そ
の
地
で
刷
な
質
料
で
作
ら
れ
て

焚
達
し
て
來
た
器
を
ば
青
銅
使
用
の
知
識
の
修
得
に
依
っ
て
、
移

　
　
　
　
銅
　
　
錦
　
　
考

，

し
て
こ
の
質
料
で
熊
谷
せ
ら
れ
た
結
果
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
唆

す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
形
の
特
殊
旋
黙
と
結
び
つ
い
て
、
器
の

租
型
が
石
・
木
板
な
ど
の
打
ち
な
ら
す
樂
器
を
ば
擢
物
質
で
編
ん
、

で
慶
の
上
に
載
せ
た
臨
の
に
あ
る
と
す
る
ゴ
ル
ベ
フ
博
士
の
所
説

が
當
然
首
肯
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
助

　
次
に
雷
鶴
要
山
な
遺
三
内
の
實
年
代
に
献
就
い
て
は
、
。
コ
ル
ベ
フ
職
僻
一
士
が

上
記
清
覧
省
來
山
態
跡
に
於
い
て
共
存
じ
た
支
那
遺
物
か
ら
壁
代

と
評
定
し
、
期
我
が
原
田
博
士
は
そ
の
或
者
の
後
漢
に
下
る
こ
と

を
同
じ
く
支
那
遺
物
と
の
比
較
か
ら
り
立
誰
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
他
方
カ
ー
ル
グ
レ
ン
教
授
は
東
紮
遺
跡
の
年
代
を
電
解
時
代

に
遡
ら
し
む
べ
き
こ
と
を
懸
物
に
即
し
て
空
張
す
る
あ
り
、
こ
れ

が
ハ
イ
・
不
・
ゲ
ル
デ
ル
ン
…
教
い
授
の
所
一
説
と
畑
…
倹
っ
て
、
相
異
ハ
な
る

見
解
の
封
早
歌
態
に
あ
る
思
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
筆
者

の
見
る
所
を
以
て
す
る
と
、
同
じ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
第
一
塑
式
と
云
ふ

も
、
盛
物
に
就
い
て
見
る
と
そ
の
間
に
は
文
様
共
他
に
可
な
り
の

繋．

ｳ
難
が
あ
っ
て
、
カ
ー
ル
グ
レ
ン
教
授
の
漱
げ
飛
も
の
は
塑
式
上

古
い
方
に
耀
し
、
原
田
博
士
指
示
の
も
の
は
便
化
し
た
類
で
あ
る

の
で
、
爾
者
は
そ
の
雨
端
の
年
代
を
示
し
た
も
の
と
解
す
古
く
、

　
　
　
　
　
　
第
雛
…
十
巻
　
第
四
號
　
　
　
　
九
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銅
　
　
錬
　
　
考

行
は
れ
た
第
一
型
式
の
時
代
は
戦
國
か
ら
後
漢
に
亙
る
時
期
と
し

て
型
式
上
に
論
る
蕪
違
と
湘
慮
ぜ
し
め
る
の
是
な
る
を
思
ふ
の
で

あ
る
。
而
し
て
そ
の
或
者
に
於
い
て
更
に
時
代
の
遡
る
も
の
鮎
あ

劾
得
べ
き
こ
と
、
印
度
支
那
に
波
及
し
た
支
那
中
原
の
青
鍋
文
物

の
吉
い
も
の
が
、
時
代
に
於
い
て
戦
國
以
前
に
遡
る
事
實
か
ら
推

定
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
銅
鼓
に
關
す
る
か
様
な
現
在
の
知
見
を
以
て
、
今
の
…
問
題
た
る

銅
鉾
と
比
較
す
る
に
、
　
相
互
が
銅
製
の
樂
器
た
る
一
致
に
傭
へ

て
、
實
時
代
に
於
い
て
も
同
似
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
更
に
作
ら
れ

た
塊
畷
に
於
い
て
互
に
隔
離
し
て
み
な
い
こ
と
が
推
さ
れ
る
。
併

し
そ
れ
等
に
較
べ
て
一
図
旧
著
な
黙
は
高
配
の
類
似
し
て
み
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
相
似
の
指
摘
は
一
部
入
士
に
或
は
奇
異
な
感
を

輿
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
銅
鼓
は
器
騰
が
丸
く
高
さ
が
低
く

て
横
に
機
が
の
、
爾
側
に
紐
歌
の
双
耳
が
鋳
潜
け
ら
れ
て
、
そ
れ

に
依
っ
て
混
乱
す
る
か
、
或
は
下
に
据
え
置
い
て
上
両
を
打
つ
仕

組
の
樂
器
た
る
に
黙
し
、
、
鋒
は
既
に
明
に
し
た
様
に
器
罷
が
細
長

く
て
、
上
面
に
あ
る
鉦
に
依
っ
て
乖
．
下
し
、
器
の
下
邊
を
打
つ
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
顯
で
可
な
り
の
違
ひ
を
持
つ
が
故
で
あ
る
。
さ

夢

9

第
訟
…
十
巻
　
第
四
醗

“

5寸。膠

〆

騰駿形鼓銅式型一一第　　綱二二第

一
〇り

な
が
ら
第
…
一
圃
に

載
せ
た
銅
鼓
の
實
測

圖
を
以
て
第
一
圃
の

錬
の
そ
れ
と
射
照
す

る
揚
揚
、
器
の
論
土
要

部
を
な
す
膿
の
作
り

岡
じ
で
あ
る
事
は
記

入
に
も
氣
付
か
れ
る

で
あ
ら
う
。
そ
し
て

試
み
に
銅
鼓
の
患
側

に
あ
る
望
粥
を
取
り

除
い
て
高
さ
を
増
す

な
ら
ば
錬
と
な
り
、

ま
た
鉾
の
高
さ
を
縮

め
て
、
上
郡
の
鉦
を

取
る
な
ら
ば
鼓
の
基
本
形
の
得
ら
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
、
回

者
の
親
縁
…
關
係
を
肯
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
璽
に
こ
れ
を
細
部
に

就
い
て
見
る
も
、
銅
鼓
の
側
面
の
上
縁
に
若
干
の
突
起
を
作
っ
た

こ
と
の
、
鐘
の
玉
壷
の
周
邊
に
興
し
い
縁
と
の
同
志
を
は
じ
め
、
鋒

の
錐
が
鼓
の
上
面
を
飾
ろ
蝦
｛
暴
形
と
の
類
似
、
爾
者
を
通
じ
て
器

膿
側
の
上
童
に
膨
ら
み
を
作
る
事
、
更
に
一
部
に
相
似
た
船
の
澗

（io）



の
あ
る
黙
な
ど
が
畢
げ
ら
れ
て
、
是
等
は
い
よ
く
以
て
爾
者
の

緊
密
な
る
關
係
に
あ
る
纂
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
筆
者
は
右
に
繋
げ
た
形
の
上
の
類
似
を
以
て
、
前
段
に
記
し
た

諸
学
と
考
へ
併
せ
て
、
そ
れ
等
が
輩
な
る
偶
然
の
噌
合
で
な
く
、

　幽

ﾒ
の
闇
に
内
画
的
な
蓮
繋
が
あ
る
と
す
る
見
解
を
執
る
も
の
で

あ
る
が
、
之
が
網
互
の
關
係
と
し
て
は
凡
そ
三
つ
の
揚
合
が
考
へ

ら
れ
る
と
思
ふ
。
そ
の
第
…
は
爾
者
を
以
て
一
つ
の
醍
型
か
ら
分

脈
し
疫
そ
れ
る
＼
の
流
れ
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
銅
鐘
か

ら
銅
鼓
が
摂
生
し
た
と
す
る
解
搾
、
而
し
て
第
三
は
そ
の
反
封
に

銅
鼓
か
ら
鐘
の
形
が
導
か
れ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

　
右
の
三
つ
の
解
樺
の
う
ち
、
’
第
一
は
銅
鼓
と
銅
鐘
と
が
形
の
上

に
皆
既
的
な
岡
似
を
示
し
乍
ら
、
そ
れ
み
＼
に
固
定
し
た
別
個
な

面
を
持
つ
こ
と
」
、
ほ
v
瞬
じ
時
代
に
行
は
れ
た
も
の
た
る
黙
か

ら
、
最
も
三
三
な
兄
た
る
を
想
は
し
め
る
が
、
併
し
ゴ
ル
ベ
フ
博

士
の
上
記
銅
鼓
自
罷
の
形
の
起
源
．
識
が
多
く
の
人
士
を
首
兆
一
4
ぜ
し

め
る
穗
常
な
も
の
な
る
こ
と
は
、
現
在
膚
の
羅
型
と
考
へ
ら
れ
る

器
を
欲
く
講
書
と
相
器
っ
て
、
な
ほ
直
ち
に
嶽
り
難
き
を
示
す
も

の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
残
る
二
者
に
境
い
て
何
れ
が

ヘ
　
　
へ

よ
り
實
ら
し
き
か
を
考
へ
る
場
合
、
第
二
の
所
見
は
、
印
度
支
那

銅
　
　
錬
　
　
考

か
ら
東
南
ア
ジ
ア
…
帯
の
青
銅
器
文
化
が
、
そ
れ
内
龍
の
特
色
を

持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
來
支
那
中
懐
の
進
ん
だ
同
代
文
物
の

波
及
に
依
っ
て
青
銅
使
絹
の
知
識
を
得
た
結
果
に
出
つ
る
こ
と
略

々
動
か
な
い
黙
で
、
見
解
破
「
立
の
重
要
な
背
景
を
な
す
も
の
と
せ

ら
れ
る
上
に
、
印
度
支
那
北
」
郡
出
土
に
係
る
銅
鼓
と
同
代
の
青
銅

利
器
共
他
の
う
ち
に
、
銅
黄
・
銅
鉾
・
銅
創
な
ど
の
支
那
の
古
い

利
器
の
系
統
を
受
け
π
亜
系
が
作
ら
れ
て
み
る
事
實
の
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
依
っ
て
、
　
…
暦
そ
の
實
ら
し
さ
を
加
へ
る
親
が
あ
る
の

で
あ
る
。
掩
貸
こ
れ
が
設
ら
な
い
解
樺
と
せ
ら
れ
る
に
就
い
て
、

銅
錬
が
麦
那
に
於
い
て
割
合
に
後
出
の
器
で
あ
る
に
加
へ
て
、
同

地
羅
に
な
ほ
そ
の
轍
塑
を
見
出
し
得
な
い
黙
が
大
き
な
難
黙
と
し

て
残
る
の
に
謝
し
、
銅
鼓
の
方
が
度
々
欄
れ
た
様
に
印
度
丈
那
の

北
部
に
そ
の
羅
型
を
想
定
出
下
る
こ
と
か
ら
、
こ
㌧
に
一
見
可
能

性
の
乏
し
い
感
の
多
い
第
三
の
所
見
が
改
め
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
來
る
。

　
一
二
銅
鼓
、
殊
に
い
ま
…
問
題
と
す
る
第
…
塑
式
の
遺
品
は
印
度

支
那
北
部
に
於
い
て
同
地
の
所
謂
青
銅
器
時
代
を
通
じ
て
盛
に
作

ら
れ
た
こ
と
は
現
存
，
蓮
晶
の
明
示
す
る
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
古
い

塑
式
に
於
い
て
翫
に
最
も
麟
四
色
あ
る
一
つ
の
塑
を
持
っ
て
罵
り
、

錦
…
　
…
十
巻
　
第
四
號
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鋼
　
　
鎧
　
　
諺

そ
れ
の
示
す
装
飾
文
の
特
徴
の
如
き
は
霞
籐
の
遺
物
に
於
け
る
も

の
と
も
相
｝
致
七
て
る
る
。
而
し
て
右
の
文
物
が
漸
次
東
南
ア
ジ

ア
の
諸
地
方
に
波
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。
庭
が
こ
の
際
銅
鼓
は
南

支
那
に
馬
偽
へ
ら
れ
て
上
代
に
…
幾
分
違
っ
た
色
彩
を
持
つ
た
支
那

式
の
鼓
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
長
く
績
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
第
四

型
式
を
な
し
た
こ
と
が
同
時
に
學
げ
ら
る
黒
き
で
、
是
等
の
器
か

ら
嘗
て
は
銅
鼓
の
麦
那
起
源
詮
す
ら
電
．
張
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

然
ら
ば
筆
触
支
那
入
に
取
っ
て
隣
新
し
い
銅
鼓
が
興
味
を
惹
い
て
、

同
じ
地
域
で
…
暦
支
那
化
し
た
器
が
作
ら
れ
た
と
す
る
可
能
性
は

必
ず
し
も
あ
わ
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
て
そ
の

一
つ
の
揚
合
と
し
て
謬
り
に
、
古
く
か
ら
行
は
れ
た
懸
垂
す
る
樂

器
た
る
編
鐘
や
、
細
長
い
器
形
た
る
鐸
の
持
つ
徳
統
的
な
両
が
銅

鼓
の
支
那
化
に
張
、
く
影
響
し
た
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
現

存
見
る
鐘
の
如
き
形
が
生
す
る
こ
と
は
充
分
に
考
へ
得
る
吹
管
で

あ
る
。
か
く
て
私
は
右
の
推
測
を
以
て
｛
貫
は
爾
者
の
關
係
に
封
ず

る
最
も
委
當
液
解
繰
　
た
る
可
き
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
見

解
の
鼎
立
上
望
ま
し
い
銅
鼓
の
存
在
が
銅
鉾
に
先
立
つ
こ
と
の
立

誰
に
至
っ
て
は
、
現
在
の
知
見
の
範
幽
で
は
爾
考
が
縛
代
の
上
で

　
　
　
　
　
　
第
還
十
巻
　
第
四
號
　
　
　
　
一
二

略
々
並
行
し
て
存
し
た
と
云
ふ
以
上
に
出
で
な
い
か
ら
、
そ
こ
に

疑
問
が
淺
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
併
し
鄙
見
に
依
る
銅
鼓
の
或
者
の

年
代
が
戦
國
以
前
に
遡
り
得
る
と
す
る
推
測
と
、
か
様
な
銅
鼓
の

古
い
第
一
型
式
に
一
つ
の
塑
が
あ
る
の
に
野
し
、
錬
に
あ
っ
て
は

漢
代
の
遺
品
に
｝
つ
の
轟
土
な
型
を
見
る
こ
と
が
、
右
の
黙
を
補
足

す
る
如
く
見
ゆ
る
の
で
あ
り
、
更
に
銅
鼓
が
支
那
の
申
原
地
腿
で

な
ほ
殆
ん
ど
見
出
さ
れ
て
居
ら
す
、
且
つ
錘
側
に
表
は
さ
れ
た
圏

文
中
の
船
が
簡
軍
な
も
の
な
が
ら
銅
鼓
に
見
る
そ
れ
の
流
れ
を
く

ん
だ
形
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
、
そ
れ
と
棚
指
す
る
も
の
と
考
へ
ら

る
。
さ
れ
ば
現
存
の
所
見
と
し
て
、
私
は
三
智
の
基
く
所
が
銅
鼓

に
あ
り
、
繭
者
の
巾
・
國
の
＝
郡
へ
の
波
及
に
依
る
一
つ
の
表
は
れ

と
す
べ
き
こ
と
を
，
提
唱
し
た
い
。

　
如
上
の
筆
者
の
想
定
に
從
へ
ば
支
那
古
文
化
の
四
隣
の
地
方
に

波
及
し
た
際
、
南
…
方
で
獲
生
を
見
た
峙
殊
な
銅
鼓
が
一
部
支
那
人

の
興
味
を
惹
き
、
そ
れ
か
ら
愚
な
る
樂
ジ
器
を
兇
る
に
至
っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
言
漿
を
換
へ
る
と
愛
煙
文
化
の
交
流
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
っ
て
當
然
新
た
な
關
心
事
と
せ
ら
れ
よ
う
。
彼
分
南

方
薩
の
子
安
貝
が
古
く
支
那
の
中
原
に
饗
さ
れ
て
珍
重
の
上
、
尉
ハ

（12）



貨
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
そ
れ
が
蟻
鼻
鑓
に
幾
黙
し
た
こ
と
が
こ
㌦

で
併
せ
顧
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
、
か
く
て
從
來
閑
却
さ
れ
た
親
の

あ
っ
た
銅
鉾
に
回
す
る
筆
者
の
考
古
學
的
考
察
は
、
幸
に
作
ら
れ

た
轡
ハ
年
代
を
和
脚
定
し
得
る
脊
↓
料
の
橋
…
出
　
に
依
っ
て
、
途
に
右
の
様

な
推
測
説
を
導
く
に
至
っ
た
。
將
來
更
に
新
し
い
愚
品
が
見
出
さ
．

れ
て
、
こ
の
小
編
…
で
の
不
充
分
な
黙
が
閥
明
せ
ら
れ
ろ
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

銅
鉾
の
用
ゐ
ら
れ
た
常
代
の
靴
’
曾
生
活
の
面
に
も
考
察
を
進
め
得

る
こ
と
を
私
か
に
念
願
す
ろ
次
第
で
あ
る
。

【
註
】

ω
　
そ
の
條
を
畢
げ
る
と
「
以
金
舞
和
鼓
」
と
あ
っ
て
、
注
に
「
鍍
［
、
舘
岬
子

　
也
、
圓
如
碓
頭
、
大
上
小
下
、
樂
作
鳴
之
、
陛
下
仁
和
」
と
見
え
る
。

②
　
『
博
古
瓢
晦
は
鹿
鍍
『
の
外
に
二
三
り
な
る
甥
な
名
総
を
附
し
た
四
器
を
載
せ

　
て
る
る
が
、
國
か
ら
た
げ
で
は
錘
の
形
が
虎
と
違
っ
て
狩
に
蛙
即
ち
尾
長

　
猿
と
せ
な
け
丸
．
ば
な
ら
ぬ
縷
…
な
特
徹
凹
は
湖
㎜
め
ら
れ
な
い
。

働
U
　
容
唯
胤
氏
『
漢
金
文
録
』
出
讐
覧
洗
の
項
滲
照
。
な
ほ
こ
の
鞍
状
の
確
佛
鼠
な

　
避
晶
若
干
が
御
影
の
〃
政
黒
刑
幸
七
瓜
朋
の
蒐
集
品
中
に
含
ま
れ
．
て
る
る
。

㈲
　
梅
療
治
職
國
式
玉
器
の
研
究
論
へ
昭
和
　
　
軍
京
都
痕
与
文
化
醗
究
所

　
刊
）

働
　
梅
凛
「
支
那
古
朋
器
の
一
新
資
料
」
（
『
史
學
鋳
究
隔
第
四
巻
箪
二
號
所

　
載
、
牒
．
支
那
考
古
學
論
甕
所
牧
）

⑥
　
蟹
．
養
箋
二
£
費
…
≧
お
ン
↓
。
3
口
器
つ
雪
ぎ
写
≧
流
詮
・
一
塁
7
》
訟
2
（
明
色
讐
斜

　
導
8
）

の
　
松
本
償
廣
教
授
戦
印
度
支
郷
の
蝿
族
と
文
化
』
第
二
「
印
度
支
那
の
文

　
化
」
滲
照
。

伺
　
原
田
淑
人
博
士
「
鋼
鼓
の
製
作
年
代
に
就
い
て
の
一
考
祭
し
（
呪
考
古
學

　
離
誌
舗
第
二
七
巻
節
二
號
所
掲
、
　
『
來
滋
強
文
化
研
究
葱
所
牧
）

働
　
く
◆
O
c
ぎ
三
》
9
く
…
ω
銘
『
一
5
「
圃
讐
琴
舞
一
9
（
＝
塁
鵬
5
5
露
ヨ
び
2
貫
隣
ヨ
蜂
巳
一
磐

　
へ
｛
二
2
（
凱
⇔
づ
G
計
ち
鳩
し
5
）

ゆ
く
・
（
Σ
。
多
9
託
剛
㌧
言
。
（
ぎ
訂
「
。
コ
お
鴛
↓
。
鼻
ぎ
⑦
【
・
『
蒙
写
多
孕

（
　
〉
ヨ
三
三
（
留
●
一
の
．
一
．
．
「
瓢
。
O
G
齢
．
×
×
剛
×
噂
駆
り
し
5
ε

恥
野
∋
ぎ
「
畠
困
”
三
η
お
コ
脚
、
『
ぎ
門
）
謁
δ
。
コ
ぎ
守
「
ぞ
穿
「
噸
も
。
。
ゴ

（　
ρ
費
ξ
o
（
聾
ζ
・
搾
一
轟
●
〉
。
Z
ρ
】
画
電
“
し
9
）

鋤
梅
原
泥
部
佛
印
の
青
銅
器
時
代
に
就
い
て
」
（
近
一
獲
表
の
認
定
）
参

一
照
・
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