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五
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五

六
頁

漠
時
代
'
鏡
は
死
者
の
副
葬
品
と
し
て
極
め
て
普
通
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
洛
陽
廃
港
漢
墓
で
は

一
基
に
最
低
で

一
面
'
九
五
基
か
ら
青
銅
鏡
と
戴

(1
)

鏡
を
合
せ
て

一
二
七
両
が
出
た
と
報
告
さ
れ
る
｡

資
料
の
数
が
お
び
た
だ
し
い
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
｡

漠
鏡
は
古
-
よ
り
骨
董
品
と
し
て
蒐
集
さ

れ
､
そ
の
研
究
の
歴
史
も
新
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
考
古
学
的
研
究
の
封
象
と
し
て
も
'
そ
の
型
式
分
類
､
編
年
の
分
野
の
研
究
も
進
み
'
そ
れ
に

関
す
る
知
識
は
或
程
度
ま
で
中
国
美
術
'
考
古
撃
研
究
者
の
常
識
化
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
も
で
き
る
｡
然
し
な
が
ら
､
各
型
式
の
鏡
の
国
柄
が
何

を
表
は
L
t
ど
の
や
う
な
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
た
か
､
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
'
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
､
と
い
ふ
の
が
賓
情
と
思

は
れ
る
｡
中
国
鏡
の
研
究
に
は
専
門
の
方
方
も
ゐ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
､
紋
棟
の
こ
と
で
あ
れ
ば
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
面
も
あ
ら
う
と
考

漢
鏡
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て
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へ'浅草を顧みずにこの分野の問題をとり上げた次第である｡漢鏡の園柄といっても賓に多様であるが､ここには漢人の世界

像と開聯の深いもの若干について考へてみたい｡二万格規矩四紳鏡

｣

固1万格奴矩四紳鏡約1/2京都国立博物館戒

園の中に正方形を入れへTtLtV字形を組合せた固形､所謂方格規矩を要素としてもつ鏡のうち'最も普通なのは前漠末から後漢に多-作られた方格規矩四両鏡である(固1)｡い-らでもお目にかかるものであるが'その圃柄の基本的な割付に使はれる所謂方格規短が何を表はしてゐるのか'四所はわかるとして'それに件ふ四両以外の動物は何なのか'確信をもって答へられる者はないのではなからうか｡まづ所謂方格規

矩の方から解明してゆかう｡山方格規短の圃式

(2)

よく引かれる所であるがへ中山平次郎は古-TtLtVの形の原形を前漢の中･後期の草紋鏡'葉紋鏡の紋様の一部に求め､それが襲形された結果出来上ったも



固2 万格規矩蝿焼紋鏡 約1/2 東京餌立博物館蔵

の
と
み
て
詳
紳
な
考
察
を
行
っ
て
ゐ
る
｡
の
ち
に
後
藤
守

一
も

(3
)

こ
の
説
を
引
用
し
て
賛
成
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
中
山
説
は
圃
柄
の

襲
蓮
の
型
式
撃
的
研
究
で
あ
り
'
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
も
っ

た
の
で
あ
ら
う
が
､
現
在
で
は
従
ひ
難
い
｡
鈴
木
博
司
も
注
意

(4)

す
る
ご
と
-
､
方
格
と
T
t
L
t
V
を
組
合
せ
た
圃
式
は
戦
国

後
期
式

(前
群
前
半
も
含
む
)
の
鏡
に
早
-
も
完
全
な
形
で
現
れ
て

を
-

(閤
2
)
'
中
山
氏
の
引
謹
し
た
菓
紋
鏡
よ
り
も

一
段
と
古

い
時
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の

固
'
方
t
と
T
t
L
'
Ⅴ
字
形
を
組
合
せ
た
固
形
は
'
さ
う
す

る
と
中
山
の
考

へ
た
や
う
に
或
る
型
式
の
紋
様
を
も
っ
た
鏡
か

ら
変
化
し
た
結
果
生
れ
た
も
の
で
な
-
'
こ
の
固
式
が
鏡
と
は

猪
立
に
存
在
し
'
そ
れ
が
鏡
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
へ
戦
闘
か
ら

漢
に
か
け
て
'
時
代
の
推
移
と
共
に
龍
と
か
菓
紋
'
掌
紋
'
四

両
園
な
ど
'
異
な
っ
た
紋
様
と
組
合
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

(5
)

イ

ェ
ツ
ツ
は
方
格
規
矩
鏡
に
あ
る
の
と
同
じ
T
'
L
t
Ⅴ
の
圃
柄
が
陶
賓
奮
蔵
'
及
び
ホ
ワ
イ
ト
所
蔵
の
漢
代
の
も
の
と
思
は
れ
る
石
製
日
時
計

の
目
盛
板
(問
3
'
4
)
に
刻
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
よ
り
'
所
謂
方
格
規
矩
鏡
を

｢
日
時
計
鏡
｣
と
命
名
し
て
ゐ
る
｡
そ
し
て
日
の
影
に
よ
っ
て
時
刻
を
み

(6
)

る
た
め
の
方
射
状
の
線
以
外
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
T
､
L
､
Ⅴ
の
圃
案
に
つ
い
て
は
劉
復
の
次
の
や
う
な
説
明
を
採
用
し
て
ゐ
る
｡
劉
復
説
の
概
略

は
か
う
で
あ
る

漢
鏡
の
間
柄
二
へ
三
に
つ
い
て



東

方

壁

報

四

こ
の
日
時
計
の
目
盛
板
は
園
周
を
百
等
介
し
､

一
目
盛
が

一
刻
に
普
る
｡

一
-
六
十
九
ま
で
数
字
を
記
入
し
'
自
除
は
夜
で
日
が
射
さ
な
い
時

間
だ
か
ら
ブ
ラ
ソ
ク
に
し
て
あ
る
｡
こ
の
日
時
計
は
勿
論
中
央
に
棒

(表
)
を
立
て
る
の
で
あ
る
が
'
目
盛
が
等
分
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
設
置

す
る
時
は
面
を
赤
道
面
と
平
行
に
'

｢
表
｣
が
北
極
に
向
ふ
や
う
に
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
さ
う
す
る
と
'
秋
分
以
後
春
分
ま
で
'
日
光
は
日
時

計
の
面
よ
り
下
か
ら
射
す
こ
と
に
な
り
'

｢
表
｣
の
影
は
日
時
計
の
目
盛
に
は
う
つ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
敏
鮎
は
'
目
盛
の
線
の
外
端

に
あ
る
孔
に
補
助
の

｢
表
｣
(｢遊
表
｣)を
た
て
て
み
て
(圃
5
'
打
E
)'
そ
れ
に
中
央
の

｢
蓑
｣
(同
園
t
p
A
)
の
影
が
重
な
る
か
ど
う
か
を
み
て
時

囲3 茨 日時計 侍節化出土 約1/3

刻
の
目
盛
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
｡
と
こ
ろ
で
圏
4
､
b
に
示
さ
れ

た
や
う
に
､
目
盛
板
に
Ⅹ
X
t
y
y
の
線
が
あ
る
が
t
X
X
の
線
の

中
心
か
ら
の
距
離
(問
5
'
A
x
)
及
び
y
y
の
線
の
囲
周
か
ら
の
距
離

(同
国
t
E
y
)
は
'
計
算
し
て
み
る
と
固
5
に
示
し
た

｢
遊
表
｣
上
の

53
Y
及
び
H
Y
に
大
鰹
等
し
い
.

｢
遊
表
｣
上
の
鮎
汀
及
び
Y
と
は
､

夫
～
冬
至
及
び
夏
至
に

｢
表
｣
の
頂
鮎
p
が

｢
遊
表
｣
上
に
影
を
落

す
鮎
で
'
こ
こ
に
印
を
し
て
お
け
ば
'
こ
の
日
時
計
で
も
つ
て
大
鮭

冬
至
'
夏
至
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡

｢
遊
表
｣
に
印

を
し
て
お
け
ば
足
り
る
の
に
'
何
故
日
時
計
の
目
盛
の
面
に
線
で
印

を
つ
け
た
か
に
つ
い
て
は
'
劉
復
は

｢
遊
表
｣
は
折
っ
た
り
失
っ
た

り
し
易
い
か
ら
'
こ
こ
に
目
印
を
し
た
の
だ
ら
う
と
い
ひ
､
ま
た
そ

れ
な
ら

一
ヶ
所
で
足
-
る
の
に
四
方
に
刻
し
て
あ
る
の
は
'
そ
の
方

が
鰹
我
が
よ
い
か
ら
だ
t
と
｡

(7)

カ
ソ
マ
ン
が
指
摘
す
る
や
う
に
端
方
蓄
蔵
品

(園
3
)
の
日
時
計
の
方
に



園4a 漢 日時計 侍洛陽出土 約1/3

図4b 同 上 横 国

は
'
出
爽
上
っ
て
か
ら
後
'
明
か
に
別
手
で
方
格
規
煙
が
彫
り
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
所
か
ら
み
て
'
こ
れ
が
日
時
計
本
来
の
楼
能
に
本
質
的
な
も
の
で

な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
｡
劉
復
の
Ⅹ
X
t
y
y
の
線
の
解
樺
は
よ
-
考

へ
た
も
の
で
あ
る
が
へ
劉
復
の
拓
本
に
よ
る
寛
測
の
結
果
も
示
す
や
う
に
'

肝
腎
な
こ
の
線
分
の
位
置
は
四
ヶ
所
に
つ
い
て
二
～
三
､,､
リ
程
度
の
誤
差
が
あ
る
｡
こ
の
鮎
を
時
刻
の
目
盛
の
正
確
さ
と
比
べ
た
時
'
劉
氏
の
説
明

も
肺
に
落
ち
な
い
感
を
懐
か
せ
る
｡
或
ひ
は
劉
氏
の
考

へ
た
や
う
な
用
途
が
あ
つ
た
に
せ
よ
'
こ
れ
が
正
方
形
の
格
-

劉
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
は

説
明
し
な
い
-

の
外
に
加
へ
ら
れ
'
丁
度
鏡
の
T
L
V
と
同
じ
式
の
国
柄
を
構
成
し
て
ゐ
る
に
つ
い
て
は
'
そ
の
や
う
な
園
式
が
別
に
あ
っ
て
'

漠
錠
の
園
柄
二
'
三
に
つ
い
て

五



囲5 冬至,夏至において漢日時計 ｢滞表｣上にさす ｢表｣の影

六

そ
れ
が
こ
こ
に
も
寛
用
の
意
味
も
か
ね
て
装
飾
と
し
て
鷹
用
さ
れ
て
ゐ
る
,

と
み
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

こ
こ
に
問
題
の
方
格
規
短
の
圏
柄
が
鏡
だ
け
で
な
く
'
ま
た
漠
時
代
に

流
行
し
た

｢
六
博
｣
と
呼
ば
れ
る
ゲ
ー
ム
の
盤
に
も
認
め
ら
れ
,
両
者
関

(8)

(9
)

係
が
あ
る
･こ
と
は
早
-
平
山
が
注
目
し
て
を
り
'
ま
た
カ
プ
ラ
ン
も
鏡
の

角
張
っ
た
T
L
V
紋
は
鏡
の
囲
形
の
中
で
は
落
附
き
が
悪
-
,
六
博
の
方

形
の
盤
の
中
の
方
に
ふ
さ
は
し
い
か
ら
'
そ
の
方
に
由
来
す
る
で
あ
ら
う

(10
)

こ
と
を
推
測
し
て
ゐ
る
｡

六
博
の
ゲ
ー
ム
に
興
ず
る
光
景
は
墓
像
石
に
多
-
書
示
れ
て
ゐ
る
｡
固

6
は
そ
の

一
例
で
あ
る
｡
ゲ
ー
ム
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
楊
聯
陸
'
水
野

(ll
)

清

二

努
蘇
ら
の
研
究
が
あ
っ
て
か

な

り
の
程
度
わ
か
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
'
こ
の
論
文
の
テ
ー
マ
と
は
直
接
関
係
が
な
い
か
ら
く
は
し
く
は
解

説
し
な
い
｡
こ
の
墓
像
石
に
書
か
れ
た
六
博
の
ゲ
ー
ム
盤

(局
)
の
遺
物
の

一
例
を
引
-
と
固
7
の
ご
と
㌢
も
の
で
あ
る
｡
鏡
の
場
合
,
周
囲
が
囲
形

で
あ
る
所
が
'
こ
の
方
で
は
方
形
に
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
違
ひ
が
あ
る
｡

楊
聯
陸
は
鏡
の
方
格
親
矩
の
固
柄
は
こ
の
博
局
か
ら
借
り
た
も
の
と
考

へ

3砺E

て
ゐ

る

｡

然
し
こ
れ
は
従
ひ
難
い
｡
六
博
は
囲
6
の
董
像
石
に
み
る
や
う

に
二
人
が
局
を
は
さ
み
へ
大
き
い
方
の
盤
の
上
に
葺
か
れ
た
六
本
の
｢
箸
｣

-
目
の
あ
る
四
角
柱
状
の
さ
い
こ
ろ
の

一
種
I

を
投
げ
､
出
た
目
に



従
っ
て
方
格
規
矩
紋
の
あ
る
局
上
に
某
を
動
か
し
て
勝
敗
を
決
す
る
の
で
あ
る
｡
某
は
園
6
で
は
両
人
の
前
の
側
に
'
短
い
線
で
六
本
づ
つ
塞
か
れ

(u
)

て
ゐ
る
.
寛
際
は
白
と
黒
の
材
料
'
例
へ
ば
洛
陽
西
郊
七
〇
二
四
競
漢
墓
出
土
の

例

で

い
へ
ば
象
牙
と
黒
石
で
作
っ
た
長
さ
三
七
ソ
チ
ば
か
り
の
駒

で
あ
る
｡

こ
の
や
う
な
駒
を
ど
う
い
ふ
ル
ー
ト
で
動
か
し
た
か
に
つ
い
て
は
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
'
ど
う
動
か
す
に
せ
よ
圃
6
'
7
に
み
る
や
う
な
'

所
謂
方
格
規
矩
紋
は
そ
の
ゲ
ー
ム
盤
と
し
て
不
適
嘗
な
こ
と
だ
け
は
明
か
で
あ
る
｡
双
六
の
や
う
な
も
の
に
使
は
う
と
い
ふ
な
ら
'
多
少
と
も
格
子

I-:'S=i t

阿6 雄志像石六博同 博山東は1.土 約1/4
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閉 7 瑛石製博局 費珠出土 約1/4

溝
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て

目
に
近
い
形
に
盤
面
を
仕
切
っ
て
お
-
の
が
普
り
前
だ
か
ら

Vl4m

で
あ
る
｡
さ
う
す
る
と
博
局
と
鏡
の
双
方
に
所
謂
方
格
規
連

の
国
柄
が
あ
る
の
に
つ
い
て
は
'
駒
井
和
愛
が
い
つ
た
や
う

(15
)

に
'
天
地
を
象
っ
た
こ
の
や
う
な
園
が
あ
っ
て
'
そ
れ
が
博

局
に
も
鏡
背
に
も
日
時
計
に
も
採
用
さ
れ
た
､
と
考
へ
る
べ

き
で
あ
る
｡

他
に
六
博
の
局
の
所
謂
方
格
規
恒
の
圏
式
に
つ
い
て
へ
努

鞍
は
こ
れ
を
中
国
古
代
の
亜
字
形
の
官
室
を
象
る
も
の
と
考

(16)

へ
た

(固
8
)
｡
正
方
形
の
各
過
に
T
字
形
の
つ
い
た
形
を
'

中
庭
と
そ
れ
を
囲
む
房
室
に
見
た
て
る
の
は
い
か
に
も
無
理

で
あ
る
｡
こ
れ
で
は
房
室
は
外
に
向
つ
て
開
い
て
ゐ
る
に
か

か
は
ら
ず
'
中
庭
に
向
つ
て
出
入
口
が
全
-
な
い
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
｡

(17
)

カ
ン
マ
ソ
は
六
博
の
局
の
方
形
が
地
の

｢
方
｣
を
象
り
'

七



園8 弊殊のTLV宮室起原説明固

八

ま
た
さ
き
の
日
時
計
の
画
が
天
を
象
る
こ
と
は
大
い
に
可
能
な
こ
と
と
推
測
し
'
ほ
ぼ
同
じ
国
柄
の

鏡
の
方
格
規
矩
紋
も
天
地
を
象
る
と
考

へ
た
｡
そ
し

て
'
四
隅
の

Ⅴ
字
形
は
地
の
四
方
に
損
が
る

｢
四
海
｣
を
区
切
る
も
の
､
方
格
の
四
方
に
つ
-
T
字
形
は
地
の
四
方
の
果
に
あ
る
門
を
象
る
と
み

る
｡
門
が
T
字
形
で
表
は
さ
れ
る
の
は
'
入
口
の
両
側
に
塔
状
の
観
の
立
っ
た
門
で
'
縦
棒
は
通
路

3暇
E

を
表
は
す
､
と
す

る｡
ま
た
L
字
形
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
が

｢
四
海
｣
の
巣
に
あ
る
こ
と
か
ら
'
そ

の
外
を
限
る
開
門

b
arrier
と
見
る
｡
そ
れ
が
し
字
形
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
理
由
の
説
明
は
'
四
方

の
域
外
か
ら
四
方
の
風
雨
が
中
開
に
吹
き
込
む
や
う
に
､
完
全
に
は
閉
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
示
す
'

等
等
'
少
少
苦
し
い
｡
更
に
L
字
形
の
下
に
鳥
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
例
を
引
き
､
そ
れ
は
蘭
で
'
こ

れ
に
よ
っ
て
四
海
の
外
が
渥
地
帯
で
あ
る
こ
と
を
示
す
､
と
説
明
す
る
｡

(I_I)

カ
ソ
マ
ン
が
こ
の
式
の
鏡
の
銘
に

｢
左
裾
右
虎
静
不
祥
'
朱
雀
玄
武
順
陰
陽
へ
子
孫
備
具
居
中
央
｣
と
い
ふ
い
ひ
方
は
､
こ
れ
ら
四
顧
の
配
さ
れ(20

)

た
世
界
の
中
央
に
自
己
が
居
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
旬
で
'
方
格
規
矩
鏡
が
天
地
宇
宙
を
象
る
と
い
ぶ
自
分
の
考

へ
を
裏
づ
け
る
も
の
だ
t
と
い
ふゝ
o

そ
し
て
天
地
を
象
っ
た
方
格
規
矩
鏡
に
寓
さ
れ
た
や
う
な
宇
宙
圏
が
あ
っ
て
'
こ
の
や
う
な
圏
を
自
分
の
も
の
と
し
'
そ
の
中
に
身
を
置
い
て
宇
宙

の
遅
行
と
同
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
死
を
得
'
立
身
出
世
､
物
質
的
幸
福
な
ど
を
思
ひ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
思
想
が
あ
っ
た
の

で
'
こ
れ
が
鏡
に
も
日
時
計
に
も
六
博
の
局
に
も
雁
用
さ
れ
た
の
だ
t
と
考

へ
て
ゐ
る
｡

思
ふ
に
'
カ
ソ
マ
ン
が
方
格
規
矩
の
固
柄
が
宇
宙
を
表
は
す
固
式
だ
と
考

へ
た
方
向
は
誤
っ
て
ゐ
な
い
｡
ま
た
そ
れ
が
漠
代
の
ど
の
や
う
な
思
想

に
基
づ
く
も
の
か
に
つ
い
て
の
解
樺
も
青
紫
に
普
っ
て
ゐ
る
｡
然
し
'
国
柄
の
個
別
的
な
部
分
の
形
の
解
樺
に
は
賛
成
し
か
ね
る
鮎
が
多
い
｡
中
央

の
方
形
が
地
を
象
る
の
は
よ
い
と
し
て
､
四
隅
の
Ⅴ
字
形
は
四
海
を
限
る
も
の
で
あ
る
か
ら
Ⅴ
の
中
は
ブ
ラ
ン
ク
で
何
も
な
い
と
い
ふ
が
'
こ
れ
は

方
格
規
矩
四
紳
鏡
に
つ
い
て
は
い
へ
て
も
t
よ
り
古
い
四
龍
と
組
合
せ
た
も
の
に
は
常
て
は
ま
ら
な
い
｡
Ⅴ
字
形
の
中
に
龍
が
足
を
ふ
み
込
ん
だ
り

し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る

(固
2
)｡
T
字
形
､
L
字
形
が
門
を
表
は
す
と
い
ふ
の
も
何
と
も
無
理
な
説
明
と
し
か
い
ひ
や
う
が
な
い
｡



(21
)

こ
れ
ら
先
人
の
説
は
顧
慮
せ
ず
'
こ
の
固
柄
に
つ
い
て
駒
井
和
愛
は
次
の
や
う
に
い
ふ
｡

凡
そ
古
代
に
天
を
固
い
も
の
と
し
､
地
を
方
な
る
も
の
と
し
､
之
に
規
と
矩
と
を
配
す
る
や
う
な
見
方
は
'
甚
だ
多
-
行
ほ
れ
て
ゐ
た
｡
さ
れ

ば
件
の
鏡
の
T
､
L
が
地
の
四
方
'
天
の
四
方
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
｡
ま
た
Ⅴ
は
天
の
四
経
を
示
し
た
と
見
る
こ

と
も
出
来
る
｡
而
し
て
Ⅴ
は
隅
角
を
表
は
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
か
ら
'
上
記
の
文
枝
は
細
か
-
は
規
矩
隅
角
文
と
も
云

ふゝ
べ
き
で
あ
ら
う

と
｡
鏡
の
園
と
'
中
に
表
は
さ
れ
た
正
方
形
が
天
囲
地
方
を
象
る
と
い
ふ
説
明
は
よ
い
と
し
て
､
規
(
｢こ

パ
ス
)
は
園
へ
矩

(曲
尺
)
は
方
を
夫
JV
象
徴

す
る
と
す
る
と
､
ど
う
し
て
規
-

駒
井
氏
は
T
字
形
を
こ
れ
に
嘗
て
る
1

が
地
の
正
方
形
の
方
に
､
矩

(
L
字
形
)
が
天
の
園
の
方
に
加
へ
ら
れ

る
の
か
､
説
明
が
な
い
｡
第

l
'
漢
の
コ
ン
パ
ス
は
董
像
石
の
伏
犠
女
嫡
園
で
女
桐
が
持
つ
も
の
を
み
る
と
4
字
形
を
な
し
て
を
-

(図
9
)
､

T
字

形
で
な
い
｡
そ
も
そ
も
T
字
形
の
コ
ン
パ
ス
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
難
い
｡
ま
た
な
ぜ
天
の
四
維
な
い
し
隅
角
が
Ⅴ
字
形
で
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

か
｡
経
に
し
て
も
隅
角
の
印
に
し
て
も
'
園
で
示
す
な
ら

一
本
の
直
線
の
方
が
ふ
さ
は
し
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

(22)

き
ぬが
さ

ブ
-
ソ
グ
は
春
秋
戦
国
か
ら
漢
の
鏡
背
紋
の
幾
つ
か
の
型
式
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
｢
蓋

｣

な
い
し
は
藻
井
を
象
る
'
と
い
ふ
解
樺
の
原
則
を
案
出

し
た
｡
問
題
の
方
格
規
短
鏡
に
つ
い
て
も
､
鉦
を
見
掛
星
限
'
そ
の
周
囲
の
方
形
を
天
窓
'
藻
井
を
象
る
と
兄
へ
T
字
形
'
Ⅴ
字
形
は
こ
れ
を
支

へ

固9 女鍋の持つ ｢娩｣ 嘉群武氏
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漠
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て

る
柱
や
腕
木
で
あ
る
と
す
る
説
明
を
試
み
て
ゐ
る
｡
ま
た
こ
の
固
紋
は
全
鮭
で
天

地
を
象
っ
た

｢
蓋
｣
に
な
ぞ
ら

へ
た
も
の
で
鉦
は
昆
命
山
､
方
形
は
そ
の
基
'
周

縁
の
鋸
歯
形
は
世
界
の
巣
を
限
る
山
等
を
表
は
す
t
と
解
し
て
ゐ
る
｡

ブ
-
ン
グ
が
強
調
す
る
ご
と
-
'
古
代
中
国
に
お
い
て

｢蓋
｣
が
貴
人
の
特
権

的
地
位
を
象
徴
し
'
ま
た
天
が

｢
蓋
｣
と
表
象
さ
れ
へ

一
方
車
蓋
な
ど

｢
蓋
｣
が

天
を
象
る
と
考

へ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
ま
た
鏡
背
紋
に

天
象
な
い
し
は
天
地
を
象
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
｡
然
し
そ
の
や
う

な
国
柄
は
本
来

｢
蓋
｣
の
み
に
排
他
的
に
便
ほ
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
琵
せ

九



東

方

撃

報

ら
れ
て
ゐ
な
い
以
上
'
鏡
背
紋
は

｢
蓋
｣
か
ら
採
っ
た
の
だ
と
解
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
｡
従
っ
て
藻
井
の
建
築
封
と
し
て
の
T
t
Ⅴ
字
形
の
解
樺

も
到
底
成
り
立
た
な
い
｡

(23
)

方
格
規
矩
四
紳
鏡
の
圏
紋
に
つ
い
て
中
山
は
古

く

.

･･････宇
宙
が
此
狭
き
鏡
面
に
畳
み
込
ま
れ
て
居
る
の
を
感
ず
る
の
で
あ
っ
て
'
鏡
の
囲
き
は
天
を
表
は
し
､
方
形
格
の
方
な
る
は
地
を
象
っ
て

居
る
ら
し
-
'
方
形
格
あ
る
も
の
に
多
-
十
二
支
文
字
が
配
さ
れ
て
居
る
の
も
之
が
偽
で
あ
る
と
思
は
し
む
る
ー

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
こ
の
こ
と
は
前
引
の
諸
説
も

7
致
し
て
を
り
､
動
か
な
い
所
と
思
は
れ
る
.
案
ず
る
に

『呂
氏
春
秋
』
十
二
月
紀
､
序
意
に

文
信
侯
日
'
嘗
待
草
葉
帝
之
所
以
請
願
演
奏
'
妥
大
圏
在
上
'
大
矩
在
下
'
汝
能
法
之
p
為
民
父
母
t

と
'
即
ち
文
信
侯
が
い
っ
た
｡
自
分
は
か
つ
て
黄
帝
が
甫
演
に
教

へ
た
所
を
学
び
知
っ
た
｡
つ
ま
り
'
大
き
な
囲

(天
)
は
上
に
あ
り
'
大
き
な
四
角

(也
)
が
下
に
あ
る
が
'
お
前
が
こ
れ
に
法
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
'
民
の
父
母
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
い
ふ
..
天
地
に
法
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
t

｢c1)

と
い
ふ
所
を
大
園
'
大
短
と
い
っ
て
ゐ

る

｡

ま
た

『港
南
子
』
本
経
訓
に
は
大
股
同
じ
こ
と
を
記
し
て

(25)

戴
囲
履
方
'
抱
表
懐

縄

'

内
能
治
身
'
外
能
得
人
､
頚
既
施
令
'
天
下
莫
不
従
風

と
'
即
ち
'
囲
即
ち
天
を
頭
に
い
た
だ
き
'
方
即
ち
地
を
踏
み
'
正
し
く
東
西
南
北
の
方
向
を
鰹
す
れ
ば
､
内
は
身
を
治
め
へ
外
は
人
を
得
'
天
下

に
翫
令
を
下
し
て
も
み
な
ぞ
の
風
化
に
従
は
せ
る
こ
と
が
で
き
る
t
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
寛
際
に
天
地
に
則
り
'
そ
の
運
行
に
合
鰹
す
る
こ
と
は
困

難
と
し
て
も
'
容
易
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
鏡
に
天
囲
地
方
が
象
っ
て
あ
れ
ば
'
や
は
り
天
地
を
擬
制
的
に
で
も
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ

り
'
そ
れ
は
や
は
り
効
力
が
あ
る
こ
と
と
考

へ
ら
れ
た
に
達
ひ
な
い
｡
方
園
の
固
式
が
鏡
に
つ
け
ら
れ
た
の
は
右
の
や
う
な
意
味
が
あ
つ
て
の
こ

と

で
､
カ
ソ
マ
ン
の
考

へ
た
こ
と
は
こ
の
や
う
な
同
時
代
の
文
献
資
料
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
漢
代
の
人
が
み
な

『港
南

子
』
や

『呂
氏
春
秋
』
に
記
さ
れ
る
や
う
な
高
級
な
政
治
的
理
想
を
懐
い
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
方
園
の
固
式
を
身
に
鰻
し
た
結
果
獲
得
し
た
能

力
に
よ
っ
て
達
成
を
願
っ
た
こ
と
は
'
固
13
の
鏡
に
鋳
出
さ
れ
て
ゐ
る
ご
と
-

｢
日
利
寓
大
'
家
富
千
金
｣
と
い
っ
た
誠
に
現
賓
的
な
こ
と
だ
っ
た

の
で
あ
る
が
｡



鏡
の
中
の
正
方
形
が
地
を
表
は
す
こ
と
が
知
ら
れ
れ
ば
'
各
過
の
中
央
に
外
に
向
つ
て
出
る
T
字
形
が
何
で
あ
る
か
'
簡
単
に
解
樺
が
つ
-
は
ず

で
あ
る
｡
こ
れ
は
四
極
で
あ
る
｡

『論
衡
』
談
天
に

儒
書
言
､
共
工
輿
顧
頚
'
守
為
天
子
'
不
勝
､
怒
而
鰯
不
周
山
'
便
天
柱
折
､
地
維
絶
､
女
桐
鋪
焼
石
'
以
補
蒼
天
へ
断
竃
足
'
以
立
四
極

と
､
即
ち
儒
家
の
書
に
次
の
や
う
に
い
ふ
｡
共
工
は
轟
頭
と
天
子
に
な
る
こ
と
を
苧
ひ
'
負
け
た
｡
そ
こ
で
怒
っ
て
角
で
不
周
山
を
突
き
､
天
を
支

へ
る
柱
を
折
り
'
地
を
つ
な
い
だ
綱
を
切
っ
た
｡
女
桐
は
焼
石
を
熔
か
し
て
蒼
天
の
穴
を
ふ
さ
ぎ
'
竃
(大
き
な
免
)
の
足
を
切
っ
て
四
極
を
立
て
た
'

(26
)

と

｡

(27)

共
工
が
破
壊
す
る
前
は
不
周
山

(崖
器
の
西
北
に
あ
る
山
と
い
ふ
)
に
柱
が
立
っ
て
天
を
支

へ
て
ゐ
た
ら
し
い
｡
こ
れ
が
折
れ
'
天
に
穴
が
あ
い
た
の
で

(28
)

女
桐
が
修
繕
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
篭
の
足
を
切
っ
て
極
を
立
て
た
へ
と
い
ふ
が
'
こ
れ
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
｡
極
と
は
棟
と
か
梁
の
意
味
が

あ

り

'

垂
直
の
柱
で
な
-
､
柱
上
に
水
平
に
渡
さ
れ
る
梁
材
で
あ
る
｡
竃
の
足
で
四
つ
の
極
を
立
て
た
､
と
い
ふ
の
は
四
本
の
極
を
篭
の
足
を
柱
に
し
て
柱

上
に
あ
げ
た
t
と
い
ふ
以
外
に
考

へ
棟
が
な
い
｡
四
極
と
は
も
ち
ろ
ん
東
西
南
北
の
四
方
の
巣
に
あ
る
極
で
あ
る
｡

『港
南
子
』
墜
形
訓

｢墜
形
之

所
載
､
六
合
之
問
'
四
極
之
内
｣
の
高
誘
注
に

玄 丑

頗通之維 報徳之維

戻 寅
鍋 鈎

鹿西 縄

釣 g釣
早 辰

背旗之維 常羊之推

午

固10 『准南子』天文訓の方角名梅園

漠
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て

西
桂
'
四
方
之
極
'
無
復
有
外
'
故
謂
之
内

と
､
即
ち
四
極
と
は
四
方
の
極
で
､
そ
れ
以
上
外
が
な
い
｡
故
に

｢
内
｣
と
い
っ
た
の
だ
t
と

い
ふ
通
り
で
あ
る
｡
鏡
の
固
紋
で
､
正
方
形
を
以
て
象
ら
れ
た
地
の
四
方
の
晃
に
出
る
T
字
形
は
'

水
平
の
梁
で
あ
る
極
と
､
そ
れ
を
支

へ
る
柱
な
の
で
あ
る
｡
勿
論
賓
際
に
は
柱
は
四
連
の
中
心
か

ら
天
に
向
つ
て
垂
直
に
立
ち
､
そ
の
上
の
極
は
囲
い
天
を
支

へ
る
と
表
象
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
'

(29
)

う
ま
く
表
は
せ
な
い
た
め
便
宜
上
外
に
向
つ
て
倒
し
た
形
に
塞
い
た
の
で
あ

る

｡

鏡
紋
で
は
地
を

象
諸
方
格
の
周
遠
沿
ひ
に
十
二
支
の
文
字
を
入
れ
る
例
が
多
い
が
'
そ
の
配
置
は
子
卯
午
酉
が
四

連
の
中
央
に
来
て
､
そ
の
位
置
に
四
極
が
立
っ
て
を
り
地
の
賓
際
の
方
角
に
も
合
せ
て
あ
る
｡

1
1
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二
一

な
は
'
方
格
規
矩
四
面
鏡
の
中
に
は
t
T
字
形
の
代
り
に

｢
こ

字
形

(30
)

の
短
い
棒
を
配
す
る
も
の

が

あ
り
､
前
引
日
時
計
で
も
T
字
形
に
普
る
所

は

｢
〓

字
形
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
四
極
'
即
ち
四
本
の
梁
を
文
字
通
り
に

と
る
と
か
う
な
る
｡
別
に
推
線
を
忘
れ
た
と
か
省
い
た
と
い
ふ
わ
け
で
な

-
'
こ
れ
で
も
よ
い
の
で
あ
る
｡
星
座
の
北
極
-

今
の
北
極
星
で
は
な

-
'
子
熊
座
の

α
β
等

(圏
讐

は
'
少
少
反
っ
て
ゐ
る
と
は
い
へ
単
純
な

竿
状
を
な
し
た
星
座
で
'
北
の
方
に
あ
り
へ
天
の
囲
運
動
の
中
心
の
近
く

に
あ
っ
て
空
の
屋
根
を
支

へ
る
棟
木
､
と
い
ふ
こ
と
で
北
極
と
名
附
け
ら

れ
た
に
違
ひ
な
い
が
'
こ
れ
も
棒
状
を
な
し
'
こ
れ
を
支

へ
る
柱
に
普
る

星
は
な
い
の
で
あ
る
｡

次
は
正
方
形
で
象
ら
れ
た
地
の
外
を
め
ぐ
る
固
形
の
天
で
あ
る
｡
鏡
で
は
地
の

｢
方
｣
に
十
二
支
で
方
角
を
記
入
し
た
も
の
は
あ
つ
て
も
'
天
の

園
の
方
に
こ
れ
を
記
入
し
た
も
の
は
な
い
｡
然
し
'
普
然
天
に
も
方
角
が
あ
る
か
ら
固
10
の
や
う
に
記
入
し
て
み
る
｡
さ
う
す
る
と
'
鏡
紋
に
み
る

Ⅴ
字
形
は
丑
寅
へ
辰
巳
'
未
申
'
戊
亥
の
方
角
に
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
t
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

『港
南
子
』
天
文
訓
を
み
る
と
'
今
問
題
の
方

角
に
は
特
別
の
名
辞
が
あ
る
｡
即
ち

(31
)

(32
)

子
牛
'
卯
酉
馬
二
縄
'
丑
寅
'
辰
巳
へ
未
申
'
戊
亥
為
四
鈎
'
東
北
馬
報
徳
之
経
､
東
南
為
常
羊
之
維
'
西
南
馬
背
陽
之
維
'
西
北
為
践
通
之

経

と
'
即
ち
子
牛
'
卯
酉
を
二
滝
と
い
ふ
｡
丑
寅
'
辰
巳
'
未
申
'
戊
亥
を
四
釣
と
い
ふ
｡
ま
た
東
北
を
報
徳
の
経
と
呼
び
､
東
南
を
常
羊
の
経
と
呼

び
'
西
南
を
背
陽
の
経
と
呼
び
'
西
北
を
既
通
の
経
と
呼
ぶ
t
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
固
10
に
は
こ
れ
も
書
き
込
ん
だ
｡



所
謂
方
格
規
短
の
固
形
で
象
ら
れ
た
宇
宙
で
は
'
方
形
の
地
の
四
方
の
巣
に
柱
が
立
ち
､
上
に
梁
を
の
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
天
は
地
球
を

(33)

と
り
国
む
球
形
の
も
の
と
し
て
で
な
-

｢
天
は
蓋
笠
を
象
る
｣
と
い
は
れ
る
や
う
な
､

｢
蓋
｣
(ビ
ー
チ
パ
ラ
ソ
ル
状
の
か
さ
)
や
頭
に
か
ぶ
る
笠
の
や
う

な
形
の
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
｡
東
北
へ
東
南
'
西
南
､
西
北
の
方
角
が
何
何
の
経
と
名
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
'
馬
車

に
立
て
ら
れ
る

｢
蓋
｣
の
四
方
を
つ
な
ぐ
維

(固
11
)
に
な
ぞ
ら
へ
た
も
の
に
遠
ひ
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
四
つ
の
つ
な
ぎ
ひ
も
経
を
挟
む
丑
寅
､
辰
巳
等
等
が

｢
鈎
｣
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
も

｢
蓋
｣
に
つ
け
へ
経
を

(34)

つ
な
ぐ
装
置
に

｢
鈎
｣
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
､
そ
れ
で

｢
鈎
｣
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
で
も
あ
ら
う
か
'
こ
れ
は
定
か
で
な

い

｡

と
も
角
､
方
格

規
短
の
固
式
で
は
こ
の

｢
鈎
｣
と
呼
ば
れ
る
位
置
に
Ⅴ
字
形
の
か
ざ
の
手
が
配
さ
れ
て
ゐ
る

の
で
あ

る
｡

こ
の
か
ざ
の
手
が
天
の
国
表

(固
10
)
で

｢
鈎
｣
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
表
は
す
こ
と
は
疑
ひ
な
か
ら
う
｡

さ
う
す
る
と
子
牛
へ
卯
酉
の

｢
縄
｣
に
留
る
所
に
あ
る
L
字
形
は
何
か
｡

｢
縄
は
直
な
り
｣
と
注
さ
れ
て
ゐ
る
所
か
ら
も
知
ら
れ
る
や
う
に
へ
こ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

の

｢
縄
｣
は
た
だ
の
な
は
で
は
な
く
へ
直
線
を
引
く
た
め
に
引
張
る
糸
な
い
し
な
は
で
あ
る
｡
固
ほ
は
ス
タ
イ
ン
の
ト
ウ
ル
フ
ァ
ン
､
ア
ス
タ
ー
ナ

(35
)

唐
墓
故

兄

の

伏
犠
女
桐
像
の
棺
覆
ひ
の
伏
犠
像
の
持
つ
曲
尺
と
墨
壷
の
園
で
あ
る
｡
曲
尺
の
左
下
が
墨
壷
で
'
矩
形
に
表
は
さ
れ
､
L
字
形
の
把
手

の
つ
い
た
蹄
雀
か
ら
'
墨
を
ひ
た
し
た
綿
の
入
っ
た
固
形
の
容
韓
中
を
通
っ
て
林
が
出
る
仕
掛
で
､
我
国
の
大
工
も
使
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

(36
)

説
明
に
も
及
ぶ
ま
い
｡
新
彊
省
で
は
こ
の
囲
と
よ
-
似
た
型
式
の
も
の
が
今
日
も
使
ほ
れ
て
ゐ
る
と
い

ふ

｡

唐
代
に
こ
の
式
の
固
像
で
は
直
線
､
即

ち

｢
縄
｣
が
墨
壷
で
象
徴
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
戦
国
-
漢
時
代
に
墨
鰍
の
糞
が
ど
の
や
う
な
仕
掛
に
な
っ
て
ゐ
た
か
明
か
で
な
い
が
'
や
は
り

｢
純
｣
が
こ
の
糞
の
長
い
直
線
を
引
く
た
め
の
道
具
で
象
徴
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

る
｡

さ
き
の
天
文
訓
の
固
式
の

｢
縄
｣
に
該
普
す
る
所
に
鋳
出
さ
れ
た
L
字
形
は
'
こ
の
墨
櫓
の
ク
ラ
ン
ク
附
の
琳
巻
を
'
極
-
象
徴
的
に
表
は
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡

以
上
'
所
謂
方
格
規
短
の
国
柄
は
次
の
や
う
な
宇
宙
像
を
表
現
し
て
ゐ
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
｡
即
ち
'
大
地
は
正
方
形
を
な
し
､
そ
の
東
西

南
北
四
方
の
果
て
に
は
柱
が
立
っ
て
そ
の
上
に
梁
､
即
ち
極
が
載
り
'
こ
れ
で
天
が
支

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
天
は

｢
蓋
｣
(か
さ
)
の
形
を
な
し
､
子
牛
'

漢
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て
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一
四

卯
酉
'
即
ち
県
北
と
県
南
'
県
東
と
県
西
を
夫
～
結
ぶ
線
は

｢
縄
｣
と
呼
ば
れ
､
そ
の
端
の
鮎
は
林
を
巻
く
L
字
形
の
蹄

巻
が
配
さ
れ
る
｡
蓋
状
の
天
の
東
北
'
東
南
'
西
南
'
西
北

に
嘗
る
所
に
は
'
常
時
の
馬
車
の

｢
蓋
｣
と
丁
度
同
じ
や
う

な
具
合
に
､
こ
の
ド
ー
ム
状
の
天
を
つ
な
ぎ
と
め
る
紐
が
出

て
ゐ
て
'
こ
れ
が

｢
維
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
ま
た
こ
の

｢
維
｣

を
中
に
L
t
丑
と
寅
'
辰
と
巳
､
未
と
申
'
戊
と
亥
を
連
結

す
る
釣
の
手
状
の
も
の
が
あ
り
'

｢
鈎
｣
と
呼
ば
れ
る
､
と

い
っ
た
所
で
あ
る
｡

佃

四

紳

囲

次
に
方
格
の
周
囲
に
表
は
さ
れ
た
動
物
形
の
固
像
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
よ
う
｡
普
通
に
多
-
み
る
例
で
は
'
方
格
の

各
面
は
中
央
に
T
t
L
字
形
が
入
る
た
め
に
二
分
さ
れ
'
四

面
で
計
八
つ
の
隙
間
が
で
き
､
そ
こ
に
四
神
と
他
に
四
種
の

動
物
が
約
め
ら
れ
て
ゐ
る

(園
1
)｡
と
は
い
へ
､
そ
の
中
に

多
-
の
場
合
共
通
し
て
見
出
さ
れ
る
碓
'
虎
､
鳥
'
蛇
の
絡
ん
だ
亀
の
像
が
そ
の
主
役
で
あ
り
､
こ
れ
が
五
行
説
で
東
西
南
北
に
割
り
振
ら
れ
た
育
'

(37)

(38
)

自
'
朱
､
玄
の
四
色
の
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
た
育
龍
､
白
虎
'
朱
雀
(鳳
風
の

頬

)
'

玄
武

(免
と
蛇
の
絡
ん
だ
像
)
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
｡
こ
の
式
の

鏡
で
銘
文
に

｢
左
龍
右
虎
鮮
不
群
､
朱
雀
玄
武
順
陰
陽
｣
な
ど
と
明
記
さ
れ
る
例
も
多
い
の
で
あ
る
｡



こ
の
式
の
方
格
規
矩
四
両
鏡
は
前
漢
末
か
ら
王
葬
の
新
の
頃
に
は
型
式
が
完
成
し
'
中
に
は
四
両
と
そ
れ
と
組
を
な
す
動
物
像
が
方
格
の
角
､
Ⅴ

(39)

字
形
を
挟
む
方
式
の
も
の
も
多
-
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が

､

こ
れ
よ
り
や
や
遡
る
例
で
は
'
固
13
の
や
う
に
､
L
字
形
を
ま
た
い
で
方
格
の
四

面
の
長
さ

一
ば
い
に
大
き
-
四
両
を
扱
っ
た
も
の
が
あ
る
｡
教
は
多
-
な
い
が
'
こ
れ
が
方
格
規
矩
四
滴
鏡
の
租
型
と
い
へ
よ
う
｡
と
も
あ
れ
ま
づ

四
両
と
は
何
を
表
は
し
た
も
の
か
を
明
か
に
し
て
お
か
う
｡

㌔;-:)

年
代
の
は
っ
き
り
し
た
文
献
で
四
両
に
言
及
す
る
最
も
古
い
も
の
は
､
漁
南
王
劉
安
が
編
纂
し
て
前

三

元

年
に
戯
上
し
た

『港
南
子
』
で

あ
る
｡

同
書
､
天
文
訓
に

(41
)

(42
)

何
謂
五
星
､
東
方
木
也
-
-
立
ハ神
馬
歳
星
'
其
獣
蒼
龍
･･･-
南
方
火
也
-
-
其
殖
馬
糞
惑
'
其
獣
朱
雀
･･･-
中
央
土
也

(也
)

(45)

獣
黄
龍
･･････西
方
金
也
-
-
立
ハ神
馬
太
白
､
其
獣

白

虎

･･･-
･北
方
水
也
-
･･･其
神
馬
辰
星
p
其
獣
玄
武

(43)

-
其
神
馬
鎮
星
'
其

と
い
ふ
｡
何
を
五
星
と
い
ふ
か
t
と
い
ふ
書
き
出
し
で
始
め
､
各
方
角
に
蹄
屠
す
る
木
'
火
等
等
の
元
素
そ
の
他
を
撃
げ
'
そ
れ
に
属
す
る
惑
星
と

｢
そ
の
獣
｣
と
を
列
記
す
る
鰹
教
で
あ
る
｡
す
る
と

｢
そ
の
獣
｣
と
は
そ
の
方
角
に
割
常
て
ら
れ
た
碑
で
あ
る
特
定
の
惑
星
を
象
徴
す
る
獣
､
と
解

鐸
さ
れ
る
｡

や
や
時
代
が
降
り
､
司
馬
遷
の
編
纂
し
た

『史
記
』
の
天
官
書
に
な
る
と
'
こ
れ
と
は
ま
た
違
っ
た
考

へ
が
見
出
さ
れ
る
｡
天
官
書
は

｢
中
官
'

(46)

天
極
星
｣
､

｢
兼
官
'
蒼
龍
二
男
'
心
｣
､

｢
南
官
､
朱
鳥
､
曜
衡
｣
と
い
ふ
や
う
に
､
星
座
を
中
､
東
､
南
､
西
へ
北
の
五
官
に
分
け
'
各
官
に
区

分
け
さ
れ
た
星
座
を
紙
稀
す
る
時
の
呼
稀
'
そ
れ
を
代
表
す
る
星
座
名
を
最
初
に
撃
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

｢
中
官
は
天
極
星
｣
と
い
ふ
の
は
他
と

(.I;)

鮭
例
が
違
っ
て
ゐ
る
が
､
他
は

｢
東
官
は
蒼
龍
の
宿
で
､
房
､
心
が
そ
の
代
表
で
あ
る
｣
と
い
ふ
式
の
い
ひ
方
で
あ
る
｡
所
で
天
官
書
の
蒼
龍
に
つ

い
て
は

『索
隠
』
に

爾
雅
云
'
大
辰
へ
房
心
尾
也
'
李
巡
日
､
大
辰
､
蒼
龍
宿
鮭
､
最
明
也

と
p
即
ち
'

『爾
雅
』
ほ
い
ふ
､
大
辰
は
房
と
心
と
尾
で
あ
る
｡
ま
た
李
巡
は
い
ふ
'
大
辰
は
蒼
龍
の
宿
の
鮭
で
'
最
も
明
る
い
t
と
｡
房
'
心
､

尾
は
今
の
さ
そ
り
鮭
に
常
る
星
座
で
あ
る
が
'
蒼
龍
の
宿
の
鰹
で
'
全
鰹
合
せ
て
大
辰
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
れ
る
｡

『左
俸
』
桓
公
五
年
の

漠
鏡
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て



東

方

撃

報

｢
龍
見
而
等
｣
の
注
に
は

｢
龍
‥
-
･蒼
龍
宿
之
臆
｣
と
い
ふ
か
ら
'
大
辰
が
古
-
よ
-
確
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
蒼
龍
と
総
柄
さ
れ

る

l
群
の
星
宿
の
髄
は
今
の
さ
そ
り
座
に
嘗
る
龍
と
い
ふ
星
座
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

朱
鳥
に
つ
い
て
は
天
官
書
に

柳
馬
鳥
注
へ
主
木
草
'
七
星
頭
'
鳥
貝
官
'
主
急
事
'
張
素
為
厨
､
主
格
客
'
巽
鳥
羽
嗣
'
主
遠
客

と
あ
る
｡
索
陰
に

(48
)

案
'
漢
書
天
文
志
へ
注
作
啄
'
爾
雅
云
､
鳥
啄
謂
之
柳
へ
孫
炎
云
'
味
'
朱
鳥
之
ロ
-
壬

と
｡
即
ち
'
案
ず
る
に

『漢
書
』
天
文
志
に
は

｢
鳥
注
｣
の

｢
瞥
｣
の
字
を

｢
啄
｣
に
作
る
.

『爾
雅
』
に
も
鳥
味
は
こ
れ
を
柳
と
い
ふ
､
と
い
ふ
.

(4
)
.

ま
た
孫
炎
は
味
は
朱
鳥
の
星
座
の
口
だ
･･･-
･と
い
ふ
t
と
｡
柳
と
い
ふ
星
座

(う
み
へ
び
座
､
C5
､
也
'
等
等
)
は
朱
鳥
の
喋
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡

『索

陰
』
は
ま
た

案
､
宋
均
云
'
額
､
朱
鳥
窺
也

(
50
)

と
｡
即
ち
'
案
ず
る
に
宋
均
は
い
ふ
'

｢
頭
｣
と
い
ふ
星
座
は
朱
鳥
の
頚
だ
t
と
｡
&
'(う
み
へ
び
座
t
tT
LN等
)
は

朱
鳥
の
頭
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
ま

(51
)

(52
)

(53
)

た

｢
張
素
｣
の
素
は
索
陰
に

｢
噴
な
り
｣
と
い
ふ
｡
張

(う
み
へ
び
座
の
r<
'
β
へ
〟

等
)
は
朱
鳥
の
飼
袋
だ
と
い
ふ
こ
と
｡
ま
た
巽
(
コ
ッ
プ
座
)は
朱
鳥
の

羽
根
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
以
上
'
柳
か
ら
翼
ま
で
が
朱
鳥
に
見
た
て
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の

｢
鳥
｣
も
星
の
並
び
方
に
よ
っ
て
名

づ
け
ら
れ
た
'
二
十
八
宿
と
は
別
の
星
座
名
で
あ
る
｡

『史
記
』
天
官
書
に
は
次
の
西
官
を
総
柄
す
る
名
稀
す
る
名
稀
と
し
て
は
四
面
の
名
が
記
さ
れ
て
ゐ
ず
'
そ
れ
を
代
表
す
る
星
座
名
の
成
池
が
い

き
な
り
記
さ
れ
る
｡
然
し
西
宮
の
項
の
星
座
の
記
連
中
に
は

参
鵠
白
虎

と
'
即
ち
参
の
星
座
は
白
虎
だ
と
あ
り
'
参
'
即
ち
オ
リ
オ
ン
の
三
つ
星
が
白
虎
と
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
の
三
星
は

一
向
に
虎
ら
し
い
形
を
し
て
ゐ
な

い
｡
こ
れ
が
虎
に
見
た
て
ら
れ
た
の
が
古
-
よ
り
あ
る
こ
と
か
､
五
行
家
の
案
出
し
た
こ
と
な
の
か
は
明
か
で
な
い
｡



北
官
の
項
目
の
下
に
は
こ
れ
に
屠
す
る
星
座
を
絶
栴
す
る
名
と
し
て
玄
武
が
'
そ
れ
を
代
表
す
る
星
座
と
し
て
虚
'
危
が
記
さ
れ
る
｡

『索
隠
』

に

爾
雅
云
'
玄
稗
､
虚
也
'
又
云
北
陸
へ
虚
也
-
-
･

と
'
即
ち
､
爾
雅
に
い
ふ
､
玄
梓
は
虚
の
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
い
ふ
､
北
陸
は
虚
の
こ
と
だ
､
と
､
と
｡
中
官
'
兼
官
の
鰹
例
か
ら
類
推
す
る
と
'

こ
の
司
馬
貞
の
い
ひ
方
は
玄
武
と
い
ふ
星
座
が
玄
朽
'
即
ち
虚
だ
t
と
い
ふ
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
天
官
書
の

｢
虚
危
｣
の
下
の
正
義

に
は

虚
二
星
､
危
三
星
馬
玄
杓

と
､
即
ち
虚
の
二
星
と
危
の
三
星
を
合
せ
て
玄
梓
と
い
ふ
､
と
い
ふ
｡
玄
武
の
場
合
だ
け
は
ど
の
星
宿
が
玄
武
な
の
か
'
本
文
か
ら
は
知
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
が
'
こ
の
解
樺
に
従
ふ
と
す
れ
ば
'
玄
武
も
蒼
龍
の
場
合
と
同
様
'
そ
の
方
角
に
屈
す
る
星
座
を
終
稀
す
る
名
に
常
る
星
座
と
'
そ
れ
を

代
表
す
る
星
宿
が

一
致
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
｡
虚
'
危
は
こ
う
ま
座
の
α
､
み
な
み
の
魚
の
α
､

β
ペ
ガ
サ
ス
の

e

c
b
の
五
角
形
を
な
す
五

(54
)

星
で
あ

る

｡

慮
､
危
の
形
は
亀
の
甲
の
形
と
も
み
ら
れ
る
｡
然
し
白
虎
の
場
合
と
同
株
へ
こ
の
場
合
も
こ
の
星
座
が
い
つ
か
ら
亀
に
み
た
て
ら
れ
た

か
明
か
で
な
い
｡

以
上
､
天
官
書
の
記
載
は
中
官
'
東
宮
'
南
官
等
と
星
座
を
方
角
に
よ
っ
て
匝
分
L
t
各
～
の
始
め
に
各
官
に
属
す
る
星
座
を
維
稀
す
る
星
座
名

を
撃
げ
る
の
で
あ
る
が
'
蒼
龍
'
朱
雀
'
白
虎
な
ど
に
は
方
角
に
よ
っ
て
匝
分
さ
れ
た

一
群
の
星
座
中
に
そ
れ
に
該
嘗
す
る
星
座
が
あ
り
､
前
二
者

(55
)

は
漠
よ
り
も
古
く
か
ら
龍
'
鳥
に
み
た
て
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
た
だ
西
方
の
み
は
始
め
に
代
表
す
る
星
座
名
と
し
て
威
池
が
あ
げ
ら
れ

て
四
両
名
の
絶
稀
が
な
-
､
白
虎
は
本
文
中
に
出
て
-
る
鮎
､
鰹
我
が
整
っ
て
ゐ
な
い
｡

所
で
次
の
こ
と
は
注
目
に
慣
す
る
｡
即
ち
'
港
南
子
が
五
行
に
配
さ
れ
た
五
つ
の
惑
星
を
あ
げ
'
そ
の
獣
と
し
て
五
獣
を
教

へ
る
の
に
勤
し
'
さ

う
時
代
の
隔
ら
な
い
天
官
書
で
は
'
恒
星
を
中
お
よ
び
東
西
南
北
の
五
つ
の
官
に
匝
劃
し
'
四
方
の
各
J～
に
蒼
龍
'
朱
雀
へ
白
虎
､
玄
武
な
ど
四
両

の
名
を
も
っ
て
す
る
各
官
の
線
種
を
各
官
の
目
の
す
ぐ
下
に
注
記
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
に
み
た
や
う
な

『港
南
子
』
と

『史
記
』
天
官
書

漢
鏡
の
閲
柄
二
､
三
に
つ
い
て



東

方

撃

報

の
シ
ス
テ
ム
の
相
違
'
天
官
書
の
記
載
の
不
統

一
な
ど
か
ら
考

へ
る
と
'
こ
の
時
代
に
は
四
神
は
天
の
四
方
に
割
普
て
る
瓢
で
は

一
致
し
て
も
'
そ

れ
を
ど
の
や
う
な
星
に
割
り
振
る
か
に
つ
い
て
は
'
未
だ
定
説
と
い
ふ
も
の
が
成
立
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡

こ
の
も
た
つ
き
加
減
は
､
次
に
引
-
後
漠
の
王
充
の

『論
衡
』
の
整
正
な
論
調
と
比
べ
た
時
'
更
に
目
立
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
よ
う
｡
同
書
'
物

勢
簾
に
は
'

東
方
木
也
'
其
星
倉
龍
也
'
西
方
金
也
､
其
星
白
虎
也
'
南
方
火
也
へ
其
星
朱
雀
也
'
北
方
水
也
'
其
星
玄
武
也
'
天
有
四
星
之
精
､
降
生
四

獣
之
鰻
'
含
血
之
獣
'
以
四
獣
馬
長

と
｡
天
の
四
方
に
蒼
龍
白
虎
等
々
と
い
ふ
星
が
あ
り
'
そ
の
精
が
地
に
降
る
と
夫
～
の
名
の
動
物
が
生
れ
る
｡
生
き
身
の
動
物
は
こ
れ
ら
天
か
ら
降

っ
て
生
れ
た
四
種
の
動
物
を
首
長
と
す
る
､
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
四
神
の
名
の
星
は
港
南
子
の
惑
星
説
で
な
い
｡
天
官
書
の
恒
星
説
は

『漢
書
』
に

も
引
つ
が
れ
て
を
-
'
趨
勢
は
そ
の
方
に
落
ち
つ
い
て
い
つ
た
や
う
で
あ
る
｡
ま
た

『
三
輔
黄
固
』
'

未
央
官
の
候
に

蒼
龍
白
虎
､
朱
雀
玄
武
'
天
之
四
重
'
以
正
四
万
㌧
王
者
制
官
闘
殿
闇
へ
取
法
悪

と
｡
蒼
龍
白
虎
等
天
の
四
憲
は
四
方
を
正
す
｡
王
者
は
宮
閲
殿
闇
な
ど
を
作
る
の
に
こ
れ
に
法
る
t
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
天
の
四
蚕
が
惑
星

で
あ
つ
て
は
不
動
の
建
築
物
と
イ
メ
ー
ジ
が
合
は
な
い
｡

国
13
の
鏡
に
も
ど
る
と
'
こ
こ
で
地
を
象
る
方
形
の
外
､
蓋
状
の
天
を
象
る
画
の
四
方
に
表
は
さ
れ
た
四
神
の
園
は
'
天
の
東
西
南
北
に
在
る
夫

～
の
名
の
星
座
の
精
が
'
四
種
の
動
物
の
形
で
'
夫
JV
が
寛
際
に
占
め
る
位
置
に
表
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
た
｡

な
は
､
さ
き
に
注
目
し
た

『准
南
子
』
天
文
訓
'

『史
記
』
天
官
書
か
ら
う
か
が
は
れ
る
'
そ
の
時
分
の
四
所
に
つ
い
て
の
解
輝
の
流
動
性
は
'

方
格
塊
矩
四
面
鏡
成
立
の
時
期
と
考

へ
併
せ
る
と
興
味
深
い
｡
即
ち
'
所
謂
方
格
規
短
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
天
地
四
極
の
固
形
は
早
-
戦
闘
後
期

の
四
龍
を
飾
っ
た
鏡
に
出
現
t
t
前
漠
中
期
頃
の
菓
紋
鏡
な
ど
に
も
用
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
が
四
両
と

1
緒
に
用
ゐ
ら
れ
､
方
格
規
矩
四

両
鏡
が
出
現
す
る
の
は
前
漠
後
期
か
ら
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
四
両
が
四
方
の
碑
と
し
て
揃
っ
て
固
像
に
表
は
さ
れ
る
や
う
な
例
は
'
方
格
規
矩
四
両

(56
)

鏡
が
最
初
の
や
う
で
あ
る
｡
勿
論
請
'
虎
'
鳳
風
'
亀
な
ど
個
個
の
圏
像
的
表
現
は
殿
に
遡
る
の
で
あ
る
が
｡
と
こ
ろ
で
こ
の
式
の
鏡
が
出
て
-
る



す
ぐ
前
'
紀
元
前

l
O
O
年
前
後
の
時
代
に
は
四
両
の
解
樺
に
ま
だ
統

一
が
な
か
っ
た
と
な
る
と
､
四
両
鏡
が
出
現
し
､
こ
の
式
の
鏡
が
盛
に
使
は

れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
､
恐
ら
-
四
両
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
存
在
し
た
若
干
の
混
乱
も
解
消
し
､
そ
れ
が
普
及
し
出
し
た
時
期
と

一

(57
)

致
す
る
と
考

へ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ

る

｡
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漢
鐘
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て

さ
て
四
両
の
何
た
る
か
が
わ
か
っ
た
の
で
､
次
に
方
格
規

矩
四
両
鏡
で
四
両
と
他
の
動
物
像
が
組
合
せ
ら
れ
た
も
の
の

考
察
に
移
る
｡
鏡
紋
で
は
育
龍
､
白
虎
'
朱
雀
､
玄
武
は
そ
れ

だ
け
で
純
粋
に
用
ゐ
ら
れ
る
例
は
多
-
な
-
て
､
多
-
の
場

(58
)

合
他
の
動
物
と
組
合
せ
ら
れ
て
ゐ

る

｡

鈴
木
博
司
は
こ
れ
ら

は
注
(57
)
に
引
い
た

『周
薩
』
の
旗
に
関
す
る
記
載
で
交
龍
､

熊
虎
､
鳥
隼
'
亀
蛇
と
い
ふ
や
う
に
組
合
せ
て
用
ゐ
ら
れ
た

動
物
の
固
柄
か
ら
四
両
だ
け
が
猪
立
し
､
新
た
に
他
の
動
物

(59
)

と
組
合
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
も
の
､
と
考

へ
て
ゐ
る
｡

『
周
縫
』
に
記
さ
れ
る
旗
の
圃
柄
と
問
題
の
鏡
の
四
両
国
の

関
係
は
､
前
者
の
固
像
的
資
料
が
敏
如
し
て
ゐ
る
た
め
､
立

ち
入
っ
た
考
察
を
加
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
こ
れ
は
し
ば

ら
く
お
く
こ
と
に
す
る
｡

鏡
の
圃
像
そ
の
も
の
を
観
察
し
て
み
る
に
'
前
漢
末
か
ら

王
葬
の
頃
に
型
が
出
来
上
る
類
で
は
'
四
両
の
夫
JV
に
大
腰

一
九
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二
〇

決
っ
た
封
手
が
あ
る
や
う
に

見
受
け
ら
れ
る
｡
育
龍
と
紳

人
'
朱
雀
と
鳥
'
白
虎
と
壁

な
い
し
こ
れ
に
騎
る
両
人
'

玄
武
と

一
角
獣
､
と
い
ふ
と

こ
ろ
で
あ
る

(圃
S

)
｡

四
顧

が
さ
き
に
見
た
や
う
に
天
を

東
西
南
北
四
つ
に
区
切
っ
た

夫
～
の
星
宿
の
精
で
､
天
上

に
あ
る
星
座
を
表
は
L
t
こ

れ
ら
が
天
を
象
っ
た
回
の
中

で
夫
"
の
あ
る
べ
き
位
置
に

配
さ
れ
て
ゐ
る
と
な
る
と
'

こ
れ
ら
四
両
と
組
に
な
っ
て

固
像
が
書
か
れ
て
ゐ
る
紳
人
'

鳥
'
聾
､

一
角
獣
な
ど
も
'

天
に
あ
る
星
座
で
は
な
い
か

と

一
撃

へ
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
さ
う
で
な
い
｡

四
両
と
組
に
な
っ
て
表
は
さ
れ
る
動
物
像
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
'
そ
れ
ら
が
星
座
だ
と
い

ふ
話
は

一
向
に
出
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡



さ
う
す
る
と
'
四
両
と
組
合
せ
ら
れ
た
固
像
に
は
別
の
意
味
が
あ
つ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
例

へ
ば

一
つ
の
方
角
の
み
に
排
他
的
に
現
れ
る
動

物
が
あ
る
｡
獅
子
が
白
虎
と
の
み
組
合
せ
ら
れ
'
人
首
鳥
身
の
滴
や
人
首
獣
身
の
両
が
南
の
み
に
配
さ
れ
る
ご
と
き
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
み

る
と
､
例

へ
ば
獅
子
は
西
域
に
産
す
る
か
ら
西
方
の
白
虎
と
組
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
t
と
い
ふ
や
う
に
解
樺
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

ま
た
龍
に
組
合
せ
ら
れ
た
両
人
に
は
龍
に
向
つ
て
芝
草
の
類
を
差
出
す
も
の
が
あ
る
｡
さ
う
す
る
と
'
こ
の
両
人
は
豪
龍
氏
と
で
も
考

へ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
｡
然
し
な
が
ら
両
人
は
碓
ば
か
り
か
'
朱
雀
に
も
'
白
虎
に
も
'
玄
武
に
も
件
ふ
例
が
あ
る

(固
15
)
｡

こ
れ
ら
が
豪
龍
氏
で
な
け
れ

ば
､
龍
に
件
ふ
も
の
に
つ
い
て
も
別
棟
な
解
樺
が
必
要
で
あ
る
｡

玄
武
に
は
よ
-
蛙
が

一
緒
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
(図
16
㌧
下
)
｡

こ
れ
が
嘘
除
だ
と
す
る
と
'
塘
蛤
は
月
に
棲
み
､
陰
の
動
物
だ
か
ら
北
方
の
精
で
あ

図16 万格規矩四両鏡の四両と腔蛤 約1/1

漢
鏡
の
固
柄
二
､
三
に
つ
い
て

る
玄
武
と
性
質
が
共
通
す
る
所
か
ら

一
緒
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
'

と
考

へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
｡
こ
れ
旦
台
で
あ
る
｡
蛙
の
姿

は
南
方
の
朱
雀
と
も
'
西
方
の
虎
と
も

一
緒
に
表
は
さ
れ
る
例

が
あ
る
か
ら
で
あ
る

(同
16
､
上
'
中
)
｡

こ
こ
に
撃
げ
た
両
人
や

蛙
以
外
に
も
'

一
つ
の
方
角
だ
け
で
な
-
'
二
つ
以
上
の
方
角

(60
)

に
表
は
さ
れ
る
固
像
は
熊
､
羊
'
鳥
等
多
多
あ
る
t

と
い
ふ

よ
り
'
始
め
に
引
い
た
獅
子
'
人
面
の
鳥
や
獣
が
例
外
な
の
で

あ
る
｡
す
る
と
そ
の
動
物
に
伴
ふ
停
説
上
な
い
し
性
格
の
上
の

つ
な
が
り
か
ら
､
そ
れ
が
そ
の
方
角
を
代
表
す
る
四
両
の

1
つ

と
組
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
t
と
い
ふ
解
樺
も

一
般
的
に
は
成
立
し

え
な
い
こ
と
に
な
る
｡
四
所
と
豊
富
な
種
類
の
動
物
が
組
に
な

っ
て
表
現
さ
れ
る
の
が
'
方
格
規
矩
四
両
鏡
の
み
に
限
ら
れ
る

二
一
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二
二

特
殊
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
顧
慮
す
れ
ば
へ
こ
の
こ
と
は
益
.V
確

か
と
い
へ
よ
う
｡

か
う
み
て
-
る
と
天
の
東
西
南
北
四
方
を
代
表
し
'
固
形
に
表

は
さ
れ
た
天
の
常
該
の
方
角
に
配
せ
ら
れ
た
四
静
に
'
星
座
と
関

係
の
な
い
両
人
や
動
物
'
動
物
形
の
蹄
が

1
緒
に
現
れ
る
と
い
ふ

の
は
'
全
-
不
思
議
で
は
な
い
か
｡
然
り
'
こ
れ
は
不
思
議
-
･と

思
ふ
の
が
木
骨
な
の
で
あ
る
｡
同
時
代
の
人
人
も
こ
れ
を
み
て
普

然
こ
れ
は
奇
蹟
t
と
思
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
古
来
不
饗
で
あ
る
べ

き
星
座
の
精
の
世
界
に
両
人
や
動
物
が
仲
間
入
り
L
t
合
話
を
交

L
p
嬉
婿
と
戯
れ
て
さ
へ
ゐ
る

(固
5
)
｡

天
上
に
起
っ
た
異
常
な

光
景
と
い
ぶ
他
な
い
｡
常
時
の
人
の
感
覚
で
い
へ
ば
天
上
に
符
瑞

が
現
れ
た
の
で
あ
る
｡

ヽ

(61
)

符
瑞
と
い
ふ
と
､
例

へ
ば
南
に
聖
徳
が
あ
っ
た
の
で

｢
自
狐
九
尾
の
瑞
｣
が
あ

っ
た
と
か
'
季
歴
の
十
年
に
飛
確
が
殿
の
牧
野
に
み
ち
た
が
'

～

(62
)

｢
こ
れ
は
蓋
し
聖
人
が
下
に
あ
り
'
婿
に
起
ら
ん
と
す
る
の
符
な
り
｣
と
い
ふ
や
う
に
､
主
君
の
徳
の
高
い
こ
と
に
封
廃
し
て
何
か
の
異
常
な
動
植

物
が
地
上
に
出
現
す
る
と
か
'
将
来
起
る
べ
き
よ
い
こ
と
の
前
兆
と
し
て
不
思
議
な
現
象
が
起
る
t
と
い
ふ
俗
信
で
あ
る
｡
前
藻
末
に
こ
の
や
う
な

(63
)

迷
信
が
流
行
L
t
そ
れ
を
利
用
し
て
王
葬
が
天
下
を
奪
っ
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
る
所
で
あ
る

｡

今
問
題
の
方
格
規
矩
四
両
鏡
の
銘
文
に
は
四
重
に
つ
い
て

(64
)

左
龍
右
虎
得
天
背

(精
)'
朱
雀
玄
武
法
列
星

と
'
即
ち
東
の
龍
'
西
の
虎
は
天
の
精
を
得
'
朱
雀
と
玄
武
は
天
の
星
を
象
る
､
と
｡
ま
た



(
65

)

(
66

)

(
67

)

左
確
右

虎

掌

四

彰

'

朱
雀
玄
武
順

陰

陽

(68
)

と
､
即
ち
東
の
龍
と
西
の
虎
は
四
方
の
方
角
を
掌
り
'
朱
雀
と
玄
武
は
陰
陽
を
順
調
な
ら
し
め
る
'
と
｡
ま
た

(96
)

左
龍
右
虎
静
不
祥
'
朱
雀
玄
武
順
陰
陽

と
'
即
ち
p
東
の
龍
と
西
の
虎
は
不
群
を
遠
ざ
け
'
-
･･･(以
下
前
の
も
の
に
同
じ
)
と
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
や
う
に
'
天
上
の
夫
～
所
定
の
位

置
に
あ
っ
て
青
龍
'
白
虎
､
朱
雀
'
玄
武
は
天
の
四
方
を
掌
り
'
陰
陽
の
働
き
を
順
調
な
ら
し
め
る
t
と
い
ふ
使
命
を
果
し
て
ゐ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
｡
符
瑞
の
流
行
し
た
前
漢
末
か
ら
王
葬
時
代
の
人
人
の
目
か
ら
み
れ
ば
'
地
上
に
あ
っ
て
天
子
が
そ
の
徳
を
磨
き
､
政
治
を
ま
と
も

に
行
っ
た
な
ら
ば
､
常
然
そ
の
周
過
に
願
麟
'
鳳
風
'
龍
な
ど
の
瑞
が
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
ま
た
天
上
に
あ
っ
て
不
祥
を
遠
ざ
け
て
陰
陽
を
順

へ
､

大
い
に
貴
賎
を
あ
げ
て
ゐ
る
四
両
が
ゐ
た
と
す
れ
ば
'
常
然
そ
れ
ら
に
も
さ
う
い
っ
た
祥
瑞
が
現
れ
る
べ
き
で
あ
る
へ
と
い
ふ
か
､
さ
う
い
ふ
四
両

は
瑞
獣
と
共
に
塞
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
精
励
ぶ
り
が
象
徴
的
な
形
に
表
現
さ
れ
え
た
､
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
四
神
と
瑞
獣
の
園
を
み
て
漢
人
の
思
っ
た
こ
と
は
す
る
と
か
う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
天
上
に
あ
っ
て
東
西
南
北
四
方
の
精
で
あ
る
四
顧
は

期
待
通
り
の
宴
威
を
護
揮
し
'
悪
い
影
響
を
退
け
'
陰
陽
の
働
き
を
順
調
な
ら
し
め
て
ゐ
る
｡
そ
れ
が
琵
操
に
彼
等
の
も
と
に
各
種
の
瑞
獣
が
現
れ

て
踊
り
'
た
は
む
れ
'
四
両
た
ち
と
禽
話
を
交
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
､
と
｡

方
格
規
矩
四
両
鏡
に
あ
っ
て
多
-
の
場
合
四
両
と
各
種
の
動
物
が
組
に
な
っ
て
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
､
彼
等
の
働
き
に
鷹
じ
て
現
れ
た
瑞
獣
が

一
緒
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
こ
と
'
以
上
の
ご
と
-
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
四
両
と
そ
れ
以
外
の
動
物
の
組
合
せ
が
固
定
せ
ず
'
流
動
性

を
保
っ
て
ゐ
る
こ
と
も
解
樺
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
｡
即
ち
各
種
の
瑞
獣
と
い
ふ
も
の
は
､
夫
JV
君
主
に
ど
ん
な
徳
が
あ
っ
た
時
に
現
れ
る
t
と
い
ふ

特
殊
的
な
性
質
は
も
っ
て
ゐ
て
も
へ
誰
に
射
し
て
ど
の
獣
が
現
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
決
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
｡

四
両
以
外
の
瑞
獣
に
ど
の
や
う
な
種
革
が
あ
る
か
､
そ
れ
ら
が
何
と
呼
ば
れ
た
か
､
ど
の
や
う
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
､
等
は
興
味

深
い
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
は
鏡
紋
以
外
の
資
料
も
併
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
'
あ
ら
ま
し
の
解
明
を
す
る
だ
け
で
も
か
な
り
の
紙

面
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
近
-
別
の
横
合
に
と
り
あ
げ
て
諭
ず
る
こ
と
に
し
た
い
｡

漠
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て
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三

三
段
式
神
仙
鏡

次
に
も
う
少
し
時
代
の
降
る
鏡
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
｡
三
段
式

(70
)

紳
仙
鏡
と
は
固
18
-
21
の
ご
と
き
も
の
を
指

す

｡

例
数
は
さ
う
多
-

な
い
も
の
で
あ
る
が
'
い
づ
れ
も
中
央
の
鉦
を
挟
む
窄
行
な
二
本
の

線
を
も
っ
て
内
匠
を
≡
段
に
分
け
'
上
'
中
'
下
各
段
に
画
像
を
配

す
る
｡
園
に
み
る
ご
と
く
'
像
の
方
向
は
色
色
で
あ
る
が
'
表
は
さ

れ
て
ゐ
る
も
の
は
大
同
小
異
で
あ
る
｡
銘
文
は
あ
つ
て
も
簡
単
な
吉

祥
語
の
額
で
'
紀
年
銘
の
も
の
は
知
ら
れ
な
い
｡
然
し
固
像
の
表
現
'

装
飾
紋
様
な
ど
か
ら
み
て
大
鮭
後
漢
末
か
ら
三
園
に
か
け
て
の
も
の

と
判
定
さ
れ
る
｡仙

華
蓋
､
天
皇
大
帝

こ
の
式
の
銃
に
表
は
さ
れ
た
諸
所
像
の
う
ち
'
鉦
の
左
右
に
配
さ
れ
､
衣
の
領
か
ら
上
に
向
つ
て
長
い
飾
り
を
廓

へ
す
紳
像
が
西
王
付
'
東
王
公

で
あ
ら
う
こ
と
は
'
董
像
石
な
ど
の
例
か
ら
誰
し
も
容
易
に
数
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
事
賓
固
巧

21
の
も
の
で
は
'
左
の
画
像
が
頭
上
に

｢
勝
｣

を
戴
い
て
を
り
'
確
か
に
こ
れ
が
西
王
母
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
そ
の
上
下
の
段
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る

の
は
何
か
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
恐
ら
-
誰
も
論
じ
た
者
が
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
次
に
こ
れ
を
考

へ
て
み
た
い
｡

圏
19

-
21
の
上
段
の
園
柄
を
み
る
と
'
中
央
に
は
蛇
の
絡
ん
だ
免
'
即
ち
玄
武
が
居
り
､
そ
の
背
甲
の
頂
上
に
柱
が
立
ち
'
柱
の
上
に
は
管
物
の



菊
の
花
の
や
う
な
も
の
が
み
え
る
｡
鏡
の
中
央
の
段
,
鉦
の
左
右
に
は
京
王
公
､
西
王
母
が
表
は
さ
れ
て
を
り
､
そ
の
上
段
に
玄
武
が
ゐ
る
と
な
る

と
,
こ
の
上
段
は
北
方
の
世
界
を
表
は
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
-
こ
と
が
ま
づ
推
測
さ
れ
る
｡
す
る
と
'
こ
こ
に
立
っ
た
柱
と
管
物
の
菊
の
花
の
や
う
な

も
の
は
何
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
｡
玄
武
の
背
甲
の
上
に
立
っ
た
柱
の
頂
に
つ
-
所
か
ら
､
先
づ
植
物
の
や
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か

で
あ
る
.

一
見
何
か
傘
の
や
う
な
人
工
物
を
恩
は
せ
る
｡

花
糖
の
や
う
に
末
端
が
軽
-
反
り
上
っ
た
も
の
で
構
成
さ
れ
た
傘
の
や
う
な
も
の
と
い
へ

ば
､
鳥
の
羽
根
で
作
っ
た
｢

蓋
｣

が
起
ひ
起
さ
れ

よ
う
｡
『説
文
解
字
』
羽
部
に

｢
磐
は
華
蓋
な
｡
｣
と
い
ふ
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
｡
華
蓋
と
い
ふ

も
の
に
つ
い
て
顔
師
古
は

(71
)

『急
就
篇
』
の
注
に

黄
玉
公
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二
六

l
日
､
緊
者
謂
華
蓋
也
､
今
之
維
尾
扇
是
其
遺
象

と
'
即
ち

l
に
白
く
'
磐
は
華
蓋
を
い
ふ
な
り
｡
今
の
堆
尾
の
扇
は
そ

の
遵
象
な
り
､
と
い
ふ
｡
そ
の
形
を
考

へ
る
上
の
参
考
と
な
ら
う
｡
即

ち
'
磐
は
華
蓋
の
こ
と
だ
が
'
今
の
(唐
の
)
錐
の
羽
板
で
作
っ
た
后
は

そ
の
形
の
名
残
を
侍

へ
る
も
の
だ
へ
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
唐
時
代
の
雑

の
羽
根
で
作
っ
た
易
の
遺
物
は
残
ら
な
い
が
'
他
の
鳥
の
羽
根
で
作
っ

た
易
な
ら
今
日
で
も
中
国
に
あ
る
｡
鳥
の
長
君
を
花
の
花
び
ら
状
に
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
.
華
蓋
は
さ
う
す
る
と
､
美
し
い
鳥
の
羽
根
を
花

ヽ
ヽ

の
や
う
な
形
に
ま
と
め
た
か
さ
で
あ
る
｡
今
問
題
の
鏡
の
傘
状
の
も
の

が
'
管
物
の
菊
の
花
の
や
う
に
見
え
た
の
は
'
ま
さ
に
こ
れ
が
鳥
の
羽

ヽ
ヽ

根
で
作
っ
た
花
の
形
の
か
さ
'
華
蓋
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
｡

そ
れ
で
は
華
蓋
は
北
方
'
玄
武
と
ど
う
い
ふ
関
係
が
あ

る

の
か
｡

『説
文
』
前
引
の
繋
字
の
注
に
段
玉
裁
は
西
京
賦
に

｢
華
蓋
承
辰
｣
と

あ
り
'
注
に

韓
綜
日
､
華
蓋
星
覆
北
斗
'
王
者
法
而
作
之

と
,
即
ち
蘇
綜
は
い
ふ
'
華
蓋
星
は
北
斗
に
さ
し
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
｡
王
者
は
こ
れ
に
法
っ
て
華
蓋
と
い
ふ
も
の
を
作
っ
た
､
と
い
ふ
の
を
引
-
｡

華
蓋
星
を
手
本
に
し
て
天
子
用
の
華
蓋
を
作
っ
た
､
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
華
蓋
星
と
い
ふ
も
の
は

『史
記
』
天
官
書
に
は
な
い
が
'

『青
書
』
天
文

志
'
上
に
出
て
く
る
｡
中
宮
の
候
に
次
の
ご
と
-
あ
る
｡



北
極
瓦
屋
､
釣
陳
六
星
､
皆
在
紫
宮
中
'
北
極
､
北
辰
最
尊
者
也
､
其
紐
星
､
天
之
枢
也
､
天
運
無
窮
二

二
光
速
濯
､
而
極
星
不
移
'
故
日
'

居
某
所
而
衆
星
鉄
之
､
第

一
星
主
月
､
太
子
也
､
第
二
星
主
日
､
帝
王
也
､
亦
太
乙
之
坐
'
謂
最
赤
明
者
也
､
第
三
星
主
五
星
'
庶
子
也
､
中

屋
不
明
'
主
不
用
事
､
右
星
不
明
'
太
子
憂
､
釣
陵
後
宮
也
､
大
帝
之
正
妃
也
'
大
帝
之
帝
展
也
､
北
四
星
日
女
御
官
'
八
十

一
御
妻
之
象
也
'

鈎
陵
口
中

一
星
日
天
皇
大
帝
､
其
両
日
耀
塊
賓
､
主
御
群
豪
､
執
寓
紳
固
'
拘
北
極
四
星
日
四
輔
､
所
以
輔
佐
北
極
'
而
出
度
援
政
也
､
大
帝

上
九
星
日
華
蓋
'
所
以
覆
蔽
大
帝
之
坐
也
､
蓋
下
九
星
日
柾
､
蓋
之
柄
也
､
華
蓋
下
五
星
日
五
帝
内
坐
､
設
裁
順
帝
所
盾
也

と
｡
即
ち
､
北
極
の
五
星
と
鈎
陳
の
六
星
は
み
な
紫
宮
の
中
に
あ
る
｡
北
極
は
北
方
の
諸
星
の
中
で
最
も
尊
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
中
の
紐
星
は
天

(72
)

(73
)

の
纏
で
あ
る
｡
天
は
極
り
な
-
運
行
L
t
日
月
星
辰
の
一二
光
は
迭
ひ
に
耀
-
け
れ
ど
も
､
北
極
の
星
は
移
動
し

な
い｡故
に
そ
れ
は
そ
の
所
に
ゐ
て

衆
星
は
こ
れ
に
扶
す
る
t
と
い
ほ
れ
る
の
で
あ
る
｡
北
極
の
星
座
の
第

一
星
は
太
子
で
月
を
主
管
す
る
｡
第
二
星
は
帝
王
で
日
を
主
管
す
る
｡
第
三

星
は
庶
子
で
五
つ
の
惑
星
を
主
管
す
る
｡
中
央
の
帝
王
の
星
が
明
る
-
な
い
時
は
､
天
子
は
構
成
を
失
墜
す
る
｡
右
の
庶
子
の
星
が
明
る
く
な
い
と
､

太
子
に
憂
ひ
ご
と
が
生
ず
る
｡
鈎
陳
は
後
宮
で
'
天
皇
大
帝
の
正
妃
で
あ
り
'
そ
の
居
所
で
あ
る
｡
北
極
の
北
の
四
星
を
女
御
官
と
い
ひ
'
八
十

一

徹
妻
の
象
徴
で
あ
る
｡
鈎
陳
の
口
中
の
l
星
を
天
皇
大
帝
と
い
ひ
'
そ
の
両
を
濯
塊
賓
と
い
ふ
｡
群
蚕
を
統
御
す
る
こ
と
を
主
-
'
寓
頑
固
を
保
持

し
て
ゐ
る
｡
北
極
の
四
星
を
抱
-
形
に
な
っ
て
ゐ
る
星
座
を
四
輔
と
い
ふ
｡
北
極
を
輔
佐
し
て
制
度
を
決
め
て
政
を
授
け
る
も
の
で
あ
る
｡
天
皇
大

(74
)

帝
の
上
の
七
星
を
華
蓋
と
い
ぶ
｡

天
皇
大
帝
の
玉
坐
を
上
か
ら
お
は
ふ
も
の
で
あ
る
｡

華
蓋
の
下
の
九
星
を
柾
と
い
ふ
｡

華
蓋
の
柄
で
あ
る
｡

華
蓋

(75
)

の
下
の
五
星
を
五
帝
内
座
と
い
ふ
.
配
置
の
順
位
は
五
帝
の
夫
～
が
賓
際
に
居
る
場
所
の
関
係
位
置
に
従
っ
て
ゐ
る
t
と
.
ホ
-
･
ボ

ン

｡
ヨ
ー
ク

(76
)

の

『晋
書
』
天
文
志
課
に
そ
へ
ら
れ
た
星
座
固
に
よ
っ
て
こ
の

『晋
書
』
に
記
さ
れ
る
紫
官
の
あ
た
り
の
星
座
を
固
22
に
か
か
げ

る

｡

華
蓋
と
い
ふ
星
座
は
こ
こ
に
引
い
た

『晋
書
』
天
文
志
の
文
や
固
22
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
や
う
に
､
天
の
囲
運
動
の
中
心
の
近
-
に
あ
り
'
夫
～

日
､
月
'
惑
星
を
司
る
帝
王
､
太
子
'
庶
子
と
さ
れ
る

｢
北
極
｣
の
星
座
'
そ
の
妃
や
妾
た
ち
､
諸
藷
の
臣
な
ど
に
普
て
ら
れ
る

一
群
の
星
を
含
ん

だ
宮
殿
で
あ
る
紫
微
官
の
中
に
あ
っ
て
､
群
塞
諸
所
の
総
元
締
と
み
な
さ
れ
た
今
日
の
北
極
星
､
天
皇
大
帝
に
さ
し
か
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

鏡
の
固
像
で
華
蓋
が
玄
武
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
の
は
､
こ
の
華
蓋
が
地
上
の
も
の
で
な
-
､
北
極
の
華
蓋
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
や
う
な
形
で
表
現
し

漢
鏡
の
間
柄
二
'
三
に
つ
い
て



園22 『晋書』天文志の北極附近の星座 (HoPengYokeによる)

東

方

学

報

二
八



た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡

な
は
､

ホ
-
氏
に
よ
っ
た
固
22
で
は
華
蓋
の
蓋
の
部
分
が
妙
に
凸
凹
し
た
形
に
な
っ
て
ゐ
る
が
､
こ
れ
は
本
文
の

｢
九
星
｣
は

｢
七
星
｣
と
す
べ

き
だ
と
注
意
し
な
が
ら
､
因
で
は
無
理
に
九
個
の
星
を
拾
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
固
23
は
土
橋
八
千
太
､
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
･
シ
ュ
ヴ
ア
リ
工
が

『欽
定

(77
)(78
)

儀
象
考
成
』
に
よ
っ
て
作

っ

た

囲

に
よ
り
､
図
22
と
同
じ
方
法
で
作
固
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
や
う
に
七
星
を
と
れ
ば
き
れ
い
な
形
が
出
る
｡

(79
)

(8

0
)

こ
の
方
が
正
し
い
と
思
ほ
れ
る
｡
圃
24
は
シ
ュ
レ
-
ゲ
ル
が

『
天
原
暦
理
』
に
よ
っ
て

作

っ

た

固

に
よ
り
､
固
22
と
同
じ
方
法
で
梨
園
し
た
も
の
で

あ
る
｡
華
蓋
の
柄
が
ひ
ょ
ろ
長
す
ぎ
る
感
じ
で
あ
る
｡

ほ
か
に
､
華
蓋
星
を
固
22
㌧
23
の
や
う
に
取
る
に
せ
よ
'
固
24
の
や
う
に
と
る
に
せ
よ
､
そ
の
柄
は
曲
っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
賓
際
に
用
ゐ
ら
れ
た

固23 華蓋,五帝内座,釣陳 (土橋,Chevalierによる)

凶24 華蓋,五帝内座,釣陳 (Schlegelによる)

漠
鏡
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て
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蓋
の
此
柄
に
な
ぞ
ら
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
｡
固
25
は
東
晋
時
代
の
墓
室
に
塞
か
れ
た
壁
蓑
で
あ
る

が
へ
大
き
-
書
か
れ
た
主
要
人
物
の
右
に
曲
柄
の
蓋
が
見
出
さ
れ
る
｡
常
時
の
人
は
華
蓋
星
を
み
て

こ
の
や
う
な
柄
の
蓋
を
連
想
し
た
に
違
ひ
な
い
｡
鏡
の
国
柄
で
は
華
蓋
が
虞
直
な
柄
の
上
に
の
つ
て

ゐ
る
｡
こ
れ
は
華
蓋
が
玄
武
の
背
甲
上
に
立
つ
や
う
に
塞
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
と
同
株
へ
こ
の
重
が
象

徴
的
な
園
で
星
座
の
圃
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
解
辞
さ
れ
る
｡

さ
て
華
蓋
の
説
明
が
長
く
な
っ
た
が
'
右
の
考
へ
に
誤
り
が
な
い
と
す
る
と
'
固

19
1
21
の
鏡
の

園
で
'
華
蓋
の
横
に
坐
り
'
多
く
の
臣
を
侍
ら
せ
た
紳
像
は
'
今
日
の
北
極
星
に
常
る
大
鳥
大
帝
を

お
い
て
他
に
考

へ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
｡
天
皇
大
帝
と
は
前
引

『晋
書
』
天
文
志
に

｢
も
ろ
も
ろ
の

両
室
を
統
御
L
t
や
は
よ
ろ
づ
の
両
の
園
像
を
保
持
す
る
｣
と
い
は
れ
る
｡
固
像
を
持
っ
て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
は
そ
れ
を

コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
と
権
限
を
も
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

『
五
行

(81
)

大
義
』
を
引
か
れ
る

『甘
公
星
経
』
に
は
さ
ら
に
､
天
皇
大
帝
は
五
帝
の
骨
組
だ
と
い
は
れ
る
｡
世

界
中
の
両
神
や
五
帝
な
ど
よ
り
も
更
に
上
位
に
立
つ
'
宇
宙
の
最
高
柵
で
あ
る
｡

『晋
苫
』
天
文
志
に
よ
る
と
鈎
陳
は
天
l=上大
帝
の
後
宮
で
あ
り
'
そ
の
居
所
だ
と
い
ひ
､
ま
た
釣

陳
の
(ひ
し
や
-
形
)
ロ
の
中
の
一
星
を
天
皇
大
帝

と

い
ふ
'
と
あ
る

(.t
け日の
本
文
の
｢
〓
｣
T
は
戎
ひ
は

｢口
｣
の
誤
り
と
も
考

へ
ら
れ
る
｡

さ
う
と
す
れ
ば
釣
帆
の
周
の
中
の
l
星
t

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
)｡
即
ち
鈎
陳
と
天

皇
大
帝
を
明
か
に
二
つ
の
も
の
と
し
て
説
い
て
ゐ
る
｡
こ
の
鮎
土
橋
'
シ
ュ
ヴ
ア
リ
エ
お
よ
び
ホ
-

氏
の
鈎
陳
と
天
皇
大
帝
の
取
り
方
は
合
は
な
い
｡
シ
ュ
レ
-
ゲ
ル
の
や
う
に
釣
陳
と
天
皇
大
帝
を
分

離
L
t
鈎
陳
の
ひ
し
や
-
形
の
口
'
或
ひ
は
園
ひ
の
中
に
天
皇
大
帝
が
入
る
形
に
と
る
べ
き
で
あ
ら

Aつ
O



な
は
固
21
で
は
華
蓋
と
天
皇
大
帝
の
問
に
T
字
形
の
童
座
棟
の
も
の
が
あ
り
'
上
に
二
人
の
人
物
が
坐
り
､
大
帝
の
方
に
向
い
て
ゐ
る
｡
今
の
と

こ
ろ
こ
の
や
う
な
国
柄
は
こ
れ
以
外
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
｡
こ
の
T
字
形
の
豪
産
は
何
か
｡
こ
れ
は
先
に
み
た
太
子
'
帝
王
'
庶
子
な
ど
を
含
ん
だ

今
日
の
子
熊
座
に
嘗
る
星
座
'
北
極
で
は
な
か
ら
う
か
｡
四
極
を
T
字
形
に
表
は
す
例
は
前
の
章
で
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
さ
う
と
す
る
と
こ

の

｢
極
｣
の
上
に
坐
る
の
は
こ
の
星
座
を
構
成
す
る
太
子
､
帝
王
'
庶
子
ら
を
代
表
す
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
よ
う
｡

廟

蒼

頴
'
紳

農

前
節
の
考
察
に
よ
っ
て
北
お
よ
び
東
西
に
嘗
る
上
段
､
中
段
の
神
像
が
何
で
あ
る
か
明
か
に
な
っ
た
｡
そ
れ
で
は
下
段
は
如
何
な
る
碑
で
あ
ら
う

か
｡
固
19
-
21
そ
の
他
の
例
で
も
'
み
な
鑑
り
合
せ
た
縄
の
や
う
な
も
の
を
挟
ん
で
､
同
格
と
思
は
れ
る

一
対
の
像
が
表
は
さ
れ
の
が
通
例
で
あ
る
｡

固
19
の
例
を
み
る
に
'
固
の
方
向
で
い
っ
て
右
側
､
像
の
上
下
が
正
し
い
方
向
に
な
る
や
う
に
し
て
み
た
ら
左
側
に
な
る
両
は
四
日
で
あ
る
｡
四
日

と
い
ふ
と
直
ち
に
思
ひ
起
さ
れ
る
の
は
蒼
韻
で
あ
る
｡

『論
衡
』
'
骨
相
篇
に

蒼
頴
四
日
P
馬
黄
帝
史

と
P
即
ち
蒼
n
'は
四
つ
目
が
あ
り
'
黄
帝
の
書
記
に
な
っ
た
､
と
い
ふ
｡
蒼
頴
に
は
よ
-
知
ら
れ
る
ご
と
-
､
鳥
の
足
跡
に
ヒ
ソ
ー
を
え
て
文
字
を

葦
明
し
た
と
い
ふ
俸
説
が
あ
る
｡

『晋
書
』
､
衛
恒
侍
に

鵠
四
鰹
書
勢
日
'
昔
在
黄
帝
へ
創
制
造
物
､
有
狙
詞
倉
岳
者
へ
姶
作
書
契
､
以
代
結
縄
'
蓋
親
鳥
跡
､
以
興
思
也
-
-
黄
帝
之
史
､
,g
誼
倉
岳
､

眺
彼
鳥
跡
､
始
作
書
契
'
紀
綱
商
事
'
垂
法
立
制

と
､
即
ち
､
衛
恒
は

『四
鰹
書
勢
』
を
著
は
し
､
次
の
や
う
に
記
し
た
｡
昔
､
黄
帝
は
制
度
を
創
め
へ
寓
物
を
造
っ
た
｡
狙
謡
､
倉
韻
と
い
ふ
者
が

居
て
'
始
め
て
文
字
を
作
り
､
結
縄
に
代

へ
た
｡
蓋
し
鳥
の
足
あ
と
を
み
て
思
ひ
っ
い
た
も
の
で
あ
る
･-
-
黄
帝
の
書
記
の
汎
論
へ
倉
頴
は
､
か
の

(82
)

鳥
の
足
あ
と
を
な
が
め
'
始
め
て
文
字
を
作
-
'
商
事
の
秩
序
を
た
て
'
法
を
垂
れ
､
制
度
を
立
て
た
､
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
ま
た

『贋

韻

』

に
引

か
れ
る

『世
本
』
に
も

漠
鏡
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て



東

方

単

級

固26 蒼雷と紳農 折両室像石基 約1/6固27 蒼韻と紳濃 新津墓像石函 約1/10

三
二

汎
論
蒼
頴
作
書

と

い

ふ

｡

四
つ
目
の
神
は
折
南
雲
像
石
基
に
も
も
う

一
人
の
人
物
と
向
ひ
合
っ
て
葺
か
れ
'
傍
題
に

｢
蒼
韻
｣
と
記
さ
れ
る
が

(固
讐

'

さ
き
の
固
19
の
蹄
も
蒼
韻
を
表
は
し
た
も
の
と
見
て
差

支

へ
な
か
ら
う
｡
こ
の
固
26
で
は
左
の
神
に
は
傍
題
が
あ
る
が
'
右
の
像
の
傍
は
ブ
ラ
ン
ク

の
ま
ま
で
あ
る
｡
折
両
室
像
石
基
の
襲
掘
報
告
に
は
こ
の
右
の
像
を
前
引
の
停
説
で
蒼
5
'と

一
緒
に
文
字
を
護
明
し
た
と
い
ふ
阻
詞
に
あ
て
て
ゐ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
固
26
で
は
こ
の
狙
諭

と
も
考

へ
ら
れ
る
神
像
は
'
手
に
植
物
を
も
っ
て
蒼
頴
に
向
つ
て
差
出
し
て
ゐ
る
｡
植
物
は

ど
う
も
汎
論
の
俸
説
と
う
ま
-
結
び

つ
か
な
い
や
う
で
あ
る
｡

漠
代
に
蒼
韻
と
向
ひ
合
っ
て
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
者
に
紳
農
が
あ
る
｡
圃
27
が
そ
れ
で
､
新

津
の
石
函
の
側
面
の
固
像
の
左
方
か
ら
探
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
拓
本
で
は
十
分
読
め
な
い
が
､

(83
)

聞
宥
は
左
の
傍
題
を

｢蒼
頴
L

t

右
の
傍
題
を

｢
耐
農
｣
と
讃
ん
で
ゐ
る
｡
拓
本
に
み
え
る

筆
劃
か
ら
み
て
さ
う
讃
ん
で
も
よ
さ
さ
う
で
あ
る
｡
こ
の
画
像
を
み
る
と
'
左
の
蒼
頴
が
草

の
葉
の
や
う
な
も
の
を
差
出
し
へ
紳
農
が
葉
の

一
枚
を
ロ
に
入
れ
て
ゐ
る
所
と
解
さ
れ
る
｡

聞
賓
は
こ
れ
は
緬
農
が
百
草
を
嘗
め
て
ゐ
る
所
と
見
､
折
南
の
今
問
題
の
固
像
も
同
じ
テ
ー

(84
)

マ
.を
扱
っ
た
蒼
頴
と
紳
農
の
組
合
せ
の
固
像
と
み
て
ゐ

る

｡

手
に
持
つ
物
か
ら
判
断
す
る
に
'

固
26
の
折
南
の
墓
像
石
の
右
側
の
像
は
閲
肴
の
ご
と
-
紳
農
と
み
た
方
が
よ
-
合
ふ
｡

固
29
㌧
30
の
下
段
の
同
様
な

コ
ン
ビ
の
間
'
固
21
の
左
の
二
人
の
問
に
は
地
上
に
植
物
状

の
も
の
が
見
え
る
｡
こ
れ
も
固
26
の
両
県
の
持
つ
の
と
同
様
､
何
か
の
薬
に
な
る
植
物
と
恩



は
れ
る
｡
か
う
み
る
と
'
今
問
題
の
鏡
に
現
れ
る

一
対
の
柵
も
蒼
頴
と
滴
農
と
み
て
よ
さ
さ
う
で
あ
る
｡

さ
う
す
る
と
､
固
19
で
蒼
韻
と
向
ひ
合
ふ
像
が
何
か
上
の
少
し
ふ
-
れ
た
も
の
を
手
に
持
つ
の
は
､
或
ひ
は
汎
詞
が
筆
を
持
つ
所
か
と
も
考

へ
ら

れ
る
が
､
こ
れ
も
両
農
が
薬
草
の
葉
を
持
つ
と
見
た
方
が
よ
か
ら
う
｡
第

二

筆
で
あ
れ
ば
ふ
く
ら
ん
だ
所
が
下
に
来
な
け
れ
ば
お
か
し
い
｡
蒼
頴

は
何
か
節
の
幾
つ
も
あ
る
も
の
を
掴
っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
或
ひ
は
給
紙
か
も
し
れ
な
い
｡
固
21
で
は
下
段
'
左
右
に
計
四
人
の
像
が
あ
る
｡
左
の
l

(85
)

封
の
像
を
み
る
に
､
右
の
一
人
は
長
い
ひ
げ
を
生
や
し
､
手
を
前
に
あ
げ
る
所
'
固
26
の
蒼
講
と
近
い
｡
そ
の
左
に
そ
の
臣
と
思
は
れ
る
者
が
拝
謁

す
る
姿
勢
を
と
る
が
､
そ
の
左
上
の
隅
に
鳥
が

l
羽
歩
い
て
ゐ
る
｡
蒼
譲
が
鳥
の
足
あ
と
を
み
て
書
実
を
作
る
ヒ
ン
ト
を
得
た
所
か
も
し
れ
な
い
｡

よ
く
み
る
と
固
19
の
紳
農
の
膝
の
前
に
も
鳥
の
頭
か
ら
上
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
ス
ペ
ー
ス
の
加
減
で
下
部
が
飛
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
｡

次
に
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
蒼
頴
と
両
県
の
間
に
あ
る
経
っ
た
縄
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
｡
固
26
に
引
い
た
折
南
の
宝
像
石
の
蒼
頴
と
紳
農
の

国
で
は
､
両
人
は
樹
木
の
下
で
向
ひ
合
っ
て
ゐ
る
｡
鏡
の
国
柄
で
は
､
固
19
に
み
る
ご
と
-
両
人
の
間
に
あ
る
縄
状
の
も
の
の
下
端
が
同
じ

一
本
の

繊
維
の
束
を
折
り
返
し
た
や
う
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
例
が
多
い
が
､
固
20
へ
21
な
ど
は
､
さ
う
思
っ
て
み
れ
ば
下
端
が
木
の
根
の
形
に
な
っ
て
ゐ
る
｡

ヽ
ヽ

こ
れ
は
や
は
り
樹
木
と
み
る
べ
き
で
あ
る
o
固
21
に
は
左
右
に
演
が
っ
た
枝
に
ね
む
の
花
の
や
う
な
形
の
花
や
､
鳥
の
羽
根
の
や
う
な
菓
'
何
本
か

が

一
所
か
ら
出
る
､
長
い
柄
の
つ
い
た
囲
い
賓
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
幹
や
枝
の
形
に
相
違
が
あ
る
と
は
い
へ
'
全
-
同
校
な
形
の
葉
や
寛
は

固
26
の
墓
像
石
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
木
は
何
か
｡
建
木
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡

『港
南
子
』
墜
形
訓
に

建
木
在
都
贋
､
衆
帝
所
自
上
下
'
日
中
無
影
而
無
響
'
蓋
天
地
之
中
也

と
､
即
ち
､
建
木
は
都
虞
と
い
ふ
所
に
あ
る
｡
多
勢
の
天
帝
が
天
に
升
っ
た
り
地
に
降
っ
た
り
す
る
通
り
道
で
あ
る
｡
正
午
に
は
影
が
な
-
'
大
琴

を
出
し
て
も
反
響
が
な
い
｡
蓋
し
天
地
の
中
心
で
あ
る
､
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
建
木
に
つ
い
て
は
ま
た

『山
海
経
』
に
も
記
載
が
あ
る
｡
海
内
南
経

に

有
木
其
状
如
牛
､
引
之
有
皮
へ
若
俊
哉
蛇
､
其
葉
如
羅
'
其
賓
如
奨
'
其
木
若
置
､
英
名
日
建
木

漢
鏡
の
国
柄
二
､
三
に
つ
い
て

三
三
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と
､
即
ち
'
木
が
あ
り
'
牛
の
や
う
で
あ
る
｡
こ
れ
を
引
張
っ
て
み
る
と
皮
が
あ
り
'
按
や
黄
蛇
の
ご
と
く
で
あ
る
｡
そ
の
葉
は
尿
の
ご
と
く
で
あ

り
'
そ
の
実
は
奥
の
ご
と
-
で
あ
り
'
そ
の
木
は
匿
の
ご
と
-
で
あ
る
｡
そ
の
名
を
建
木
と
い
ふ
t
と
｡
ま
た
海
内
経
に
は

有
木
青
葉
紫
垂
'
玄
華
黄
寛
､
名
目
建
木
､
音
便
無
枝
へ
有
九
帽
､
下
有
九
拘
'
其
棄
如
麻
へ
其
菓
如
巴

と
'
即
ち
､
木
が
あ
っ
て
青
い
葉
､
紫
の
垂
'
赤
黒
い
花
'
黄
色
い
賓
を
も
っ
て
ゐ
る
.
建
木
と
呼
ば
れ
る
｡
百
供
の
問
枝
が
な
い
｡
曲
り
く
ね
っ

た
枝
､
ぐ
ね
ぐ
ね
し
た
根
を
も
ち
'
そ
の
蜜
は
麻
の
寛
に
似
へ
そ
の
葉
は
芝
の
や
う
で
あ
る
t
と
い
ふ
｡

こ
こ
に
い
ろ
い
ろ
と
形
容
さ
れ
る
建
木
の
姿
が
､
今
問
題
の
木
の
圃
像
と
ど
の
程
度
似
て
ゐ
る
か
は
十
分
確
か
め
ら
れ
な
い
が
'
こ
の
俸
説
的
な

木
の
展
性
で
重
要
な
の
は
次
の
鮎
で
あ
る
｡
即
ち
'
ま
づ
こ
れ
が
天
地
の
中
心
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
蒼
頭
は
黄
帝
の
史
と
い
は
れ
'
黄
帝
と
蘭
聯

づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
､
黄
帝
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
五
行
で
中
央
に
配
さ
れ
る
帝
で
あ
る
｡

一
万
㌧
こ
の
建
木
の
あ
る
'
天
地
の
中
心
と
い
は
れ
る
所

は
正
午
に
影
が
な
-
な
る
､
と
い
は
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
や
う
に
'
南
方
と
い
ふ
概
念
の
限
界
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

(86
)

あ
る
｡
南
に
ゆ
-
ほ
ど
正
午
に
お
け
る
日
の
影
が
短
い
と
い
ふ
こ
と
は
漠
代
に
は
勿
論
知
ら
れ
て
ゐ

た

｡

天
地
の
中
央
で
あ
り
な
が
ら
南
方
に
あ
る

か
ら
'
鏡
紋
で
は
南
に
常
る
と
こ
ろ
に
こ
れ
が
配
さ
れ
て
差
支

へ
な
い
の
で
あ
る
｡

『山
海
経
』
で
も
建
木
は
海
内
南
経
に
も
'
ま
た
海
内
経
に
も

記
さ
れ
る
鮎
に
'
南
と
中
央
を
乗
ね
た
性
格
が
露
呈
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
よ
う
｡

こ
の
や
う
に
見
て
-
る
と
'
こ
の
三
段
式
神
仙
鏡
で
は
上
段
に
天
皇
大
帝
へ
中
段
に
は
西
王
母
､
東
王
公
'
下
段
に
は
蒼
韻
と
紳
農
が
向
ひ
合
ふ
t

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
よ
う
｡
即
ち
へ
い
-
ら
有
名
と
は
い
へ
'
萌
帝
の
史
官
で
あ
る
蒼
誼
の
や
う
な
者
が
こ
こ
に
混
っ
て
-

る
の
は
少
少
場
違
ひ
で
は
な
い
か
'
と
｡

(87
)

蒼
誼
に
つ
い
て
は
再
思
和
が
-
は
し
-
論
じ
て
ゐ
る
の
で
'
次
に
引
い
て
お
か

う

｡

世
本
に
至
っ
て
は
じ
め
て
狙
諦
'
蒼
頴
を
黄
帝
の
左
右
史
と
し
た
･･-
,後
世
の
単
著
は
蒼
頴
の
年
代
に
つ
い
て
各
･V
推
測
す
る
所
が
あ
っ
た
｡

『書
正
義
』
序
の
疏
に
い
ふ
'

其
蒼
頴
則
読
者
不
同
'
散
世
本
云
､
蒼
辞
作
害
'
司
馬
遷
'
班
固
'
葦
誕
'
宋
忠
'
停
玄
皆
云
'
蒼
頴
黄
帝
之
史
官
也
'
崖
頚
へ
曹
植
'
寮



畠
'
索
講
皆
直
云
'
古
之
王
也
､
徐
整
云
'
両
農
黄
帝
之
間
'
韮
周
云
'
在
炎
帝
之
世
'
衛
氏
云
'
潜
在
庖
犠
蒼
帝
之
世
'
憤
到
云
p
在
庖

犠
之
前
'
張
揖
云
'
蒼
帝
偽
帝
王
､
生
於
帝
通
之
紀

と
｡
以
上
の
諸
説
を
綜
合
し
て
み
る
と
､
諸
家
の
蒼
頴
に
封
す
る
推
測
は
､
二
つ
の
大
涯
に
分
け
ら
れ
る
｡
蒼
頴
を
黄
帝
の
史
と
な
す
も
の
は
､

世
本
以
下
の
諸
人
で
あ
り
'
蒼
頴
を
古
の
帝
王
と
な
す
も
の
は
崖
理
以
下
の
諸
人
で
あ
る
｡
大
股
西
漢
の
人
は
蒼
頴
を
黄
帝
の
史
と
な
し
､
西

摸
以
後
に
な
る
と
蒼
頴
を
古
代
の
帝
王
と
す
る
説
が
出
て
く
る
が
､
蓋
し
経
書
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ら
う
｡
恩
ふ
に
経
書
の
い
ふ
所
も
整
空

の
説
で
は
な
い
｡
蒼
頴
を
古
の
帝
王
と
す
る
説
は
先
秦
の
古
籍
に
は
見
え
な
い
が
､

『港
南
子
』
の
中
に
記
さ
れ
る
所
は
な
は
印
譜
に
薯
す
る

に
足
る
も
の
が
あ
る
｡
本
鰹
訓
に

音
素
蒼
頴
作
書
､
天
雨
粟
､
鬼
夜
笑

と
'
即
ち
昔
蒼
頴
が
文
字
を
作
る
と
､
天
は
粟
を
雨
ふ
ら
し
p
鬼
が
夜
業
し
た
､
と
い
ひ
ハ
ま
た
修
務
訓
に

史
皇
産
而
能
書

と
､
即
ち
史
皇
は
生
れ
な
が
ら
に
字
が
書
け
た
､
と
い
ふ
が
へ
こ
れ
に
よ
る
と
蒼
頴
と
史
皇
と
は
同

一
人
で
あ
る
｡
故
に
高
誘
注
に

史
皇
蒼
頴
へ
生
而
見
鳥
跡
'
知
著
書
､
故
日
史
皇
'
或
日
額
豊

と
P
即
ち
史
皇
蒼
頴
は
生
れ
て
鳥
の
足
あ
と
を
見
'
書
を
書
-
こ
と
を
知
っ
た
.
故
に
史
皇
と
い
ひ
'
或
ひ
は
頴
皇
と
い
ふ
へ
と
い
ふ
o
こ
れ

を
皇
と
稀
す
る
所
か
ら
す
る
と
'
そ
れ
が
上
古
の
帝
王
で
あ
っ
て
黄
帝
の
史
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
､
云
云

と
｡
さ
ら
に
秀
忠
和
は

『春
秋
命
暦
序
』
に

｢
蒼
帝
史
皇
氏
｣
'

『春
秋
元
命
葛
』
に

｢
蒼
帝
史
皇
氏
'
名
は
頴
､
姓
は
侯
岡
｣
な
ど
と
出
て
-
る

こ
と
を
引
い
て
ゐ
る
｡
今
問
題
の
東
王
公
､
西
王
母
､
天
皇
大
帝
と
同
格
に
扱
ほ
れ
て
ゐ
る
蒼
頴
が
､
黄
帝
の
史
と
い
っ
た
低
い
身
分
の
者
で
な
-
'

後
漢
以
後
古
の
帝
王
の
一
人
と
考

へ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
蒼
頴
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
｡
折
南
の
霊
像
石
で
も
圃
26
の
蒼
頴
と
紳
農
の
霊
像
の

(88
)

下
に
は
尭
舜
禅
譲
と
考

へ
ら
れ
る

董

幅
が
刻
ま
れ
､
こ
の
墓
像
石
基
の
中
室
を
飾
る
霊
像
の
中
で
周
以
前
の
テ
ー
マ
は
こ
れ
だ
け
で
代
表
さ
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
古
の
帝
王
と
し
て
の
取
扱
ひ
で
あ
る
鮎
､
鏡
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
｡

漢
鏡
の
閲
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て
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以
上
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
誤
り
が
な
い

と
す
る
と
'
三
段
式
神
仙
鏡
の
固
柄
の
表
は
す
所
は
次
の
ご

と
-
で
あ
る
｡
即
ち
'
上
段
に
は
天
の
北
極
周
通
の
世
界
が

表
は
さ
れ
る
｡
現
在
の
北
極
星
に
営
る
天
皇
大
帝
が
華
蓋
星

の
下
に
坐
し
七
五
帝
を
は
じ
め
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
両
室
の
最

高
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
て
ゐ
る
｡
中
段
の
鋲
の
左
右
'
即

ち
世
界
の
東
西
の
晃
に
は
西
王
母
と
東
王
公
が
配
さ
れ
る
｡

多
-
は
省
略
さ
れ
る
が
'
固
21
の
例
で
は
両
者
の
下
に
斜
め

の
線
の
入
っ
た
重
座
が
あ
る
｡
恐
ら
-
昆
命
山
へ
大
荒
中
の

山
と
い
つ
た
や
う
な
､
彼
等
の
屠
る
高
い
山
を
表
は
し
た
も

の
と
思
は
れ
る
｡
西
王
母
'
東
王
公
の
世
界
は
人
間
が
君
化

し
て
仙
人
に
な
っ
た
時
に
到
達
で
き
る
最
高
の
世
界
'
不
死

の
園
で
あ
る
｡

一
方
下
段
は
建
木
の
生
え
た
大
地
の
中
心
で

あ
り
'
文
化
英
雄
を
代
表
し
て
古
代
の
帝
王
蒼
頴
と
紳
農
が

配
さ
れ
る
｡
こ
の
配
置
は
天
の
遅
行
の
中
心
に
位
置
し
て
五
帝
を
は
じ
め
と
す
る
八
百
寓
の
碑
を
支
配
す
る
最
高
紳
'
天
と
地
の
中
間
､
世
界
の
東

西
の
巣
に
あ
る
高
山
に
す
む
不
死
長
生
の
両
､
降
っ
て
大
地
の
中
心
に
配
さ
れ
た
人
間
文
化
の
創
始
者
､
古
帝
王
t
と
い
ふ
や
う
に
垂
直
的
な
上
中

下
暦
の
世
界
の
支
配
者
を
､
平
面
の
上
中
下
の
≡
段
に
表
は
L
t
も
つ
て
宇
宙
全
鮭
を
表
現
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
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以
上
に
よ
っ
て
三
段
式
神
仙
鏡
の
図
像
が
何
を
表
は
し
て
ゐ
る
か
が
明
か
に
な
っ
た
｡
次
に
こ
れ
を
麿
用
し
て
'
こ
れ
と
開
聯
の
あ
る
他
の
型
式

の
鏡
の
国
柄
を
解
明
し
て
ゆ
か
う
｡

固
28
は
江
田
古
墳
出
土
の
牢
固
方
格
帯
神
獣
鏡
の
内
匠
で
あ
る
｡
圃
像
を
上
中
下
三
段
に
分
け
ず
'
動
物
像
と
神
像
を
交
互
に
､
外
周
に
向
つ
て

(89
)

放
射
状
に
配
し
て
ゐ
る
｡
鎧
の
右
と
左
に
ゐ
る
の
は
西
王
母
と
東
王
公
と
思
は
れ
る
｡

鎚
の
下
に
は
固
21
に
あ
つ
た
の
と
同
様
p
幹
が
経
っ
た
縄
状

を
な
し
､
南
側
に
演
が
つ
た
波
状
の
枝
に
花
の
つ
い
た
建
木
が
あ
っ
て
､
枝
の
先
は
固
21
と
同
校
総
状
を
な
す
｡
そ
の
下
に
居
る
の
は
19

1
21
に
み

た
の
と
同
様
な
蒼
頴
と
両
県
で
あ
る
｡
鉦
を
へ
だ
て
て
こ
れ
と
封
稀
の
位
置
に
は
や
は
り
二
人
並
ん
だ
坐
像
が
み
え
る
｡
右
側
に
ゐ
る
の
は
そ
の
手

の
姿
勢
か
ら
み
て
､
次
の
章
に
記
す
伯
牙
で
'
こ
れ
に
向
ふ
像
は
鐘
子
期
で
あ
る
｡
鍾
予
期
の
後
に
は
木
が
あ
り
､
波
状
の
枝
振
り
や
こ
れ
に
つ
い

利便 ･苫結l
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東京国立博物館蔵

東
王
公

漢
鏡
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て

た
花
は
蒼
頴
と
涌
農
の
問
に
あ
っ
た

建
木
と
同
じ
で
あ
る
が
､
幹
は

一
本

で
あ
る
｡

固
29
は
江
都
彬
州
郷
の
出
土
｡
固

28
と
近
い
固
像
の
排
列
で
あ
る
が
'

建
木
な
ど
の
樹
木
が
省
か
れ
て
ゐ
る
｡

鉦
の
左
右
は
西
王
母
と
京
王
公
p
下

は
蒼
頴
と
所
農
で
あ
る
｡
両
人
の
問

に
は
'
上
に
三
本
の
穂
の
や
う
な
も

の
が
出
た
奇
妙
な
植
物
形
が
置
か
れ

三
七
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て
ゐ
る
こ
と
は
先
に
注
意
し
た
｡
鉦
の
上
は
固
28
と
同
株
'
伯
牙
と
鍾
子
期
で
あ
る
｡

固
30
は
建
安
二
十
四
年
銘
の
あ
る
神
獣
鏡
の
内
匠
で
あ
る
｡
こ
こ
に
も
鈍
の
左
右
に
西
王
母
'
東
王
公
を
配
し
'
銀
の
下
に
は
圃
2
'
29
と
同
様

(90
)

二
両
が
向
ひ
合
ひ
'
そ
の
間
に
圃
29
に
み
た
の
と
相
似
た
植
物
が
み
え

る
｡こ
れ
も
蒼
頴
と
碑
農
に
達
ひ
な
い
｡
鉦
の
上
に
は
大
ぶ
り
に
表
は
さ
れ

た
主
神
と
'
こ
れ
に
向
ふ
者
が
ゐ
る
｡
後
者
は
肩
に
羽
が
あ
り
'
頭
上
に
は

1
封
の
耳
が
あ
っ
て
召
人
の
姿
で
あ
る
｡
こ
の
召
人
は
何
か
草
の
や
う

な
も
の
を
主
神
に
差
出
し
て
ゐ
る
｡
こ
れ
が
誰
を
表
は
し
た
も
の
か
は
'
こ
れ
だ
け
で
は
明
か
に
し
難
い
が
'
次
章
の
考
察
の
結
果
か
ら
類
推
す
る

と
黄
帝
と
句
巴
の
や
う
で
あ
る
｡

四

垂

列

神

獣

鏡

次
に
所
謂
重
列
神
獣
鏡
の
国
柄
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡
重
列
神
獣
鏡
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
圏
31
の
や
-
な
も
の
で
'
紀
年
銘
の
も
の
も
多
-
'

後
漢
末
か
ら
三
閥
に
多
-
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
｡

困

西
王
母
'
東
王
公
'
蒼
頴
'
紳
農

固
32
の
例
を
み
る
に
'
銀
の
左
右
'
外
線
沿
ひ
に
大
き
-
扱
ほ
れ
て
ゐ
る
の
は
勿
論
白
虎

(左
)
と
青
謂

(右
)
で
あ
る
｡
そ
の
内
側
'
鉦
に
接
し
て

華
蓋
の
下
に
二
神
が
表
は
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
西
王
母
､
東
王
公
で
あ
る
｡
そ
の
配
さ
れ
た
位
置
か
ら
さ
う
判
断
さ
れ
る
｡
ま
た
華
蓋
の
下
に
表
は
さ

(91
)

れ
た
西
王
母
像
は
栗
浪
王
肝
墓
出
土
の
永
平
十
二
年
銘
漆
案
の
国
柄
に
よ
っ
て
古
-
よ
り
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
｡

こ
の
鏡
の
国
柄
は
左
が
白
虎
､
右
が
青
龍
で
東
西
が
裏
返
し
に
な
っ
て
ゐ
る
が
'
下
右
に
玄
武
が
を
り
'
上
に
朱
雀
と
思
は
れ
る
も
の
が
見
え
る

か
ら
上
が
南
で
あ
る
.
鉦
の
す
ぐ
上
を
み
る
と
七
二
人
の
人
物
が
向
ひ
合
っ
て
手
を
出
し
て
何
か
合
話
を
交
す
ポ
ー
ズ
を
と
る
｡
左
の
人
物
は
手
に

何
か
草
の
や
う
な
も
の
を
持
っ
て
ゐ
る
｡
左
右
に
西
王
母
'
京
王
公
'
そ
の
南
に
優
る
所
に
ゐ
る
二
人
の
像
と
い
ぶ
と
'
直
ち
に
固
29
'
30
の
蒼
頴
へ



紳
農
が
思
ひ
起
さ
れ
る
｡
手
つ
き
'
持
ち
物
か
ら
み
て
こ
の
二
人
に
違
ひ
あ
る
ま
い
｡

次
に
鉦
の
下
を
み
る
と
'
鉦
の
す
ぐ
下
に
は
三
分
ノ
二
正
面
の
像
と
こ
れ
に
相
ひ
封
す
る
紳
人
が
見
出
さ
れ
る
｡
ま
た
そ
の
す
ぐ
下
に
も
坐
像
と

こ
れ
に
向
つ
て
梅
坪
す
る
召
人
像
が
配
さ
れ
る
｡
こ
の
二
組
に
つ
い
て
は
後
引
の
資
料
を
検
討
し
た
後
に
そ
の
何
た
る
か
が
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

ら
A

つ
｡

岡31 並列神獣鏡 約2/3 3%.面,江口治郎氏蔽

iW帖と人

天皇ウこ帝

閃32 電列神獣鏡の内院 約3/4

淡
鏡
の
州
柄
二
'
三
に
つ
い
て

九



宍皇大帝
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京都大学文学部博物館戒

佃

伯

牙
､

鍾

予

期

次
に
固
3
'
34
の
ご
と
き
重
列
神
獣
鏡
の
国
柄
を
研
究
し
て
み
よ
う
｡
固
33
で
鉦
の
右
に
ゐ
る
の
は
頭
飾
が
圃
32
左
の
像
と
同
校
で
あ
る
か
ら
こ

れ
が
西
王
母
｡
鉦
を
中
に
お
い
て
そ
れ
に
相
封
す
る
の
は
東
王
公
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
｡
鉦
の
す
ぐ
上
に
銘
を

へ
だ
て
て

l
封
の
画
像
が
ゐ
る
が
へ

(92
)

(93
)

圃
32
と
異
な
-
'
蒼
頴
と
紳
農
で
は
な
い
｡
西
田
守
夫
が
詳
細
に
考
讃
し
た
ご
と
-
'
銘
の
左
､
膝
の
上
に
盤
状
の

も

の

に

両
手
を
置
い
た
像
が
'



こ
の
式
の
鏡
の
銘
文
に
記
さ
れ
る

｢
伯
牙
弾
琴
｣
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
｡

こ
の
伯
牙
の
右
に
は
､
こ
れ
と
同
じ
賓
を
し
た
も
う

一
人
の
人
物
が
坐
り
､
そ
の
右
に
は
首
を
垂
れ
た
人
物
が
中
心
に
向
つ
て
坐
る
｡
伯
牙
に
は

後
引
の
国
璽
1
37
､
43
な
ど
に
み
る
ご
と
-
､
伯
牙
と
同
じ
姿
の
者
､
な
い
し
首
を
垂
れ
た
者
の
何
れ
か
､
ま
た
は
両
者
が

l
緒
に
表
は
さ
れ
る
の

が
常
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
誰
か
｡
伯
牙
の
つ
れ
合
ひ
と
い
へ
ば
直
ち
に
思
ひ
起
さ
れ
る
の
が
伯
牙
の
音
楽
の
良
き
理
解
者
､
鍾
子
期
で
あ
る
｡

『呂

天ム三大,FTT

同35 重列紳獣鏡の内匠 約3/4 ボス トン美術船蔵

漢
鐘
の
間
柄
二
'
三
に
つ
い
て

氏
春
秋
』
十
四
､
本
味
に

伯
牙
鼓
琴
､
鐘
子
期
聴
之
へ
方
鼓
琴
而
志
在
太
山
､
鐘

子
期
日
､
善
哉
乎
'
鼓
琴
醜
貌
乎
若
大
山
､
小
選
之
間
､

而
志
在
流
水
､
鐘
子
期
又
日
､
善
哉
乎
､
鼓
琴
湯
湯
乎

若
流
水
､
鍾
子
期
死
､
伯
牙
破
琴
絶
紋
､
終
身
不
復
改

琴
､
以
馬
世
無
足
復
為
政
琴
者

と
､
即
ち
､
伯
牙
が
琴
を
弾
き
､
笹
子
期
が
き
い
て
ゐ
た
｡

伯
牙
は
弾
き
な
が
ら
泰
山
の
こ
と
を
思
っ
た
｡
す
る
と
鍾
子

期
は
い
っ
た
｡
す
ぼ
ら
し
い
､
琴
の
弾
き
方
は
醜
貌
と
し
て

泰
山
の
や
う
だ
､
と
｡
少
し
の
間
に
流
水
の
こ
と
を
思
っ
た
｡

鐘
子
期
は
ま
た
い
っ
た
｡
す
ぼ
ら
し
い
､
琴
の
弾
き
万
は
湯

湯
と
し
て
流
水
の
や
う
だ
､
と
｡
鍾
予
期
が
死
ぬ
と
伯
牙
は

琴
を
壊
し
､
弦
を
切
っ
て
し
ま
ひ
､
死
ぬ
ま
で
琴
を
弾
か
な

か
っ
た
｡
琴
を
弾
い
て
や
る
に
足
る
者
は
も
う
ゐ
な
い
､
と

(94
)

思
っ
た
の
だ
､
と
｡

四

一
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鏡
の
固
像
で
伯
牙
と
組
に
な
っ
た
者
の
中
に
鍾
子
期
が
居
る
に
違
ひ
な
い
が
'
ど
ち
ら
が
そ
れ
で
あ
ら
う
か
｡
固
33
で
伯
牙
か
ら

一
人
お
い
て
右

に
ゐ
る
人
物
が
そ
れ
で
あ
ら
う
か
｡
否
で
あ
る
｡
そ
の
栗
の
無
二
の
理
解
者
の
た
め
に
は
こ
の
位
置
は
ふ
さ
は
し
-
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
鏡
の

園
で
み
る
と
'
こ
の
首
を
垂
れ
た
人
物
は
日
を
閉
ぢ
て
を
り
､
平
心
に
み
る
と
居
眠
っ
て
ゐ
る
姿
の
ご
と
-
に
思
は
れ
る
｡
ま
た
固
36
の
鏡
で
は
伯

牙
が
通
天
冠
を
つ
け
て
ゐ
る
の
に
勤
し
､
そ
の
側
で
首
を
垂
れ
る
人
物
は
進
賢
冠
を
つ
け
て
ゐ
て
'
身
分
の
相
違
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡
首
を
垂
れ
る

人
物
は
切
角
の
伯
牙
の
琴
が
理
解
で
き
ず
に
眠
気
を
も
よ
ほ
す
侍
者
で
'

一
種
の
道
化
役
と
し
て
そ
へ
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
方
が
よ
さ
さ
う
で
あ

(95
)

る
｡
さ
う
す
る
と
固
33
で
伯
牙
の
隣
に
坐
し
､
伯
牙
と
同
等
な
な
り
を
し
た
人
物
の
方
が
鍾
子
期
と
考

へ
る
べ
き
で
あ
る
｡
以
上
'
圏
33
で
鈍
の
上
'

｢
君
官
位
｣
の
銘
の
左
右
に
並
ぶ
二
人
と
右
の
う
つ
向
い
た

一
人
が
伯
牙
弾
琴
の
群
像
を
構
成
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
｡

(96
)

神
獣
鏡
の
紋
棟
と
し
て
伯
牙
が
用
ゐ
ら
れ
る
意
味
に
つ
い
て
西
田
守
夫
は

神
獣
鏡
に
於
い
て
は
､
栗
が
陰
陽
を
調
和
す
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
'
伯
牙
の
弾
琴
が
陰
陽
二
神
仙
､
つ
ま
-
西
王
母
と
東
王
公
と
の
調

和
の
役
割
を
荷
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
鏡
の
蕗
師
が
陰
陽
調
和
の
吉
辰
と
し
て
重
ん
じ
た
五
月
(ま
た
は
正
月
)
丙
午
の

｢
丙
午
｣
と
い
う
こ
と

ば
に
近
い
名
前
を
伯
牙
が
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ら
う
｡

と
説
明
し
て
ゐ
る
｡
栗
が
陰
陽
を
調
和
す
る
と
い
ふ
思
想
の
存
在
は
確
か
で
あ
る
し
､
丙
午
と
伯
牙
の
音
の
近
似
に
よ
る
観
念
の
聯
合
の
事
茸
も
十

分
考

へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
然
し
そ
れ
が
故
に
伯
牙
の
像
が
東
王
公
と
西
王
母
の
中
間
に
配
置
さ
れ
た
'
と
ま
で
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る

と
'
東
王
公
と
西
王
母
の
問
に
置
か
れ
る
他
の
固
像
'
例

へ
ば
さ
き
の
蒼
頴
､
諦
農
に
つ
い
て
も
'
同
株
な
説
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
答

へ
に
窮
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

さ
う
は
い
つ
て
も
'
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
西
王
母
へ
東
王
公
ら
に
混
っ
て
'
伯
牙
が
特
に
鏡
の
固
柄
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
に
つ
い
て
'
十

分
な
根
接
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
｡
然
し
'
伯
牙
に
そ
の
資
格
が
あ
る
こ
と
は
示
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
伯
牙
が
革
に
憶
説
的

な
琴
の
名
人
た
る
に
留
ら
ず
'
紳
仙
の
仲
間
と
み
な
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
t
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
唐
の

『楽
府
解
題
』
に
伯
牙
の
作
と
い
ふ
仙
操

な
る
曲
に
つ
い
て



伯
牙
撃
琴
於
成
達
先
生
､
三
年
不
成
､
至
於
精
油
寂
冥
'
博
之
専

一
､
筒
未
能
也
'
成
連
云
'
吾
師
房
子
春
'
今
在
凍
海
中
､
能
移
人
情
'
乃

(97
)

興
伯
牙
供
往
､
至
蓬
莱
山
留
宿
､
謂
伯
牙
日
､
子
居
習
之
､
吾
賂
迎
師
'
刺
船
而
去
'
旬
時
不
返
､
伯
牙

近

望

無
人
､
但
聞
海
水
洞
滑
崩
折
之

聾
へ
山
林
背
実
､
群
鳥
悲
既
p
憤
然
而
歎
日
へ
先
生
賂
移
我
情
'
乃
援
琴
而
歌
'
曲
終
成
連
廻
刺
船
'
迎
之
而
遠
'
伯
牙
途
馬
天
下
妙
粂

(98
)

と
あ
る
｡
即
ち
､
伯
牙
は
琴
を
成
連
先
生
に
撃
ん
だ
が
､
三
年
た
っ
て
も
完
成
し
な
か
っ
た
｡
精
神
の
寂
巽
､
感
情
の
専

一
と
い
ふ
鮎
で
不
十
分
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
成
連
は
い
っ
た
｡
私
の
先
生
の
房
子
春
は
い
ま
東
海
中
に
ゐ
る
が
'
人
の
感
情
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
t
と
｡
そ
こ
で
成
連
は

伯
牙
と

一
緒
に
出
か
け
､
蓬
莱
山
に
至
っ
て
逗
留
し
た
｡
成
連
は
伯
牙
に
い
っ
た
'
お
前
は
こ
こ
で
練
習
し
て
ゐ
ろ
'
私
は
先
生
を
迎

へ
に
ゆ
-
か

ら
､
と
｡
船
に
さ
を
さ
し
て
行
っ
て
し
ま
ひ
'
十
日
た
っ
て
も
掃
っ
て
こ
な
い
｡
伯
牙
は
な
が
め
渡
す
と
人
気
が
な
-
､
聞
え
る
の
は
た
だ
ど
う
ど

う
と
寄
せ
て
は
返
す
渡
の
青
ば
か
-
｡
山
林
は
荘
英
と
ひ
ろ
が
っ
て
群
鳥
が
悲
し
げ
に
叫
ぶ
｡
伯
牙
は
も
の
悲
し
-
な
っ
て
歎
じ
て
い
つ
た
｡
先
生

が
自
分
の
感
情
を
動
か
さ
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
な
t
と
｡
そ
こ
で
琴
を
と
っ
て
歌
っ
た
｡
曲
が
終
る
と
成
連
は
船
に
さ
を
さ
し
て
掃
っ
て
来
て
､
伯

牙
を
の
せ
て
閥
に
か
へ
つ
た
｡
そ
の
後
伯
牙
は
遂
に
天
下
の
妙
手
と
な
っ
た
t
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡

蓬
莱
山
は
勿
論
東
海
中
に
あ
る
と
さ
れ
る
停
課
的
な
山
で
'
方
丈
､
蘇
洲
と
と
も
に
三
両
山
の
一
で
'
仙
人
の
住
む
所
と
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
至
妙

の
域
に
到
達
し
た
と
さ
れ
る
伯
牙
も
'
常
然
神
仙
の
額
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

㈲

黄

帝
､
句

だ

次
に
固
33
の
鏡
の
鉦
の
下
の

｢
君
宜
官
｣
の
銘
の
左
を
み
る
と
'
坐
っ
た
像
と
こ
れ
に
向
ふ
人
首
鳥
身
の
両
が
見
出
さ
れ
る
｡
後
者
の
右
手
'
こ

れ
に
接
し
て
更
に
も
う

一
つ
人
首
鳥
eKh'が
み
え
る
｡
同
様
な
坐
像
と
人
首
鳥
身
の
碑
は
､
固
34
の
鏡
に
も
同
じ
位
置
に
あ
る
｡
こ
の
方
は
人
首
鳥
身

油
の
人
首
の
戴
-
冠
に
相
違
が
あ
る
｡
即
ち
､
手
前
の
者
は
通
天
冠
へ
向
ふ
の
者
は
進
質
冠
を
着
け
る
｡
冠
の
相
違
は
身
分
の
相
違
を
示
す
か
ら
'

こ
の
二
つ
の
首
は

一
つ
の
身
に
属
し
､
比
翼
鳥
の
や
う
な
も
の
を
構
成
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
｡
向
ふ
側
の
進
賢
冠
の
首
は
､
手
前
の
人
首
鳥
身

の
両
と
は
別
の
'
こ
れ
と
同
じ
や
う
な
鳥
身
を
も
っ
た
従
者
で
'
そ
の
胴
は
手
前
の
者
の
向
ふ
側
に
重
な
っ
て
ゐ
る
と
考

へ
た
方
が
よ
か
ら
う
｡

漢
鐘
の
固
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て
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固
33
に
み
た
ご
と
き
､
鉦
を

中
心
に
伯
牙
弾
琴
及
び
人
首
鳥

身
の
両
と
そ
の
射
手
を
樹
種
の

位
置
に
表
は
す

配
置
は
､
固
36

(99
)

に
も
み
ら
れ

る
｡

固
33
'
34
と

異
な
り
'
人
首
鳥
身
両
は
通
天

冠
を
つ
け
た
方
だ
け
の
単
身
像

で
あ
る
｡

こ
れ
が
向
ふ
坐
像

の

ヽ
ヽ

方
は
肩
に

三

叉
の
や
す
の
や
う

な
も
の
を
か
つ
ぎ
'
左
手
を
ひ

ね

っ
て
そ
の
下
端
を
保
持
し
て

ゐ
る
｡
鋲
の
左
右
に
配
さ
れ
る
神
像
は
､
頭
飾
-
か
ら
み
て
西
王
母
p
東
王
公
と
思
は
れ
る
｡

固
37
の
鏡
も
固
36
と
よ
-
似
た
園
柄
で
あ
る
｡
鉦
の
左
右
に
は
や
は
り
冠
か
ら
み
て
西
王
母
､
東
王
公
と
知
ら
れ
る
神
像
を
配
し
て
ゐ
る
｡
鉦
の

ヽ
ヽ

上
に
は
伯
牙
弾
琴
像
｡
鉦
の
下
に
は
固
36
と
同
様
三
叉
の
や
す
の
や
う
な
も
の
を
肩
に
し
た
坐
像
が
み
え
る
｡
こ
れ
を
保
持
す
る
左
手
の
手
つ
き
も

さ
き
の
も
の
と
同
株
で
あ
る
｡
こ
れ
に
封
す
る
像
は
固
36
で
人
首
鳥
身
像
だ
つ
た
の
が
へ
こ
こ
で
は
人
間
形
の
像
に
な
っ
て
ゐ
る
｡

圃
33
､
34
'
36
に
認
め
ら
れ
た
'
伯
牙
弾
琴
と
封
稀
の
位
置
を
占
め
る
､
こ
の
人
首
鳥
身
の
両
を
伴
ふ
国
柄
は
何
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
｡

人
首
鳥
身
の
神
と
し
て
直
ち
に
思
ひ
起
さ
れ
る
の
は
句
丑J
で
あ
る
｡

『
墨
子
』
明
鬼
篇
､
下
に

昔
者
秦
穆
公
営
董
日
中
庭
乎
廟
､
有
両
入
門
而
左
､
鳥
身
'
素
服
三
絶
'
面
状
正
方
'
秦
穆
公
見
之
へ
乃
恐
健
在
'
両
日
無
償
'
帝
享
女
明
徳
'

便
予
賜
女
寿
十
年
有
九
㌧
便
苦
闘
家
蕃
昌
'
子
孫
茂
母
失
秦
'
穆
公
再
拝
梧
首
日
'
敢
問
両
名
へ
日
予
為
句
だ



(
聖

と
'
即
ち
'
昔
秦
の
穆
公
が
董
問
廟
に
ゐ
る
と
'
碑
が
入
口
を
入
っ
て
左
に
曲
っ
て
き
た
｡
鳥
身
で
窯
の
緑
を
つ

け

た

白

い
衣
服
を
着
け
'
顔
の
形

は
正
方
形
で
あ
っ
た
｡
秦
の
穆
公
は
恐
れ
を
の
の
い
て
逃
げ
出
し
た
｡
碑
は
い
っ
た
､
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
帝
は
汝
の
立
派
な
徳
を
よ
み
L
t
自

分
を
し
て
汝
に
喜
十
九
年
を
下
賜
さ
せ
'
汝
の
国
家
が
蕃
昌
L
t
汝
の
子
孫
が
繁
殖
し
て
秦
団
を
失
ふ
こ
と
を
な
か
ら
し
め
よ
う
と
い
ふ
の
だ
t
と
.

(聖

穆
公
は
再
拝
穂
首
し
て
い
つ
た
'
あ
な
た
の
名
を
う
か
が
ひ
た
い
の
で
す
が
.
神
は
い
っ
た
'
自
分
は
句
iiJ
だ

へ
と
｡
楊
寛
は
こ
の
話
､
そ
れ
に

『呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
で
句
だ
が
春
に
配
嘗
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
を
引
き
､
句
空
は
春
の
両
で
生
長
を
司
る
者
だ
か
ら
素
を
下
賜
し
､
閥
家
を
繁

ヽ

昌
さ
せ
'
子
孫
を
ふ
や
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
t
と
い
っ
て
ゐ
る
｡
句
だ
が
鳥
身
人
面
で
帝
の
命
に
よ
っ
て
人
間
に
幕
を
授
け
る
使
者
を
つ
と
め
る

と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
然
ら
ば
'
問
題
の
鏡
の
国
柄
は
句
だ
が
帝
の
許
で
人
間
の
幕
命
の
延
長
に
関
す
る
相
談
を
受
け
'
な
い
し

は
指
国
を
受
け
る
所
､
或
ひ
は
使
命
を
終
っ
て
報
告
を
行
っ
て
ゐ
る
所
と
考

へ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
固
33
'
34
の
ご
と
き
所
謂
建
安
式
垂
列
碑
獣

鏡
に
は

｢
周
刻
容
像
'
五
帝
天
皇
'
伯
牙
弾
琴
'
黄
帝
除
凶
-
-
｣
の
銘
が
あ
る
か
ら
'
｢
伯
牙
弾
琴
｣
と
共
に

｢
五
帝
｣
｢黄
帝
｣
な
ど
の

｢
帝
｣

の
固
像
が
あ
る
こ
と
が
常
然
濠
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
句
だ
と
向
ひ
合
ふ
像
を
'
句
空
に
命
令
を
下
す
帝
と
考

へ
る
こ
と
は
大
い
に
蓋
然
性

の
あ
る
こ
と
と
考

へ
ら
れ
る
｡

こ
れ
が
帝
と
す
る
と
'
そ
れ
で
は
銘
文
の

｢
五
帝
｣
の
誰
か
で
あ
ら
う

か
'
そ
れ
と
も
銘
文
中
に
五
帝
の
中
か
ら
特
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る

ヽ
ヽ

｢蓑
帝
｣
で
あ
ら
う
か
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
固
36
､
37
で

｢
帝
｣
が
持
つ
柄
の
短
い
や
す
の
や
う
な
も
の
が
手
が
か
り
を
輿

へ
て
-
れ
る
は
ず
で
あ

る
｡
少
く
と
も
'
同
時
代
の
人
に
と
つ
て
は
'
こ
の
器
物
を
肩
に
し
て
ゐ
る
姿
を
み
れ
ば
'
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
直
ち
に
知
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
｡

然
し
現
在
の
と
こ
ろ
帝
の
持
ち
も
の
と
し
て
そ
の
や
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
､
通
常
な
文
献
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
若
干
の
手

が
か
-
は
次
の
事
案
で
あ
ら
う
｡
即
ち
'
後
漢
の
張
角
が
黄
老
に
奉
事
し
て
九
節
杖
と
い
ふ
も
の
を
持
っ
て
治
病
を
行
っ
た
と
か
'
呉
の
道
士
の
干

(響

吉
が
仙
人
縛
と
い
ふ
小
型
の
ス
コ
ッ
プ
の
類
を
も
っ
て
治
病
を
行
っ
た
と
い
ふ
話
で

あ

る

｡

張
角
が
奉
事
し
た

｢
黄
老
｣
は
黄
帝
と
老
子
で
あ
ら
う

(･=.)

か
'
或
ひ
は
後
漢
時
代
に
責
老
君
を
祭
っ
て
長
生
の
幅
を
求
め
た
と
い
ふ
話
が
あ
る

｢黄
老
君
｣
と
い
っ
た
も
の
と
関
係
が
あ
ら
う
か

｡

兎
も
角
か

ヽ
ヽ

う
考

へ
ら
れ
よ
う
｡
即
ち
'
問
題
の
鏡
の
固
像
の

｢
帝
｣
は
人
間
の
喜
命
の
埼
益
の
命
令
を
俸
達
す
る
頑
で
あ
る
句
だ
と
相
ひ
封
し
､
小
型
の
や
す

漢
鏡
の
国
柄
二
､
三
に
つ
い
て
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四
六

の
や
う
な
津
具
を
肩
に
し
て
を
り
'
ま
た
同
時
代
に

｢
黄
老
君
｣
に
仕

へ
て
長
生
を
祈
る
風
が
知
ら
れ
'
そ
の
神
に
奉
事
し
て
治
病
を
行
ふ

1
種
の

神
官
が
小
形
の
杖
の
類
を
持
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
記
藤
が
あ
る
｡
す
る
と
こ
の
鏡
の

｢
帝
｣
を
黄
帝
と
み
れ
ば
う
ま
く
解
決
が
つ
く
の
で
は
な
か
ら
う

ヽ
ヽ

か
t
と
｡
つ
ま
り
生
命
の
噂
益
を
司
る
帝
で
あ
る
黄
帝
の
持
物
は
へ
こ
の
三
叉
の
や
す
の
や
う
な
も
の
で
あ
う
た
.
こ
れ
を
肩
に
し
た
姿
で
黄
帝
は

句
巴
に
人
間
の
寿
命
の
延
長
の
命
を
侍

へ
る
｡
黄
帝
は
そ
の
た
め

｢
黄
老
君
｣
と
し
て
長
生
の
所
願
の
封
象
と
な
っ
た
｡
ま
た
こ
れ
に
奉
事
し
て
治

病
を
行
ふ
道
士
は
黄
帝
と
同
様
な
象
徴
的
な
杖
を
も
っ
て
治
療
を
行
っ
た
の
だ
t
と
｡
勿
論
こ
れ
は
仮
設
で
あ
る
｡
問
題
の
固
像
に
傍
題
の
つ
い
た

資
料
で
も
現
れ
れ
ば
そ
の
昔
否
が
決
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
｡
今
の
と
こ
ろ
は
右
の
や
う
に
見
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
｡

㈲

天
皇
大
帝
'
南
極
老
人

以
上
の
考
察
に
よ
り
'
重
列
式
神
獣
鏡
の
固
像
配
置
の
塾
と
し
て
鉦
の
左
右
に
西
王
母
へ
東
王
公
を
'
上
下
の
1
万
に
伯
牙
と
鍾
子
期
'
侍
着
な

い
し
そ
の
一
方
を
'
も
う

一
方
に
黄
帝
と
句
巴
を
配
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
.
そ
こ
で
前
に
引
い
た
固
32
に
も
ど
っ
て
み
よ
う
｡
こ
の

鏡
の
蒼
頴
'
紳
農
を
伯
牙
'
鍾
予
期
と
入
れ
か
へ
て
み
る
と
'
今
の
型
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
さ
う
思
っ
て
み
る
と
､
鉦
の
下
の
三
分
ノ
二
正
面

の
坐
像
と
､
こ
れ
に
向
ふ
虞
横
か
ら
表
は
さ
れ
て
羽
人
の
一
組
は
'
固
37
に
み
た
黄
帝
と
句
だ
と
同
じ
型
で
あ
る
.
こ
れ
も
同
じ
-
黄
帝
と
句
だ
を

表
は
し
た
も
の
に
達
ひ
な
い
｡
さ
う
す
る
と
そ
の
下
の
坐
像
は
誰
か
｡
こ
の
像
は
よ
-
み
る
と
右
に
ゐ
る
玄
武
の
蛇
の
尾
の
上
に
坐
っ
て
を
り
'
北

極
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
面
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡
前
章
を
記
し
た
三
段
式
神
仙
鏡
に
お
い
て
は
玄
武
の
上
に
立
っ
た
華
蓋
の
わ
き
に
天

皇
大
帝
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
た
｡
こ
こ
に
は
華
蓋
は
な
い
が
'
北
方
の
紳
玄
武
の
わ
き
に
坐
っ
た
神
と
い
へ
ば
'
類
推
に
よ
っ
て
や
は
り
天
皇
大
帝
と

(讐

考

へ
る
こ
と
が
で
き

よ

う

｡

同
株
に
し
て
'
固
33
㌧
34
に
お
い
て
黄
帝
'
句
空
の
下
に
居
-
'
玄
武
を
わ
き
に
し
た
碑
も
同
じ
-
天
皇
大
帝
に
普
て

ら
れ
る
｡

な
は
先
に
決
定
を
保
留
し
た
固
30
の
蒼
謹
'
紳
農
の
向
ひ
側
に
表
は
さ
れ
た
'
羽
人
と
相
ひ
封
す
る
像
も
､
固
32
の
型
に
照
す
と
黄
帝
と
句
itJ
で

は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
る
｡



重
列
両
獣
鏡
の
最
下
位
に
配
さ
れ
た
両
が
天
皇
大
帝
と
す
る
と
､
鉦
を
へ
だ
て
て
､
こ
れ
と
相
封
す
る
位
置
'
最
上
部
中
央
を
占
め
る
両
は
誰
で

あ
ろ
う
か
｡
天
皇
大
帝
は
北
極
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
そ
の
近
-
に
あ
る
星
､
現
在
の
北
極
星
に
常
る
両
で
'
玄
武
と
共
に
表
は
さ
れ
る
｡
最
上
部

の
両
は
鏡
の
国
柄
の
上
で
現
在
の
北
極
星
に
普
る
両
と
封
稀
の
位
置
に
あ
る
ば
か
り
で
な
-
'
そ
の
表
現
の
上
で
も
南
側
に
朱
雀
を
飾
る
座
に
坐
っ

て
を
り
'
傍
に
朱
雀
を
件
ふ
例
も
多
い
(閲
cQCn
'
cQLO
)
と
こ

ろ
か
ら
'
天
の
北
極
の
神
に
封
す
る
天
の
南
極
の
両
で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
か
ら
う
｡
中

囲
世
界
か
ら
本
営
の
天
の
南
極
が
見
え
る
わ
け
は
な
い
が
'

｢
南
極
｣
の
星
は
漠
代
よ
り
記
藤
が
あ
る
｡

『史
記
』
天
官
書
に

声
一

狼

比

地
有
大
星
､
日
南
極
老
人
'
老
人
見
'
治
安
'
不
見
､
兵
超
へ
常
以
秋
分
時
､
侯
之
子
南
郊

と
'
即
ち
'
(シ
-
ウ
ス
の
下
に
あ
る
弧
と
い
ふ
星
座
の
下
)
地
平
線
に
近
い
と
こ
ろ
に
大
星
が
あ
り
'
南
極
老
人
と
い
ふ
｡
老
人
星
が
現
れ
れ
ば
天
下
が
よ

斥
l

く
治
ま
り
'
見
え
な
い
と
戦
争
が
起
る
｡
常
に
秋
分
の
時
に
南
郊
に
こ
れ
を
む
か
へ
る
t
と
い
ふ
の
で
あ

る

｡

こ
の
星
は
碓
骨
座
の
カ
ノ
ー
プ
ス
で

[r=7
7

あ
る

｡

こ
れ
が
見
え
れ
ば
図
が
治
ま
る
t
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
い
は
れ
る
の
は
'
地
平
線
近
-
に
し
か
現
れ
な
い
た
め
､
見
え
に
-
い
か
ら
で
あ

(響

る
｡
こ
の
星
は
ま
た
漠
代
よ
り
長
寿
を
司
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
｡

『春
秋

緯

』

に

老
人
星
､
見
則
治
平
､
主
毒
へ
老
人
星
亡
､
則
君
危
若
世
口

と
､
即
ち
､
老
人
星
は
現
れ
れ
ば
天
下
が
よ
-
治
る
｡
人
の
幕
命
を
司
る
｡
老
人
星
が
見
え
な
い
と
､
君
は
危
ふ
-
-
-
､
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡

こ
の
南
極
老
人
は
天
鰹
と
し
て
､
空
に
現
れ
る
位
置
が
南
の
水
平
線
に
近
い
瓢
､
お
よ
び
南
極
の
名
を
も
つ
鮎
か
ら
み
て
､
垂
列
神
獣
鏡
に
お
い

て
最
上
部
､
南
極
に
該
嘗
す
る
所
に
配
さ
れ
て
ゐ
る
問
題
の
紳
た
る
に
ふ
さ
は
し
い
｡
鏡
の
国
柄
を
改
め
て
注
意
し
て
み
る
と
'
長
い
あ
ご
ひ
げ
を

垂
す
も
の
(囲
警

34
)
へ
も
多
-
､
ま
た
長
い
頼
ひ
げ
を
翻
す
も
の
も
あ
り

(固
讐
'

｢
老
人
｣
の
名
で
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
は
し
い
姿
に
表
は
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡

『史
記
』
天
官
書
'

『晋
書
』
天
文
志
な
ど
に
記
さ
れ
る
や
う
に
'
南
極
老
人
は
天
下
治
平
の
微
で
あ
り
､
長
生
き
と
繁
昌
を
主

る
両
と
考

へ
ら
れ
て
を
り
'
そ
の
性
格
の
上
か
ら
い
っ
て
も
常
然

一
番
目
立
つ
鏡
の
上
部
中
央
に
表
は
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡

漢
鏡
の
圃
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て
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こ
の
南
極
老
人
は
後
漢
時
代
に
閥
家
に
よ
っ
て
養
老
の
行
事
が
行
は
れ
る
横
合
に
そ
の
祭
柁
が
行
ほ
れ
た
記
錐
が
あ

り

'

そ
の
後
六
朝
時
代
を
通

じ
て
邦
の
ま
つ
り
に
於
て
他
の
星
と
併
せ
て
王
朝
の
祭
和
を
受
け
る
と
共
に
'
老
人
星
を
ま
つ
っ
た
両
や
廟
が
あ
っ
て
特
別
の
稚
り
が
行
は
れ
た
こ

へ叩
)

と
が
記
銀
に
残
る

｡

㈲

五

帝

右
の
解
樺
に
誤
り
な
い
も
の
と
す
れ
ば
'
所
謂
建
安
式
重
列
神
獣
鏡
の
銘
文
に

｢
五
帝
天
皇
'
伯
牙
弾
琴
'
黄
帝
除
凶
｣
と
記
さ
れ
る
う
ち
'
天

皇
'
伯
牙
お
よ
び
五
帝
の
う
ち
の
黄
帝
の
固
像
'
さ
ら
に
銘
文
に
は
な
い
南
極
老
人
の
像
が
見
分
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
然
ら
ば
あ
と
の
四
帝
の

固
像
も
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡
固
33
か
ら
鉦
の
す
ぐ
上
の
伯
牙
の
群
像
'
鉦
の
左
右
に
按
す
る
東
王
公
'
西
王
母
'
銀
の
下
左
の
黄
帝
と
句

だ
'

1
番
下
の
天
皇
大
帝
と
そ
の
臣
を
除
い
て
み
る
と
'
伯
牙
の
並
び
へ

一
番
左
の
像
'
西
王
母
'
東
王
公
の
外
側
に
並
ぶ
像
､
黄
帝
の
右
の
像
t

の
四
像
が
残
る
｡
こ
れ
ら
が
五
帝
の
う
ち
黄
帝
を
除
い
た
四
帝
で
あ
る
蓋
然
性
は
頗
る
大
で
あ
る
｡
固
35
は
か
う
は
う
ま
く
引
算
が
で
き
な
い
｡
固

33
に
準
じ
て
西
王
母
'
東
王
公
の
左
右
の
像
が
五
帝
の
う
ち
の
二
人
と
す
る
と
､
同
じ
通
天
冠
を
着
け
た
像
は
南
極
老
人
の
右
に

一
人
'
黄
帝
の
傍

ら
に

1
人
で
計
四
人
見
附
か
る
｡
こ
れ
が
黄
帝
を
除
い
た
五
帝
の
う
ち
の
四
帝
と
も
思
は
れ
る
｡
然
し
嚢
帝
の
傍
ら
の

l
人
は
圃
37
に
み
る
ご
と
き
'

人
間
形
の
句
だ
の
や
う
で
あ
る
｡
さ
う
す
る
と
あ
と

一
人
は
同
じ
段
右
端
の
像
で
あ
ら
う
か
｡
固
34
は
大
股
固
33
の
固
紋
か
ら
'
鉦
の
左
右
の
西
王

母
､
東
王
公
を
除
い
た
形
で
あ
る
｡
然
し
固
33
と
異
な
り
'
伯
牙
の
わ
き
に
鍾
子
期
し
か
見
え
な
い
か
ら
､
五
帝
で
な
く
四
帝
し
か
ゐ
な
い
こ
と
に

な
る
｡

鏡
の
固
柄
は
銘
文
に
聾
げ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
絶
て
見
出
さ
れ
る
と
い
ふ
に
は
全
-
程
遠
い
こ
と
は
研
究
者
す
べ
て
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
こ

こ
に
み
た
ご
と
く
既
知
の
固
像
を
と
り
除
け
た
残
り
の
囲
像
の
教
も
'
必
ず
し
も
五
帝
か
ら
既
知
の
黄
帝
を
除
け
た
四
帝
の
数
に
う
ま
く
合
ふ
と
は

限
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
然
し
右
に
示
し
た
ご
と
き
へ
四
帝
に
あ
て
る
べ
き
候
補
者
は
同
じ
姿
に
表
は
さ
れ
へ
大
腰
な
が
ら
東
西
南
北
に
問
配
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
が
銘
文
に
出
て
く
る
五
帝
で
あ
る
こ
と
と
は
依
然
と
し
て
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡



こ
の
式
の
重
列
神
獣
鏡
に
黄
帝
を
含
め
た
五
帝
が
ゐ
る
と
す
る
と
､
そ
れ
は
ど
う
教

へ
ら
れ
た
五
帝
か
を

一
鷹
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
ら
う
｡

五
帝
と
い
っ
て
も

『呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
(『櫨
記
』
月
令
も
同
じ
)
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
き
大
陸
'
炎
帝
'
黄
帝
'
少
障
､
顧
頚
を
教

へ
る
も
の
'

『大

L=
)

戴
櫨
記
』
五
帝
徳
そ
の
他
に
記
さ
れ
る
黄
帝
､
指
頭
へ
帝
馨
'
尭
'
舜
を
教

へ
る
も
の
が
よ
-
知
ら

れ

る

.

然
し
今
問
題
の
鏡
の
五
帝
は
こ
れ
で
は

あ
る
ま
い
｡
こ
れ
ら
の
五
帝
は
歴
史
的
に
惟
起
し
'
治
鏡
や
創
造
し
た
文
化
も
異
な
る
帝
王
で
'
例
へ
ば
後
漢
の
武
梁
両
董
像
石
に
み
る
ご
と
-
'

曽
然
そ
の
冠
服
'
持
物
を
遠

へ
て
表
は
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
然
し
こ
の
鏡
の
固
像
は
み
な
区
別
の
な
い
姿
を
と
っ
て
ゐ
て
互
に
姉
別
L
が
た

い
｡
ま
た

『呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
の
シ
ス
テ
ム
で
は
'
句
巴
は
春
'
東
方
に
配
さ
れ
'
太
陣
と
組
合
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
鏡
の
固
像
で
は
黄

帝
と
組
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
鏡
の
銘
文
に
は

｢
五
帝
天
自
己

と
あ
り
､
五
帝
は
天
皇
､
即
ち
天
皇
大
帝
と
並
ぴ
ぃ
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
天
皇
大
帝

と

一
緒
に
並
び
稀
さ
れ
る
五
帝
と
い
へ
ば
'
北
極
の
周
過
､
紫
微
官
の
中
へ
華
蓋
の
わ
き
に
あ
る
五
帝
座
の
星
座
と
閥
聯
し
た
五
帝
で
あ
る
｡

『周

薩
』
春
官
'
大
宗
伯
の
疏
に

案
'
春
秋
練
達
斗
極
云
'
大
数
官
有
五
帝
座
星
'
酎
春
秋
経
文
煙
釣
云
､
春
起
育
受
制
'
英
名
室
威
仰
､
夏
起
赤
受
制
'
英
名
赤
煤
怒
'
秋
起

白
受
制
'
英
名
自
招
拒
､
冬
起
票
受
割
へ
英
名
汁
光
紀
､
季
夏
六
月
火
受
制
'
英
名
含
椙
紐

一中

一

と
あ
る
｡
こ
こ
に
引
か
れ
る
五
帝
座
に
配
さ
れ
る
蛋
威
仰
'
赤
燥
窓
等
の
五
色
に
配
さ
れ
る
帝
は
､

『
五
行
大

義

』

所
引
の

『河
固
』
に

東
方
青
帝
壷
威
仰
'
木
帝
也
へ
南
方
赤
帝
赤
燥
怒
'
火
帝
也
'
中
央
黄
帝
含
梅
紐
'
土
帝
也
'
西
方
自
帝
自
招
拒
'
金
帝
也
'
北
方
漂
帝
汁
光

紀
､
水
帝
也

と
あ
り
､
育
帝
､
赤
帝
な
ど
五
行
に
常
る
五
色
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
五
帝
座
の
星
座
に
あ
て
ら
れ
る
五
色
の
帝
に
つ
い
て
の
説
は

竜
一

漢
代
の
経
書
に
多
-
現
れ
る
も
の

で

､

後
漢
の
鄭
玄
な
ど
が
こ
れ
を
も
っ
て
経
書
の
注
樺
を
行
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
｡
今
問

題
の
重
列
神
獣
鏡
の
五
帝
が
'
銘
文
に

｢
天
皇
｣
と
並
び
記
さ
れ
る
鮎
か
ら
み
て
も
'
ま
た
互
ひ
に
区
別
の
つ
け
に
-
い
要
で
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
鮎

か
ら
み
て
も
､
俸
説
の
古
帝
王
か
ら
拾
ひ
出
さ
れ
た
五
帝
で
は
な
く
､
こ
の
星
座
に
あ
て
ら
れ
'
五
行
説
の
五
色
に
間
配
ら
れ
た
'
い
は
ば
観
念
的

な
五
帝
の
方
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
る
｡

漢
鏡
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て
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ソ､畠大軒

圃38 嘉禾4年銘蛋列神獣鏡の内院 約3/4

天L･主大仰

囲39 永安4年銘重列神獣鏡の内匝 約3/4

五島美術館痕

㈲

常
儀
､
着
和
'
轟

固
38
は
さ
き
に
み
た
固
32
と
相
近
い
固
像
の
配
置
に
な
っ
て
ゐ
る
が
､
小
異
が
認
め
ら
れ
る
｡
即
ち
最
上
は
南
極
老
人
'
そ
の
次
の
段
が
蒼
頴
'

諦
農
'
銀
の
左
右
が
羽
蓋
の
下
に
坐
る
西
王
母
'
東
王
公
'
最
下
段
は
天
皇
大
帝
で
あ
る
鮎
は
襲
り
な
い
が
'
鎚
の
下
の
像
が
固
32
で
は
黄
帝
で
あ

る
に
勤
し
'
固
38
は
膝
の
上
に
両
手
を
出
し
､
琴
を
弾
-
伯
牙
に
入
れ
襲
っ
て
ゐ
る
｡



次
に
固
39
の
永
安
四
年
銘
の
重
列
神
獣
鏡
を
み
て
み
よ
う
｡
上
に
朱
雀
'
左
右
に
青
龍
､
白
虎
'
下
に
玄
武
が
配
さ
れ
る
｡
最
上
段
が
南
極
老
人
,

固40 常儀と義和 虞漢出土墓璃 約1/5

最
下
段
が
天
皇
大
帝
､
天
皇
大
帝
の
上
が
伯
牙
で
あ
る
鮎
､
固
38
と
共
通
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
鏡
で
は
伯
牙
は
鍾
予
期
､
首
を

垂
れ
る
侍
者
な
ど
を
左
右
に
伴
っ
て
ゐ
る
.
そ
の
上
'
鉦
の
斜
め
下
左
右
に
は
鳥
を
伴
っ
た
獣
が
ゐ
る
｡
こ
の
一
封
の
獣
の

上
に
は
君
蓋
の
下
に
坐
る
紳
像
が
あ
る
｡
よ
-
み
る
と
他
の
同
様
な
例
と
異
り
､
こ
の
繭
は
西
王
母
'
東
王
公
で
は
な
い
｡

同
じ
形
の
冠
を
か
ぶ
り
へ
ど
ち
ら
も
男
性
と
判
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
さ
う
す
る
と
こ
の

一
対
の
神
は
誰
か
｡
こ
の
二
両

ぅ
ち
'
左
の
神
の
左
側
に
'
穂
の
つ
い
た
賓
の
や
う
な
植
物
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
さ
き
に
閏
cqyv

g
3
'
30
な
ど
で

蒼
頴
と
紳
農
の
問
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
さ
う
す
る
と
へ
こ
の
左
の
碑
は
蒼
頴
な
い
し
紳
農
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
｡
更
に

考

へ
る
に
'
鎧
の
左
右
に
封
栴
形
に
羽
蓋
の
下
に
表
は
さ
れ
る
の
は
通
常

l
封
を
な
す
西
王
母
と
東
王
公
で
あ
る
こ
と
を
考

へ
井
せ
る
と
'
こ
の
圃
39
で
羽
蓋
の
下
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
'
こ
の
式
の
鏡
紋
で
通
常
相
ひ
伴
っ
て
表
は
さ
れ
る
習
ひ

と
な
っ
て
ゐ
る
蒼
頴
と
紳
農
と
み
て
差
文

へ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
さ
う
と
す
る
と
'
こ
こ
で
も
伯
牙
'
鍾
子
期
が
蒼

頴
､
両
農
と
鉦
を

へ
だ
て
て
向
ひ
合
っ
て
ゐ
る
鮎
'
固
38
と
同
じ
型
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

な
は
固
39
の
鏡
で
銀
の
上
､
最
上
部
の
南
極
老
人
の
下
に
は
､
直
中
の
正
面
形
の
坐
像
を
中
心
と
L
t
左
右
か
ら
こ
れ
に

向
ふ
侍
者
四
人
､
合
計
五
人
が

l,
並
び
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
誰
で
あ
ら
う
か
.
こ
れ
と
い
っ
た
讃
按
は
な
い
が
'
通
常

伯
牙
と
黄
帝
は
銀
を
中
心
に
封
稀
の
位
置
に
配
さ
れ
る
か
ら
'
侍
者
の
盛
大
さ
か
ら
み
て
も
'
或
ひ
は
黄
帝
に
常
て
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
｡

さ
て
､
こ
の
重
列
神
獣
鏡
に
は
東
西
に
配
さ
れ
た
青
龍
､
白
虎
の
脇
に
人
身
龍
尾
の
柵
が
見
出
さ
れ
る
｡
人
身
龍
尾
の
両

と
い
ふ
と
､
大
抵
の
場
合
伏
犠
女
鯛
と
解
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
場
合
は
さ
う
で
は
あ
る
ま
い
｡
そ
の
二
滴
は
明
か

に
東
方
と
西
方
に
配
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
伏
犠
女
桐
は
東
西
に
分
離
し
て
表
は
さ
れ
る
べ
き
神
で
な
い
｡
固
39
の
人

身
龍
尾
碑
は
'
東
方
の
も
の
は
尾
の
下
に
'
西
方
の
も
の
は
頭
の
上
に
留
る
所
に
小
さ
な
園
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
ら

漠
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て



東

方

学

報

の
園
は
日
と
月
と
思
は
れ
る
｡
固
40
に
引
い
た
の
は
四
川
'
贋
漢
城
外
出
土
の
噂
で
あ
る
｡
烏
の
圏
を
入
れ
た
太
陽
と
'
轄
蛤
の
園
を
入
れ
た
月
が
'

人
身
龍
尾
の
神
に
よ
っ
て
捧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
ら
が
日
月
を
司
る
両
の
像
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
｡
頭
節
か
ら
み
て
日
を
司
る
所
の
方
が
男
'

月
を
司
る
方
が
女
で
あ
る
｡
日
を
司
る
神
の
下
に
は
玄
武
'
月
を
司
る
神
の
下
に
は
朱
雀
が
ゐ
る
｡
玄
武
'
朱
雀
と
日
紳
'
月
神
で
四
方
の
神
が
そ

ろ
ふ
と
い
ふ
趣
向
で
あ
る
｡
圃
39
の
育
龍
と
白
虎
の
側
に
配
さ
れ
た
人
身
龍
尾
の
神
が
'
こ
の
噂
に
み
る
日
を
司
る
神
と
月
を
司
る
神
に
普
る
こ
と

は
疑
ひ
な
か
ら
う
｡

こ
れ
ら
の
日
を
司
る
所
､
月
を
司
る
神
は
何
と
呼
ば
れ
た
所
で
あ
ら
う
か
｡
恐
ら
く
義
和
と
常
儀
で
は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
る
｡

『呂
氏
春
秋
』
'

勿
窮
鷹
に

義
和
作
占
日
'
筒
儀
作
占
月

と
､
即
ち
義
和
は
占
日
を
創
作
し
'
筒
儀
は
占
月
を
創
作
し
た
､
と
い
ふ
｡
ま
た

『晋
書
』
'
律
暦
志
'
中
に
'

軒
韓
-
-
使
義
和
占
日
'
常
儀
占
月
'
軍
区
占
星
気

と
'
即
ち
軒
接
氏

(黄
帝
)
は
義
和
に
日
を
占
は
せ
'
常
儀
に
月
を
占
は
せ
'
車
匠
に
星
と
気
を
占
は
せ
た
T
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
義
和
と
常
儀
が

一

組
で
夫
～
日
と
月
を
尋
問
に
扱
ふ
と
考

へ
ら
れ
た
所
か
ら
生
れ
た
話
と
考
へ
ら
れ
る
｡

『楚
鮮
』
離
騒
に

｢
日
忽
忽
其
購
暮
'
吾
令
義
和
辞
節
今
-
‥
･｣
と
出
て
-
る
義
和
を
王
逸
が

義
和
日
御
也

(
114

)

と
､
即
ち
太
陽
の
乗
っ
た
馬
車
の
御
者
だ
t
と
い
ひ
'
ま
た
揚
雄
の
河
東

賦

に

義
和
司
日

(.=
)

と
'
即
ち
義
和
が
日
を
司
る
､
と
も
い
は
れ
る
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
る
所
で
あ

る

｡

ま
た
常
義

(常
儀
)
が
十
二
月
を
生
ん
だ
俸
説
が

『山
海
経
』
大

(3
)

(1

17
)

荒
西
経
に
み
え
'

『港
南
子
』
覚
冥
訓
に
努
が
不
死
の
葵
を
西
王
母
に
乞
ひ
､
転
職

(本
に
よ
っ
て
常
蛾
と
も
書
かれ

る

'

即
ち常

儀

)

が
こ
れ
を
盗
ん
で
月

に
逃
げ
て
行
っ
た
話
は
有
名
で
あ
る
｡
さ
き
の
鏡
や
鱒
の
固
像
で
月
と
日
を
捧
持
す
る
人
身
龍
尾
の
神
を
'
こ
れ
ら
俸
讃
上
太
陽
及
び
月
の
面
倒
を



み
る
役
割
を
振
り
常
て
ら
れ
た
義
和
と
常
儀
に
常
て
る
こ
と
は
正
常
と
考

へ
ら
れ
よ
-
｡

固
39
の
神
獣
鏡
の
育
龍
の
下
に
は
大
き
な
頭
を
も
ち
'
胴
に
渦
巻
の
つ
い
た
珍
し
い
動
物
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
固
41
は
南
陽
首
里
奨
村
出
土
の

方
格
規
矩
鏡
の
周
縁
の
紋
様
の
一
部
で
'
こ
れ
も
龍
の
す
ぐ
後
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
の
方
を
み
る
と
'
こ
れ
は
明
か
に
巻
貝
の
殻
を
も
っ
た
怪

物
で
あ
る
｡
殻
の
形
に
長
短
の
差
は
あ
る
が
'
固
39
の
動
物
の
胴
に
渦
巻
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
へ
同
株
巻
貝
の
殻
で
は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
る
｡

同
様
な
､
腹
に
渦
巻
の
貝
殻
の
つ
い
た
怪
物
は
建
安
式
量
列
神
獣
鏡
で
天
皇
大
帝
の
わ
き
に
多
-
み
る
所
で
あ
る
(圃
3
-
EB)
｡

両
手
を
さ
し
上
げ
る

ポ
ー
ズ
も
共
通
す
る
｡
こ
れ
ら
で
は
囲
33
､
34
に
見
る
ご
と
-
'
片
足
を
穀
に
か
け
る
も
の
が
多
い
｡

巻
貝
か
ら
顔
を
出
す
両
に
は
次
の
や
う
な
話
が
あ
る
｡
即
ち

『
風
俗
通
』
に

公
輸
般
見
水
上
轟
'
謂
之
日
へ
開
汝
形
､
姦
通
出
頭
､
般
以
足
墓
園
之
､
轟
引
閉
其
戸
､
終
不
可
得
開

聞
内

と
､
即
ち
公
輸
般

は

水
の
ほ
と
り
に
ゐ
る
轟
を
見
つ
け
た
｡
こ
れ
に
汝
の
形
を
開
け
t
と
い
ふ
と
轟
は
丁
度
頭
を
出
し
た
｡
般
は
気
づ
か
れ
な
い
や

う
に
足
で
も
つ
て
そ
の
安
を
寓
生
し
た
｡
轟
は
ふ
た
を
引
い
て
閉
ぢ
'
そ
の
後
は
た
う
た
う
開
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
､
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡

周41 万格規短四両鏡の姦形水神
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ヽ
ヽ
ヽ

こ
の
話
に
出
て
く
る
轟
は
た
に
し
の
額
で
あ
る
｡
轟
に
つ
い
て

『説
文
』
醜
部
に

｢轟
は
虫
が
木
の
中
を
か
ぢ
る
こ
と

だ
｣
と
解
し
て
ゐ
る
が
'
こ
の
場
合
勿
論
こ
の
や
う
な
動
詞
で
は
な
い
｡
段
玉
裁
は

『説
文
』
虫
部
に

｢
桐
は
嘉
で
あ

ヽ
ヽ
ヽ

る
｣
と
い
ふ
の
に
つ
い
て
'
こ
れ
が
た
に
し
の
額
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
解
説
し
'
経
籍
に
寂
の
代
り
に
仮
借
字
と
し

闇
E

て
轟
の
字
が
便
は
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
ゐ
る
｡
そ
の
通
り
で
あ

る

｡

鏡
に
出
て
-
る
巻
貝
の
殻
を
も
っ
た
両
は
'
天

地
を
支
配
す
る
両
神
に
仲
間
入
り
し
て
ゐ
る
｡
さ
う
す
る
と
か
な
り
よ
-
知
ら
れ
た
大
物
の
水
神
で
あ
っ
た
や
う
で
あ

る
｡
常
時
に
お
け
る
名
前
や
属
性
に
つ
い
て
は
後
考
に
侠
ち
た
い
｡

固
42
は
天
紀
二
年
銘
の
襲
っ
た
間
柄
の
鏡
で
あ
る
が
'
今
ま
で
見
て
き
た
の
と
関
係
の
あ
る
固
像
が
出
て
-
る
の
で

漠
鏡
の
国
柄
二
㌧
三
に
つ
い
て
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上海博物館癖

引

い

た

｡

囲
39
と

同
様
'

左
と
右
の

外
線
沿
ひ
に
大
き

-
白
虎
'
育
龍
が

扱
は
れ
る
｡
龍
と

虎
の
頭
の
斜
め
後

に
は
夫
J～
≡
足
の

烏
と
塘
除
を
入
れ

た
光
だ
の
あ
る
圃

盤
が
あ
る
｡
勿
論

日
月
で
あ
る
｡
そ

の
下
に
は
正
面
向
の
羽
人
が
両
手
で
こ
れ
を
さ
し
上
げ
'
除
盾
し
て
ゐ
る
｡
こ
れ
も
日
月
を
司
る
神
と
思
は
れ
る
が
へ
囲
39
の
も
の
と
は
異
な
っ
た

姿
を
と
る
｡
義
和
と
常
儀
の
変
形
で
あ
ら
う
か
｡
こ
の
日
月
を
司
る
両
の
位
置
も
固
39
の
も
の
に
封
鷹
す
る
も
の
で
あ
る
｡

銀
の
最
上
に
は
長
い
嚢
を
生
や
し
た
男
が
穐
き
'
そ
の
後
に
曲
柄
の
蓋
と
小
人
物
像
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
育
龍
と
白
虎
の
位
置
が
賓
際
の
方
向

通
り
と
慢
定
し
て
み
る
と
'
上
が
北
で
あ
る
｡
さ
う
す
る
と
P
髭
を
伸
し
た
男
の
姿
勢
が
肺
に
落
ち
な
い
が
'
こ
れ
ら
は
北
極
附
近
の
華
蓋
'
天
皇

大
帝
を
表
は
す
と
み
ら
れ
る
｡
銀
の
斜
め
下
左
右
に
は
向
ひ
合
っ
て
二
神
が
坐
-
'
同
人
の
中
間
､
鋲
の
県
下
に
は
ア
ー
チ
状
の
木
が
あ
る
｡
固
44

(oEi)

の
李
易
稗
の
も
の
と
比
べ
る
と
､
や
は
り
木
連
理
の
一
種
と
み
ら
れ
よ

う

｡

南
方
に
配
さ
れ
た
木
と
こ
れ
を
挟
む
二
面
と
い
ふ
と
固

19
-
21
の
建
木

と
蒼
頴
へ
紳
農
が
思
ひ
起
さ
れ
る
｡
国

19
-
21
の
建
木
は
幹
が
二
木
の
経
り
合
さ
っ
た
形
に
な
っ
て
ゐ
る
.
こ
れ
も
木
連
理
の
表
現
法
の
一
つ
と
み

ら
れ
る
か
ら
'
両
者
の
テ
ー
マ
の
共
通
性
は
更
に
強
ま
る
わ
け
で
あ
る
｡



他
に
､
固
42
の
鏡
の
圃
柄
に
は
十
分
明
か
で
な
い
固
像
が
幾
つ
か
あ
る
｡
馬
上
に
大
き
く
扱
ほ
れ
た
鳳
風
､
連
理
樹
の
枝
の
下
に
し
ゃ
が
む
人
物
'

木
の
左
右
の
急
と
龍
､
白
虎
と
音
譜
の
尾
の
下
に
あ
る
も
の
､
な
ど
｡
他
に
蒼
頴
と
両
県
の
侍
者
の
上
に
あ
る
回
は
星
と
み
ら
れ
よ
う
｡
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
'
い
づ
れ
も
何
か
の
憶
説
な
い
し
信
仰
の
裏
づ
け
が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
が
へ
今
の
と
こ
ろ
明
か
に
し
難
い
｡

(

:7

.･l

両
獣
鏡
の
類
に
は
画
像
及
び
獣
の
配
置
に
多
-
の
ヴ
ア
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が

あ

-

'

す
べ
て
の
画
像
に
つ
い
て
そ
れ
が
何
と
い
ふ
帝
､
何
と
い
ふ
名

の
俸
説
上
の
人
物
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
で
き
る
と
い
ふ
に
は
程
遠
い
が
､
例

へ
ば
固
43
の
永
康
三
年
銘
の
環
状
乳
神
獣
鏡
の
内
匠
の
紋
様
な
ど

は
､
以
上
の
研
究
に
よ
っ
て
得
た
知
識
の
鷹
用
問
題
と
し
て
容
易
に
説
明
さ
れ
よ
う
0
即
ち
､
鉦
の
左
右
に
東
王
公
と
西
王
母
'
上
に
は
伯
牙
'
鍾

子
期
と
侍
者
が
み
え
る
.
鉦
の
下
'
伯
牙
と
相
ひ
封
す
る
位
置
に
亮
を
つ
け
た
坐
像
及
び
そ
の
借
着
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
馬
承
源
は
こ
れ
を
建
安

閣
内

式
重
列
神
獣
鏡
の
銘
に
出
て
-
る

｢黄
帝
除
凶
｣
に
あ

て

た

｡

馬
氏
は
漢
鏡
の
銘
に
こ
の
句
が
出
て
-
る
か
ら
'
と
い
ふ
以
外
に
讃
接
を
あ
げ
て
ゐ

な
い
の
で
あ
る
が
'
そ
の
勘
は
常
っ
て
ゐ
る
o
さ
き
に
記
し
た
ご
と
-
､
固
33
･-
37
な
ど
で

｢
伯
牙
革
琴
｣
と
封
稀
の
位
置
に
あ
る
像
は
多
-
黄
帝

と
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
問
題
の
像
が
他
の
紳
'
例

へ
ば
天
皇
大
帝
で
あ
る
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
他
の
型
式
の
鏡

の
固
像
配
置
の
型
か
ら
の
額
推
で
､
こ
の
場
合
も
黄
帝
で
あ
る
蓋
然
性
が
大
き
い
t
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

∴

磨

二

.㍉

漢
鏡
の
間
柄
二
､
三
に
つ
い
て

同44 李翁碑の木連理 約1/8

以
上
こ
の
章
で
研
究
し
て
来
た
重
列
神
獣
鏡
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
に
､
二
㌧
三
章
で
み
た
の

と
は
ま
た
違
っ
た
宇
宙
像
の
表
現
型
式
が
み
ら
れ
る
｡
第
三
章
で
扱
っ
た
鏡
背
紋
の
神
像
の
配
置
が

天
上
か
ら
地
上
へ
と
上
下
に
重
暦
式
に
な
っ
て
ゐ
た
の
と
異
な
り
'
こ
の
章
で
研
究
し
た
も
の
で
は

神
像
は
天
か
ら
地

へ
と
求
心
的
な
配
置
に
な
っ
て
ゐ
る
､
と
い
かゝ
こ
と
が
で
き
る
.
垂
列
神
獣
鏡
で

は
上
下
と
も
外
縁
に
接
し
て
南
極
老
人
と
天
皇
大
帝
が
押

へ
'
こ
こ
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
天
の
南
極

と
北
極
に
常
る
｡
鉦
の
左
右
'
外
側
に
は
大
き
-
育
龍
と
白
虎
が
表
は
さ
れ
る
｡
第
二
章
で
記
し
た

ご
と
く
'
こ
れ
ら
は
天
の
東
西
の
星
宿
の
代
表
で
'
こ
れ
も
天
上
'
星
の
世
界
で
あ
る
｡
そ
の
内
側
'

五
五



東

方

学

報

盛
の
左
右
に
は
西
王
母
と
東
王
公
が
居
て
'
こ
れ
は
天
と
地
の
中
間
'
崖
魔
の
や
う
な
高
山
の
頑
で
あ
る
｡
銀
か
ら
こ
れ
ら
と
等
距
離
で
あ
る
鮎
'

第
三
章
で
扱
っ
た
型
式
の
ご
と
-
僚
密
で
は
な
い
が
'
鉦
の
上
下
に
は
地
上
に
展
す
る
沖
の
像
-
蒼
頴
と
紳
農
'
伯
牙
と
鍾
子
期
'
黄
帝
と
句
巴
と

い
っ
た
俸
説
的
帝
王
乃
至
神
仙
の
仲
間
が
配
さ
れ
て
ゐ
る
t
と
い
ふ
わ
け
で
あ
る
｡

圃
28
1
30
'
36
㌧
37
㌧
43
に
引
い
た
や
う
な
'
鉦
の
周
囲
に
神
像
を

一
か
は
並
.I(
に
し
た
類
は
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
か
｡
重
列
神
獣
鏡
と
対
照

し
て
み
る
と
わ
か
る
や
う
に
'
こ
の
類
は
重
列
神
獣
鏡
か
ら
東
西
南
北
に
潜
る
天
上
の
世
界
に
層
す
る
紳
紳
-

南
極
老
人
'
天
皇
大
帝
'
青
龍
'

白
虎
-

を
と
り
除
い
て
'
い
は
ば
よ
-
身
近
な
紳
だ
け
を
残
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
両
者
の
逮
ひ
は
か
う
解
揮
さ
れ
よ
う
｡
即
ち
'
重
列
神
獣

鏡
で
は
遥
か
彼
方
'
到
底
到
達
で
き
な
い
星
の
世
界
か
ら
地
の
果
､
天
と
地
の
中
低
地
に
督
る
崖
嵩
の
世
界
､
そ
れ
に
地
上
に
昔
ゐ
た
と
さ
れ
る
俸

説
的
帝
王
ま
で
t
と
い
ふ
や
う
な
距
離
が
､
神
像
を
層
状
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
つ
た
の
に
射
し
'
こ
の
勢
で
は
後
二

者
-

西
王
母
と
東
王
公
'
俸
説
の
帝
王
や
紳
仙
の
仲
間
-

は
等
し
-
地
に
属
し
'
同
じ
レ
ベ
ル
と
い
ふ
こ
と
も
可
能
で
あ
り
'
従
っ
て
銀
の
周

囲
に

一
か
は
並
べ
に
し
て
放
射
状
に
し
て
表
現
さ
れ
た
､
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

五

結

び

以
上
'
三
つ
の
章
に
わ
た
っ
て
漠
を
中
心
と
す
る
時
代
の
鏡
紋
若
干
を
と
り
上
げ
'
ま
づ
そ
こ
に
塞
か
れ
て
ゐ
る
国
柄
が
何
で
あ
る
か
を
明
か
に

し
､
つ
い
で
そ
れ
ら
の
配
置
の
意
味
す
る
所
を
考
察
し
た
｡
即
ち
第
二
茸
に
お
い
て
は
方
格
規
矩
四
面
鏡
の
国
柄
は
方
形
の
大
地
の
四
方
の
異
に
立

っ
た
梁
と
柱
に
よ
っ
て
蓋
状
の
天
が
支

へ
ら
れ
'
こ
の
天
の
四
方
に
配
さ
れ
た
星
座
の
精
に
瑞
獣
が
現
れ
る
と
い
ふ

一
種
の
辞
瑞
国
で
あ
る
こ
と
を

明
か
に
し
た
｡
ま
た
第
三
'
第
四
章
に
お
い
て
は
三
段
式
神
仙
鏡
'
重
列
神
獣
鏡
の
固
紋
が
天
の
北
極
に
居
る
最
高
紳
'
な
い
し
は
こ
れ
と
封
置
さ

れ
た
南
極
の
神
な
ど
星
の
世
界
に
住
む
神
の
下
に
'
天
地
の
中
間
に
位
す
る
高
山
の
神
'
つ
い
で
地
上
の
文
化
英
雄
や
神
仙
た
ち
が
'
こ
の
順
に
重

層
的
な
い
し
は
求
心
的
配
置
を
も
っ
て
表
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
｡
従
来
殆
ん
ど
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
る
こ
と
な
か

っ



た
鏡
背
紋
の
画
像
に
み
る
両
面

の
姿
は
'
夫

JV
そ
れ
だ
け
と
し
て
大

い
に
興
味
深

い
も

の
で
あ
る
が
'
そ
れ
ら
が
何

の
両
で
あ
る
か
が
明
か
に
な

っ

た
結
果
自
ら
浮
び
上

っ
た
漢
か
ら
三
園
時
代

の
人
人
の
世
界
像
-

天
地
お
よ
び
そ
こ
に

一
定

の
秩
序
に
従

っ
て
鮎
綴
さ
れ
て
天
性

の
遅
行
か
ら
地

上
の
人
間
の
運
命
を
支
配
す
る
諸
諸

の
神
に
つ
い
て
の
綜
合
的
な
表
象
は
'
従
来
全
く
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
だ
け
に
更
に
貴
重
な
も

の
と
い

へ
よ

う
｡

こ
れ
ら
鏡
背
に
階
層
づ
け
て
表
は
さ
れ
た
諸
碑

の
中
に
は
へ
後

の
文
献
に
秩
序
立
っ
て
記
さ
れ
る
道
教

の
紳
碑

と
共
通

の
も

の
が
幾
柱
も
認
め

ら
れ
る
｡
関
係
資
料

の
少

い
後
漢
-
三
国
時
代
に
閲
L
へ
こ
の
方
面

の
研
究
に
有
力
な
材
料
を
加

へ
る
も

の
と
信
ず
る
が
'
専
門
で
な

い
の
で
今
は

立
ち
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
｡

最
後
に
'
研
究
を
進
め
る
に
常

つ
て
常
研
究
所

の
漢
代
文
物

の
研
究
班
の
班
員

の
方
方
に
貴
重
な
助
言
を
幾

つ
か
い
た
だ
き
'
ま
た
特
に
鏡
に
つ

い
て
は
樋

口
隆
康
氏
に
､
天
文
関
係
に
つ
い
て
は
橋
本
敬
造
氏
に
多
-
の
教
示
を
受
け
た
｡
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
｡

roす す ? 甘 T i T T T 注

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
一
九
五
九
､
一
六
〇
頁

中
山
l
九
一
八
t
H
t
肖
t
l
八
九
-
1
九
六
頁
'
軸

後
藤
一
九
二
六
､
九
三
1
六
頁

鈴
木
l
九
六
九
'
二
頁

Y
etts
t939
,p
p.
)48⊥
65
.

劉

復
1九
三
二
'
五
九
五
1
六
〇
五
頁

C
am
m
an
1948
.
p.
)60
.

平

山
l
九
一
八
t

的

'
四
七
〇
-
四
八
一
貢

K
a
ptan
19371

カ
プ

ラ
ソは
董

像

石
に
塞
か
れ
た
六
博
の
盤

(園
6
の
ご
と
き
)
を
六
博
に
佼

ふ

も
の
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
で
き
な
い
ま
ま
論
じ
て
ゐ
る
(K
a
plan
1937

p
p1
22-3).

Y

a
n
g

1
9
4
7

,)
9
5
2
.

水
野
一
九
四
七
'
歩
l
九
六
四

Y
ang
t

947,p
.

2
0
3

1

中
国
科
挙
院

考

古

研

究

所

一
九
六
三
'
三
七
1
八
頁
'
図
版
l
三
'
16
'
17

漢
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て

16 15 14

例
へ
ば
駒
井
一
九
五
三
､
二

九
頁
'
第
一
九
園
の
ご
と
-
0

駒
井
l
九
五
三
t
l
二
1
頁

努
l
九
六
四
㌧
二
五
-
六
貢
'
附
圏
五

な
は
漢
代
に
は
所
謂
方
格
鋭
短
銃
や
六
博
の
局
の
ほ
か
に
天
地
の
万
園
を
象

っ
た
も
の
と
し
て
式
天
地
盤
が
あ
る
｡
平
壌
の
王
肝
墓
出
土
の
木
製
晶
で
'
方

坂
の
上
に
中
心
軸
を
同
じ
-
し
て
囲
盤
が
重
ね
ら
れ
'
夫
～
に
二
十
八
宿
'
十

二
支
で
指
さ
れ
た
方
角
'
八
卦
'
十
二
月
紳
等
等
が
書
き
こ
ま
れ
'
そ
の
上
で

天
網
と
い
ふ
も
の
を
廻
し
て
占
ひ
を
す
る
も
の
で
あ
る

(原
田
､
田
洋
一
九
三

〇
㌧
六
〇
-
1
頁
､
閲
版
二

二
.
ま
た
三
振
鐸
l
九
四
八
'
二
二

-
八

蛋
)｡

万
国
の
上
に
方
角
､
星
宿
が
記
入
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
'
こ
れ
も
宇

宙
を
象
る
も
の
と
知
ら
れ
る
が
'
こ
こ
に
は
T
L
V
の
形
は
見
出
さ
れ
な
い
｡

さ
き
の
方
格
規
煙
の
園
式
と
は
ま
た
違
っ
た
嬰
沢
に
属
さ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ

る
｡

C

a

m
m
a
n
1
9
4
8
.

カソ
マ
ン
は

方

格
の
四
連
の
中
央
に
T
字
形
の
出
る
形
で
地
を
象
る
こ
と
は
'

唐

代
に
降
る
漫
陀
定
の
中
に
は
方
形
の
四
通
か
ら
出
た
T
字
形
に
夫
～
｢東

五
七



(19
)

24 23 22 21 20

東

方

撃

報

方
｣
､
｢南
方
｣
､
｢
西
方
｣
'
｢北
方
｣
と
記
入
し
た
も
の
が
あ
っ
て

(Stein
-
也

2
),
p
.
975
,
ch

.OO190
㌧
松
本

1
九
三
七
㌧
固
版

一
六
1
a
が
そ

れ
)､
こ
れ

が

四

つ

の

方角を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
ゐ
る

(C
am
m
an
194
9,
p
.
)6
3)
カ
ン
マ
ソ
が
こ
の
T
字
形
を
門
と
み
た
の
は
'

時
代
の
降
る
ラ
マ
教
の
畳
陀
羅
で
'
方
形
の
四
面
に
T
字
形
が
出
'
そ
の
外
側

に
本
営
の
門
を
書
い
た
も
の
が
あ
り
､
ま
た
T
字
形
の
部
分
が

｢地
の
門
｣
と

呼
ば
れ
る

..(C
am
m
an
1948
.
F
ig
1
2,
C
am
m
an
195
0,
p
.
i)0)
こ
と
よ

り
の
類
推
と
思
は
れ
る
が
'
漠
の
鏡
背
紋
と
八
世
紀
以
後
の
ラ
マ
教
の
鼻
陀
足

に
と
り
入
れ
ら
れ
た
方
格
と
T
の
組
合
せ
の
囲
式
と
で
は
'
時
代
も
宗
教
的
背

景
も
懸
隔
が
大
き
す
ぎ
よ
-
0

カ
ソ
マ
ン
の
引
-
銘
は
や
や
特
殊
な
グ
ァ
リ
エ

イ
シ
ョ
ソ
で
あ
る
｡
ご
く
普
通

に
み
る
こ
の
こ
の
句
を
引
い
た
方
が
よ
い
o

C
am
m
an
t948
,
p
p.
166-
7.

駒
井
1
九
五

三
㌧
一
〇

七

頁

B
u
ttin
g
1955,
p
.
33
以
下

中
山
一
九
一
八

'

二
〇
八
-
九
頁

方
形
の
地
を

｢矩
｣

と
い
ふ
が
､
矩
形
で
な
-
正
方
形
で
あ
る
｡
『呂
氏
春
秋
』

五
八

十
五
日
'
不
周
鳳
至
｣
の
注
に

｢乾
卦
之
風
也
｣
と
い
ふ
｡
不
周
風
は
乾
の
方

角
'
即
ち
西
北
か
ら
吹
い
て
-
る
風
で
あ
る

(
28

)

『説
文
』
に

｢極
､
棟
也
｣
と
O
ま
た

『漢
書
』
天
文
志

｢後
流
崖
下
燕
寓
載

官
極
'
東
去
｣
の
注
に

｢李
寄
日
､
極
､
屋
梁
也
'
三
輔
閲
名
馬
極
'
成
田
へ

棲
'
棟
也
-
-
｣
と
｡

(
29
)

こ
の
や
う
に
地
上
に
垂
直
に
立
つ
も
の
を
外
に
向
つ
て
倒
し
た
形
に
霊
-
董
法

は
､
例

へ
ば
漠
代
の
四
川
省
の
董
像
噂
に
中
庭
を
園
ふ
塀
を
書
て
際
用
ゐ
ら
れ

/~＼( ′･.＼ /ヽ (

34 33 32 31 30
(
35
)

有
始
覚
に

｢
凡
四
極
之
内
'
東
西
五
億
有
九
寓
七
千
里
'
南
北
亦
五
億
有
九
寓

七
千
里
｣
と
い
ふ
｡
東
西
'
南
北
等
距
離
で
あ
る
｡

(
25

)

高
誘
注
に

｢鳳
'
天
也
｡
方
'
地
也
｡
表
'
正
也
｡
蝿
'
直
也
｣
と
｡

(

26
)

同
じ
話
は

『准
南
子
』
盟
冥
訓
に
出
て
-
る
｡

往
古
之
時
'
四
梅
暦
､
九
州
製
'
天
不
発
覆
'
地
不
周
哉
-
-
於
是
女
嫡
'

錬
五
色
石
､
以
補
蒼
天
'
断
簡
足
'
以
立
四
極

と
あ
り
､
何
故
四
極
が
つ
ぶ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
話
が
な
い
｡
ま
た
共
工
が
不

周
山
を
角
で
突
い
た
話
は

『涯
南
子
』
原
遺
訓
に
あ
り
､

昔
共
工
之
力
'
偶
不
周
之
山
､
使
地
東
南
傾
'
興
高
辛
軍
馬
帝
'
途
漕
千

淵
､
宗
族
残
域
､
後
嗣
絶
紀

と
あ
り
'
争
っ
た
封
手
は
顧
頚
で
な
-
高
辛
と
な
っ
て
ゐ
る
｡

(
27
)

前
注
引

『准
南
子
』
原
遺
訓
の
候
の
高
誘
注
｡
ま
た
天
文
訓
の

｢闇
聞
鳳
至
四

38 37 36

て
ゐ
る

(重
慶
市
博
物
館

l
九
五
七
'
図
版
七
)
o

例

へ
ば
鈴
木

1
九
六
九
'
固
版
三
三

高
誘
注

｢縄
､
直
也
｣
｡

同
'

｢
-
･-
四
角
為
維
也
｣
｡

『周
解
算
経
』
下

劉
復
も

(
一
九
三
二
'
九
五
二
-
四
頁
)
前
引
日
時
計
の
四
方
の
Ⅴ
字
形
を
こ

の
天
文
訓
の

｢釣
｣
に
あ
て
て
ゐ
る
が
'
そ
の
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
天
文

の
測
量
道
具
を
-
-
り
つ
け
た
圏
表
の
類
の
四
方
に
鈎

(か
ぎ
)
が
つ
い
て
ゐ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
と
憶
測
し
て
ゐ
る
｡

S
tein
192
8
,
p.
66
3
後
六
六
七
年
及
び
六
八
九
年
の
紀
年
の
あ
る
墓
誌
頬
が

出
土

し

た
｡

新
彊
省
維
吾
爾
自
治
区
博
物
館

1
九
六
〇
㌧
図
三
㌧

一
七
頁

林

1
九
六
六
'
二
四
-
六
貢

亀
と
蛇
が
絡
ん
で
ゐ
る
の
は
'
漢
代
に
亀
に
雄
が
な
-
'
蛇
を
そ
の
雄
と
す
る
t

と
い
ふ
考

へ
が
あ
っ
た
所
か
ら
'
免
の
雌
雄
が
絡
み
合
ふ
姿
が
か
う
表
は
さ
れ

た
と
知
ら
れ
る
o

『説
文
』
に

｢亀
'
奮
也
'
外
骨
内
肉
者
也
'
天
地
之
性
'

磨
肩
無
雄
'
亀
髄
之
釈
以
官
馬
雄
｣
と
い
ふ
ご
と
-

で
あ

る
｡
駒
井
和
愛
が

(駒
井

一
九
五
三
､

1
〇
三
頁
)
か
う
い
ふ
説
は
玄
武
の
園
か
ら
思
ひ
つ
か
れ

た
説
明
に
他
な
ら
な
い
t
と
い
ふ
が
､
さ
う
い
ふ
考
へ
が
あ
つ
た
か
ら
玄
武
の

圏
が
作
ら
れ
た
t
と
考

へ
る
べ
き
で
あ
る
｡

鈴
木

一
九
六
九
'
ニ
ー
三
頁

Y
etts
1930
,
p
1
7
3-4
カ
ー
ル
グ
レ
ン
は

(K
a
rtgren
1934

.

p
.

2
6
)
こ
れ



4645 44 43 4241555453 52 5 1 50 4 9 48 47

に
封
L
t
漢
代
に
今
み
る
形
に
編
纂
さ
れ
た
と
は

い

へ
'
注

(57
)
に
引
く

『穫
記
』
曲
鮭
の
記
事
は
確
か
に
間
代
に
遡
る
と
い
ふ
｡
然
し
板
操
を
示
し
て

ゐ
な
い
｡

今
の
木
星
の
こ
と
｡

今
の
火
星
の
こ
と
O

今
の
土
星
の
こ
と
｡

今
の
金
星
の
こ
と
｡

今
の
水
星
の
こ
と
｡

『史
記
』
'
『史
記
』
に
よ
っ
た

『漢
書
』
と
も
現
行
本
で
は
こ
こ
に

｢中
官
L
t

｢東
官
｣
等
と
し
て
引
い
た

｢官
｣
の
字
を
み
な

｢宮
｣
に
作
っ
て
ゐ
る
｡
銭

大
折
は

『廿
二
史
教
具
』
の
史
記
､
三
㌧
天
官
書
の
と
こ
ろ
に
｢官
｣
は
｢官
｣

に
作
る
べ
L
t
と
し
て
謹
接
を
あ
げ
て
ゐ
る
､
そ
れ
に
よ
る
と
､
唐
の
司
馬
貞

が

『葉
隠
』
を
作
っ
た
時
の
テ
キ
ス
ト
が
さ
う
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
｡
『
晋
書
』
天
文
志
に

｢中
宮
｣
が
あ
り
'
そ
れ
に
つ
い
て
は
誰
も

｢中
官
｣

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
考

へ
て
ゐ
な
い
｡
史
記
が
も
と
も
と
銭

大
折
の
い
ふ
や
ふ
に

｢官
｣
に
作
っ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
'
問
題
が
な
い
わ
け
で

な
い
と
思
は
れ
る
が
'
こ
こ
は
通
説
に
従
っ
て
お
-
0

安
田
､
近
藤

1
九
七

l
r

四
七
二
頁
以
下
の
諸
に
よ
る
｡

今
の

『漢
書
』
天
文
志
に
は

｢柳
馬
烏
晩
｣
と
あ
る
｡

安
田
､
近
藤

1
九
七

一
㌧
四
六
六
-
七
頁
星
固

同
右

『漢
書
』
天
文
志
に
は

｢
張
曝
｣
に
作
る
｡

注

(49
)
に
同
じ
｡

同
右

同
右

宋
の
刑
昂
は

『
爾
雅
』
揮
天

｢析
木
之
梓
｣
の
疏
に
'
東
西
南
北
各
七
宿
が
全

鮭
で
夫
～
龍
'
虎
､
鳥
'
亀
の
形
を
な
す
と
解
説
し
て
ゐ
る
が
'
後
世
の
新
し

い
考

へ
方
で
あ
る
｡

(
5
)

駒
井

一
九
五
三
､
九
六
頁

漢
鏡
の
国
柄
二
､
三
に
つ
い
て

(57
)

四
両
の
確
立
期
に
つ
い
て
の
右
の
考

へ
に
大
過
が
な
い
と
す
る
と
､
次
の
事
賓

は
興
味
深
い
O
即
ち
へ
値
の
古
典
に
四
神
の
諺
と
し
て
よ
-
引
か
れ
る
記
載
は
､

す
べ
て
前
漠
中
頃
以
後
の
も
の
と
違
ひ
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
『醍
記
』
'

値
蓮
に何

謂
四
蛋
'
麟
風
貌
龍
謂
之
四
壷

と
い
ふ
が
､
白
虎
の
代
り
に
鱗
が
入
っ
て
ゐ
る
鮎
で
相
違
が
あ
る
o
ま
た

『砥

記
』
､
曲
濃
'
上
に

行
前
朱
雀
而
後
玄
武
､
左
青
龍
而
右
白
虎
'
招
揺
在
上
､
急
結
其
怒

と
あ
る
｡
鄭
玄
の
注

(以
此
四
散
薦
軍
陳
､
象
天
也
､
急
狛
堅
也
'
括
､
語
日

勤
'
又
董
招
揺
星
於
旗
旗
上
､
以
起
居
堅
劫
'
軍
之
威
怒
､
象
天
帝
也
'
招
揺

星
在
北
斗
杓
端
'
主
指
者
)
に
よ
る
と
､
こ
れ
は
か
う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
天

子
が
軍
陣
を
た
て
て
進
む
に
は
'
前
後
左
右
に
夫
"
朱
雀
玄
武
青
龍
白
虎
を
象

っ
た
陣
形
の
軍
を
配
し
'
招
稲
と
い
ふ
北
斗
の
柄
の
端
の
近
-
に
あ
る
小
さ
な

星
を
書
后
た
旗
を
た
て
る
O
こ
の
軍
の
威
容
は
堅
固
で
弧
-
､
天
帝
の
怒
つ
た

や
う
な
勢
で
あ
る
t
と
｡

こ
こ
で
も
前
後
左
右
の
四
細
は
後
世
の
方
式
通
り
で
あ
る
が
､
天
に
潜
る
も

の
が
招
揺
と
い
ふ
星
と
さ
れ
る
鮎
､
不
備
で
あ
る

(吉
田

一
九
七
二
'
六

一

頁
)
｡

『

周
蔭
』
考
工
記
'
輸
入
に

龍
族
九
算
'
以
象
大
火
也
'
鳥
旗
七
静
'
以
象
鶏
火
也
へ
熊
族
六
静
へ
以

象
伐
也
､
義
旗

(孫
論
議

『周
艦
正
義
』
に
よ
り

｢蛇
｣
を

｢
族
｣
に
正

す
)
四
静
'
以
象
密
室
也
､
弧
旗
柾
矢
'
以
象
弧
也

と
い
ふ
｡
龍
筋
に
つ
い
て
鄭
玄
の
注
に

交
龍
馬
筋
､
諸
侯
之
所
建
也
'
大
火
､
蒼
龍
宿
之
心
､
其
層
有
尾
､
尾
九

星

と
0
前
牛
は

『周
砥
』
､

春
官
.
典
路
の
記
載
に
よ
る
も
の
.
後
年
は
'
本
文

に
大
火
を
象
る
と
い
ふ
大
火
は
二
十
八
宿
の
中
の
東
方
の
宿
に
虜
す
る

｢
心
｣

宿
で
'
そ
の
属
に

｢尾
｣
が
あ
る
t
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
前
記
の
ご
と

く
春
秋
以
来
漢
に
及
ぶ
通
説
の
通
り
で
あ
る
｡
鳥
旗
に
つ
い
て
は
鄭
玄
は

五
九



(
58
)

東

方

学

報

鳥
隼
馬
旗
'
州
里
之
所
建
､
鶏
火
'
朱
鳥
宿
之
柳
､
其
属
有
星
'
星
七
星

と
｡
前
年
は
典
路
の
記
載
に
よ
る
｡
後
牛
は
本
文
に
弟
火
を
象
る
と
い
ふ
弟
火

は
二
十
八
宿
中
の
南
方
の
宿
に
あ
る

｢柳
｣
に
常
る
｡
そ
の
属
に

｢
星
｣
と
い

ふ
星
宿
が
あ
り
'
そ
の
星
の
数
は
七
つ
あ
る
t
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
天

官
書
に
柳
を
朱
鳥
の
境
に
､
七
星
を
そ
の
頚
に
あ
て
る
の
と
合
ふ
｡
次
の
熊
旗

に
つ
い
て
鄭
玄
は

熊
虎
薦
旗
､
師
都
之
所
建
'
伐
属
白
虎
宿
'
輿
参
連
鰹
六
星

と
｡
前
年
は
典
路
に
よ
る
も
の
｡
後
年
は
本
文
に
伐
を
象
る
t
と
い
ふ
伐
は
二

十
八
宿
中
の
西
方
の
宿
に
属
し
'

｢
参
｣
と
連
な
り
'

｢参
｣
の
三
つ
の
星
と

合
計
し
て
六
つ
の
星
が
あ
る
t
と
い
ふ
説
明
で
あ
る
.
伐
は
二
十
八
宿
の
1
で

は
な
い
が
'
鄭
玄
は
そ
の
一
つ
で
あ
る

｢参
｣
'

即
ち
オ
リ
オ
ン
の
三
つ
星
と

連
な
っ
て
ゐ
て
'
合
計
す
る
と
屋
敷
が
六
つ
に
な
っ
て

｢
六
暮
｣
と
い
ふ
の
と

合
ふ
と
説
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
天
官
書
は

｢
参
｣
を
白
虎
に
常
て
て
ゐ
た

が
'
こ
こ
に
は
熊
虎
を
書
い
た
旗
が

｢参
｣
で
な
-

｢伐
｣
を
象
る
と
い
ふ
鮎
'

僅
か
な
が
ら
づ
れ
が
あ
る
｡
免
蛇
に
つ
い
て
鄭
玄
ほ

金
蛇
弟
妹
'
願
鄭
之
所
建
'
密
室
玄
武
宿
､
典
東
壁
適
性
而
四
星

と
｡
前
牛
は
典
路
に
よ
る
も
の
｡
後
年
は
､
本
文
に
薯
室
を
象
る
T
と
い
ふ
密

室
は
二
十
八
宿
中
の
北
方
の
宿
に
属
し
､
東
壁
と
連
な
っ
て
星
の
教
は
四
つ
で

あ
る
､
と
い
ふ
解
説
で
あ
る
｡
密
室
は
ペ
ガ
サ
ス
の
α
､
β
､
東
壁
は
ア
ン
ド

ロ
メ
ダ
の
α
と
ペ
ガ
サ
ス
の
γ
で
あ
る
.
こ
れ
も
天
官
雷
の
『索
隠
』
'
『正
義
』

の
解
樺
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
そ
こ
に
玄
武
が

｢虚
｣

｢危
｣
に
常
て
ら
れ
て

ゐ
る
の
と
相
違
が
あ
る
｡

最
後
の
弧
旗
征
矢
の
説
明
は
'
以
上
の
四
種
の
旗
を
ピ
ン
と
さ
せ
る
た
め
の

芯
に
つ
い
て
の
こ
と
で
､
弧
と
い
ふ
星
は
シ
リ
ウ
ス
の
東
南
に
あ
る
星
座
で
あ

る
.
こ
れ
は
方
角
と
は
関
係
が
な
い
の
で
解
説
は
略
す
る

(林

1
九
五
九
､
三

〇
八
頁
参
照
)
O

能
書
と
天
官
吾
以
後
の
説
と
の
相
違
は
以
上
の
や
う
な
こ
と

で
あ
る
｡

長
康

一
九
三
三
へ

一
三
六
-
九
に
注
意
さ
れ
て
ゐ
る
｡
然
し
美
挙
的
考
察
の
対

象
と
さ
れ
'
そ
の
意
味
す
る
所
に
つ
い
て
は
欄
れ
ら
れ
て
ゐ
な
い
｡

63 62 6172 71 70 69 68 67 66 65 64

六

〇

鈴
木

一
九
六
九
㌧
三
頁

熊
-
南
'
固
17
上
､
西
､
同
園
､
中
､
下
'
北
'
梁

1
九
四
〇
-
二
､
二
㌧
中
､

三
九
｡
羊
-
東
､
鈴
木

l
九
六
九
'
三
〇
､
南
tL
同
'
二
四
､
西
'
同
四
三
'

北
'
文
物
t

T
九
五
七
㌧
八
㌧
三
六
頁

'
鳥
-
南
'
鈴
木

1
九
六
九
､
二
七
､

西
､
考
古
'
一
九
六
四
'
九
'
四
七
八
頁
'
北
､
染

一
九
四
〇
-
二
'
二
､
中
､

二
六

『宋
書
』
'
符
瑞
志

同
着

『漢
書
』
王
罪
侍
､
上
に

｢武
功
長
孟
通
'
汝
井
得
白
石
'
上
園
下
方
'
有
丹

害
者
石
､
文
日
､
菖
安
漢
公
葬
､
為
皇
帝
､
符
命
之
起
､
自
此
始
莫
｣
と
あ
る
｡

王
葬
が
皇
帝
に
な
ら
う
t
と
記
さ
れ
た
奇
蹟
の
白
石
が
上
囲
下
方
で
あ
っ
た
と

い
ふ
の
は
興
味
深
い
｡
文
字
通
り
上
が
園
で
下
が
四
角
い
と
い
ふ
や
う
な
石
で

は
文
字
が
書
き
に
-
か
ら
う
か
ら
､
こ
の
上
囲
下
方
は
外
囲
内
方
の
意
味
に
と

っ
た
方
が
よ
い

(上
鳳
下
方
の
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
王
世
仁

7
九
六
三
㌧
五

〇
四
賀
参
照
)｡

園
内
に
方
格
の
あ
る
石
に
符
が
書
か
れ
た
と
す
る
と
､
今
問

題
の
方
格
規
矩
四
紳
鏡
に
四
両
の
瑞
が
表
は
さ
れ
た
の
と
同
じ
趣
向
で
あ
る
｡

ど
ち
ら
も
王
弄
前
後
の
時
代
の
風
潮
の
反
影
と
い
へ
よ
う
｡

鈴
木

一
九
六
九
､
二
四

｢衛
｣
に
作
る
も
の
も
あ
る

(梅
原

一
九
二
四
､

一
四
)
｡

｢穿
｣
に
作
る
も
の
も
あ
る

(羅

一
九
二
九
､
九
b
)

鈴
木

一
九
六
九
㌧
一

K
artg
ren
t934,
p.
4
9

の
諸
に
よ
る
｡

鈴
木

1
九
六

九

'

二

五

樋
口
隆
康
氏
の
用
語
に
よ
る
｡

｢鷹
鶴
-
‥
｣

の
候

現
在
の
天
の
北
極
は
北
極
星
の
近
-
に
あ
る
が
'
北
極
は
年
と
共
に
移
動
す
る

も
の
で
､
晋
代
の
北
極
は
大
膿

C
am
elop
ard
is
I
t6
94

の
あ
た
り
に
あ
っ

た

(安
田
､
近
藤

丁
九
七
l
t
四
六
八
京
圏
)

(
73
)

責
際
は
小
範
囲
で
ぐ
る
ぐ
る
廻
る
.
た
だ
大
き
な
園
は
葺
か
な
い
と
い
ふ
こ
と



で
'
紐
星
の
や
う
に
全
-
廻
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

(7
)

H
o
P
e
n
g
Y
o
k
e
196
6
は
慮
文
沼

『
晋
書
天
文
志
校
正
』
'

失
士
鑑
'
劉
承

幹

『晋書
割

注
』
の
説
によ
り
､
本
文
の

｢
九
星
｣
は
七
星
と
す
る
が
よ
い
と

す
る
｡

(75
)

和
刻
本
に

｢
設
鼓
は
帝
の
屠
る
所
に
順
ふ
｣
と
讃
む
の
に
従
ふ
｡

H
o
P
en
g

Y
ok
e
196
6
に
五
帝
で
句
語
を
切
る
の
は
誤
り
.

な
は
以
下
ま
だ
紫
官
の
中

の
星
座

の
記
述
が
つ
づ
-
が
省
略
す
る
｡

(
76
)

ホ
-
氏
の
星
座
園
に
記
入
さ
れ
て
ゐ
る
星
を

N
orton
t964,
M
ap
t･tZ
に

落

し
て
製
固
し
た
も
の
｡
従
っ
て
こ
れ
は
晋
時
代
に
諸
星
座
が
こ
の
位
置
に
'

こ
の
通
り
の
形
に
あ
っ
た
と
い
ふ
復
原
園
で
は
な
い
｡

93 92 91 90
/~＼ /､､

95 94

＼･一 ･一

85 84 83 82 81 80 79 7877

上
田

l
九
三
〇
､

一
二
九
頁
.

上
田

一
九
三
〇
'
巻
末
持
我
の
も
の
に
よ
る

注

(77
)
に
同
じ
｡

S
ch
teg
et
18
75
,p
p
.
52
6
,

5
3
3-4
,

9

).
(.

『
五
行
大
義』

第
二

十
'
論

諸
種
｢

甘

公
星
経
lTq
P

星
在
句
陳
中
'
名
曜
塊
賓
'
五
帝
之
尊
租
也
｣

九
魚
'
書
お
よ
び
阻
の
俵

聞

一
九
五
五
㌧
圏
四
三
解
説

小
南

一
郎
氏
の
教
示
を
受
け
た
O

右
側
の
二
人
の
像
の
う
ち

一
人
は
紳
農
と
し
て
も
'

天
皇
大
帝
菜
寓
紳
図
､

一

も
う

一
人
は
誰
で
あ
ら
う

98 97 96(99
)

(86
)

89 88 87

か
､
今
の
資
料
で
は
決
め
に
-
い
｡

『
周
蔭
』
大
司
徒
に

｢
以
土
圭
之
濠
測
土
深
'
正
景
以
丈
地
中
､
日
南
則
景
短

多
暑
…
-
｣
と
'
即
ち
'
土
圭
の
法
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
の
南
北
の
位
置
を
測

定
す
る
｡
日
の
影
が
土
圭
と
ぴ
っ
た
り
同
じ
長
さ
に
な
る
の
を
確
認
し
て
地
中

を
決
定
す
る
｡
こ
の
地
中
よ
り
も
南
の
土
地
で
は
影
は
短
-
て
暑
気
が
ま
さ
り

-
-
･
(安
田
'
近
藤

l
九
七
l
t
五
五
五
頁
の
諾
)
と
い
ふ
ご
と
く
で
あ
る
｡

賛
思
和

一
九
三
四
'
三
九
九
-
四
〇
〇

骨
等

一
九
五
六
㌧
三
九
頁

神
像
の
問
に
入
っ
て
-
る
動
物
像
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ

漢
鏡
の
囲
柄
二
'
三
に
つ
い
て

(1-4
)

ろ
成
案
を
も
た
な
い
｡
後
考
に
保
つ
こ
と
に
す
る
｡

両
人
の
顔
の
問
に
文
字
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
何
と
讃

む
べ
き
か
明
か
で
な
い
｡

原
田
､
田
津

一
九
三
〇
へ
周
版
五
七
'
五
八
㌧
四
二
貢

西
田

1
九
六
八

こ
の
盤
状
の
も
の
の
両
側
か
ら
上
反
り
の
羽
毛
状
の
も
の
が
出
て
ゐ
る
｡
こ
れ

が
何
で
あ
る
か
は
今
の
と
こ
ろ
明
か
に
し
難
い
｡

相
ひ
似
た
話
は

『
列
子
』
湯
問
に
も
み
え
る
｡

馬
承
源
は

(馬

7
九
六
二
㌧
五
四
頁
)
固
38
の
例
に
つ
い
て
'
伯
牙
の
わ
き
に

東
を
虞
真
に
向
け
た
人
物
も
'
首
を
垂
れ
た
人
物
も
均
し
-
禁
を
聴
-
状
と
解

し
て
ゐ
る
の
は
賛
成
で
き
な
い
｡

西
田

一
九
六
八
t

l
八
-
二
一

『
事
類
賦
』
楽
部
所
引

に
は

｢
延
｣
に
作
る
｡

こ
れ
は

『
太
平
御
髪
』
五
七
八
所
引
に
よ
る
O

『
説
邦
』
弓
第
百
に
の
せ
ら
れ

る
も
の
は
字
句
が
省
略
さ
れ
て
話
が
短
-
な
っ
て
ゐ
る
｡
年
代
上
も
つ
と
遡
る

寮
監

『
琴
操
』
上

(『平
捧
館
叢
書
』
十
朱
)
に
も
こ
の
話
が
の
せ
ら
れ
て
ゐ
る

が
後
牛
が
開
け
を
-
､
孫
星
宿
は

『番
数
賦
』
楽
部
注
に
引
-

『栗
府
解
題
』

に
よ
っ
て
開
け
た
後
車
を
補
っ
て
ゐ
る
.
こ
れ
も

『太
平
御
覧
』
よ
り
字
句
が

省
略
さ
れ
て
ゐ
る
｡

固
36
で
は
伯
牙
の
両
手
の
上
を
細
い
棒
が
横
切
っ
て
ゐ
る
が
､
こ
れ
は
凡
の
横

木
と
思
は
れ
る
｡
伯
牙
は
膝
に
琴
を
置
き
'
凡
の
下
か
ら
手
を
の
ば
し
て
琴
を

弾
い
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
｡

孫
誼
爵

『
墨
子
問
詰
』
に

｢
素
服
三
縄
｣
に
つ
い
て

｢
三
縄
無
蓋
'
疑
常
作
玄

純
｣
と
い
ふ
の
に
従
ふ
｡

楊

一
九
四

二

三
八
七
-
九
頁

大
淵

一
九
六
四
㌧
六
-
七
㌧
注
(
4

)

こ
の
黄
老
君
と
い
ふ
も
の
が
ど
の

や

う
な
性
格
の
も
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
わ

か
ら
な
い
ら
し
い

(大
淵

一
九
六
四
㌧
四
二
〇
頁
'
注
(12
))

北
極
近
-
に
ゐ
る
偉
い
両
と
い
へ
ば
､
他
に
北
極
第
二
星
に
ゐ
る
と
い
ふ
太
乙

な
ど
も
考

へ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が

(二
七
頁
引

『
晋
書
』
天
文
志
)
'

鏡
紋

六

一
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東

方

学

報

に
現
わ
れ

一
群
の
紳
神
の
ス
タ
フ
の
共
通
性
か
ら
考

へ
て
'

同
じ
天
皇
大
帝
で
あ
る
蓋
然
性
は
大
き
い
と
思
は
れ
る
｡

こ
の
狼
は
術
字
o

『史
記
禽
注
考
謬
』
参
照
.

よ
-
似
た
記
事
は

『晋
書
』
天
文
志
に
も
記
さ
れ
て
ゐ
る
｡

清
水

1
九
四
四
t

l
五
〇
頁

『開
元
占
経
』
六
十
八
引

『績
漢
書
』
薩
儀
志
､
中
に

三
段
式
神
仙
鏡
と

仲
秋
之
月
'
牌
造
皆
案
戸
比
民
'
年
始
七
十
着
'
授
之
以
玉
杖
'
鮪
之
廉

粥
-
-
是
月
也
､
紀
老
人
皇
子
国
都
南
郊
老
人
廟

と
｡
な

は
『史
記
』
封
押
書

｢毒
星
河
｣
の

『索
謄
』
に

幕
星
'
蓋
南
極
老
人
星
也
'
見
則
天
下
理
安
､
故
和
之
以
所
幅
幕

と
あ
-
'
こ
の
解
樺
が
嘗
っ
て
ゐ
れ
ば
老
人
星
の
条
柁
が
行
ほ
れ
た
琵
嬢
は
前

漢
に
遡
る
こ
と
に
な
る
が
'
こ
れ
に
は
異
説
が
あ
る
｡

『正
義
』
に

角
克
在
辰
馬
寿
星

と
'
即
ち
二
十
八
宿
の
角
宿
克
宿
は
辰

(東
南
の
方
角
)
に
普
-
'
こ
れ
ら
は

黄
道
十
二
宮
中
の
幕
星
の
次
に
留
る
t
と
い
ふ
説
明
で
あ
る
｡
い
づ
れ
が
可
か

決
め
難
い
｡

(110
)

『晋
書
』
鰻
俵
志
､
上
に

及
成
帝
威
和
八
年
正
月
'
追
蓮
前
旨
'
於
覆
舟
山
南
'
立
之
天
郊
､
則
五

帝
之
佐
'
日
月
五
星
､
二
十
八
宿
'
文
昌
'
北
斗
'
三
重
､
司
命
'
軒
椋
'

后
土
'
太

1
㌧
天

二

大
徴
'
勾
陳
'
北
極
'
雨
師
､
雷
電
'
司
空
'
夙

伯
'
老
人
'
凡
十
二
紳
也

と
｡
ま
た
同
書
'
鮭
儀
志
'
上
に
は

常
以
仲
春
之
月
-
-
又
是
也
､
絢
老
人
星
干
閲
都
南
'
遮
郊
老
人
星
河

と
あ
る
O
ま
た

『朱
書
』
'

蔭
儀
志
'
三
に
は
宋
武
帝
永
初
三
年
九
月
､
司
壁

羨
之
'
尚
書
令
亮
ら
が
前
引
の
晋
の
前
例
に
な
ら
は
ん
こ
と
を
奏
し
て
許
可
さ

れ
た
記
事
が
あ
る
O

『障
害
』
へ
蔭
儀
志
'
1
に

梁
'
南
郊
薦
囲
壇
･･･-
歳
正
月
上
辛
行
事
'
用

1
特
牛
'
柁
天
皇
上
帝
之

紳
於
其
上
-
･･･五
万
上
帝
'
五
官
之
押
､
太

一
'
天

二

日
月
五
星
'
二

iTHTG'lT5illiT3iT21Tl

六
二

十
八
宿
'
大
数
'
軒
嬢
､
文
昌
'
北
斗
'
三
重
'
老
人
'
風
伯
'
司
空
'

雷
電
'
雨
師
皆
従
把

と
あ
-
'
ま
た
同
書
'
蔭
儀
志
､
二
に
は

陳
制
皆
依
梁
菖
…
-
命
大
中
署
'
常
以
二
月
八
日
､
於
署
庭
中
'
以
大
牢

洞
老
人
星
､
兼
両
天
皇
大
帝
七
大

一
､
日
月
五
星
'
釣
陳
､
北
極
'
北
斗
'

三
重
'
二
十
八
宿
'
大
人
星
､
子
孫
星
､
都
四
十
六
坐

と
あ
る
O

楊

一
九
四
一
㌧
二
五
四
頁

第
二
十

一
'
論
五
帝

顧
'
楊

一
九
四

1
.

一
三
四
-
八

『漢
書
』
揚
雄
博
'
上

出
石
一
九
四
三
㌧
五
七
九
-
八
〇
頁

劉

一
九
二
三
㌧
六
'

一
六

常
儀
は
黄
帝
の
臣
で
あ
-
'
常
蛾
は
帝
唇
の
四
妃
で
時
代
が
達
ふ
'
儀
と
蛾
が

同
音
で
あ
る
所
か
ら
混
同
し
た
の
だ
と
い
ふ
議
論
が
あ
る
が

(史
施
組

『畢
蔚

伯
畢
』
常
儀
常
蛾
之
排
'
周
所

『名
義
考
』
常
儀
占
月
)
こ
れ
は
従
い
難
い
O

常
然
俵
と
蛾
は
同
音
だ
か
ら
常
儀
と
常
蛾
は
同

1
の
蹄
で
あ
り
'
こ
れ
ら
の
停

説
は
常
儀
が
月
を
司
る
神
で
あ
る
所
か
ら
生
れ
た
も
の
だ
t
と
い
ふ
べ
き
で
あ

る
O
な
は
前
引

『青
書
』
律
暦
志
の
文
を

『畢
密
偵
畢
』
に
漠
志
に
誤
る
が
'

こ
の
誤
-
は

『節
海
』
常
儀
の
候
に
も
踏
襲
さ
れ
て
ゐ
る
O

倦
説
的
な
工
蛮
技
術
家

(森

1
九
五
二
)
oヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

森
鹿
三
は
説
文
の
段
注
を
讃
ん
で
蔵
が
は
ま
ぐ
り
か
か
た
つ
む
り
か
何
を
指
す

か
思
ひ
迷
っ
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
は
謹
み
誤
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
森
は

(蘇

l
九
五
二
'
二
l
五
頁
)

『
だ
が
段
玉
裁
は
そ
こ
に

｢古
語
で
は
変
に
障
っ
て

成
る
者
を
蒲
塵
と
い
い
､
夏
中
正
に
姓
が
涯
に
入
っ
て
塵
と
な
る
と
い
ふ
そ
の

塵
は
蒲
塵
だ
｣
と
い
う
そ
の
師
戴
露
の
説
を
の
せ
て
い
る
か
ら
'
我
々
も
こ
の

戴
氏
の
課
に
よ
る
こ
と
に
し
て
轟
は
唇
即
ち
は
ま
ぐ
-
と
い
ふ
こ
と
に
し
よ

う
』
と
記
す
.
古
人
は
さ
う
い
ふ
奨
身
を
す
る
ジ
ャ
ン
ル
を
蒲
度
と
呼
ん
だ
t

と
い
ふ
の
が
戴
票
の
意
で
あ
る
｡
蛤
は
蒲
魔
の
類
で
あ
つ
て
も
'
蒲
鷹
は
蛤
ば
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か
り
を
指
す
の
で
は
な
い
｡
蛤
と
蔵
と
は
二
物
で
あ
る
｡

『史
記
』
貨
殖
列
博

に

｢楚
越
之
地
-

-
果
情
義
蛤
'
不
待
質
而
足
｣
と
両
者
並
ん
で
あ
げ
ら
れ
て

ゐ
る
ご
と
く
で
あ
る
｡

杉
本
窓
司
氏
の
指
摘
に
よ
る
｡

三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
小
林

一
九
七
一
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
｡

馬

一
九
六
二
へ
五
四
頁

下
'
鈴
木

l
九
六
九
､
国
版
三
六

固
17

上
､
鈴
木

一
九
六
九
､
固
版
八

中
､
梅
原

一
九
二
五
､
固
版

一
二

下
､
鈴
木

一
九
六
九
､
固
版

一
〇

圃
18

シ
ア
ト
ル
美
術
館
提
供
馬
虞

圏
19

京
都
大
挙
人
文
科
学
研
究
所
痕
潟
虞

(後
藤

1
九
三
二
､
固
版
四
九
㌧
8
)

挿
園
出
所
目
録

固
1

京
都
国
立
博
物
館
提
供
寓
虞

圃
2

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
賦
寓
員

園
3

端
方

7
九
〇
九
'
二

三

図
4
a

劉

一
九
三
二
㌧
第
二
図

b

同
着
'
第
三
国

固 固 固 固 固 固 固 周 囲 固 固
15141312ll10 9 8 7 6 5

同
着
'
第

三

国

博

一
九
五
〇
､
二
五
三

既
陶

一
九
五
九
､
三
二
真

野

一
九
六
四
'
附
固
5

京
都
大
草
人
文
科
挙
研
究
所
蔵
拓
本

筆
者
製
固

林

一
九
六
四
㌧
上
'
国
二
八

S
tein
1928
,
P
】.
)08
,
)09

徐

1
九
三

〇

㌧

二
'
三
六
b

国
1
に
同

じ

上
'
鈴
木

一
九
六
九
､
固
版
四
二

上
二
'
梅
原

l
九
二
四
'
固
版

1
0

上
三
㌧
鈴
木

一
九
六
九
'
囲
版
八

国
20

京
都
大
華
人
文
科
畢
研
究
所
蔵
寓
英

国
21

固
18
に
同
じ

固
22
-
24

筆
者
製
周

囲
25

雲
南
省
文
物
工
作
陵

l
九
六
三
へ
周
版

l
t

固
26

骨
等

l
九
五
六
､
拓
片
四
1
幅

固
72

聞

l
九
五
五
㌧
圏
四
三

国
28

樋
口
隆
康
氏
原
板
寓
虞

(後
藤

一
九
三
二
､

固

29
南
京
博
物
院
等

一
九
六
三
'
圏

l
二
四

囲
30
京
都
大
草
人
文
科
学
研
究
所
蔵
寓
虞

固
版
五
一
㌧
5
)

固
31

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
歳
寓
盛

岡
32

S
iren
192
9,
pt.
6
9,
B
.

国
33

固
31
に
同
じ

固
34

京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
東
員

(同
博
物
館
考
古
学
資
料
目
録
'
3
'
金
属
製

品
'
固
三
〇
七
)

下

折
江
省
文
物
管
理
委
員
合

一
九
五
七
'
固
四
､
1

圃
16

上
'
劉

1
九
三
五
㌧

一
五
'
九
〇
b

中
'
中
閲
科
学
院
考
古
研
究
所
洛
陽
顎
掘
除

l
九
六
三
'
固
二
1
.
1

漠
鏡
の
国
柄
二
'
三
に
つ
い
て

固 固 固 回 国 固 固 囲 固
434241403938373635

京
都
大
草
人
文
科
挙
研
究
所
蔵
寓
艮

(梅
原

1
九
三
l
J
固
版
E
I七
)

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
蔵
寓
虞

同
右

同
右

(『世
界
考
古
学
大
系
』
7
'
固
版

一
五
二
)

京
都
大
畢
人
文
科
畢
研
究
所
蔵
寓
異

聞

一
九
五
五
㌧
固
九
五

張
一
九
五
七
'
固

一

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
馬
虞

(梅
原

l
九
四
二
㌧
園
版
五
五
へ
3:)

上
海
博
物
館

1
九
六
四
'
固
版
九
六
㌧
附
冊

l
〇
三
頁

六
三



東

方

畢

報

国
舶

京
都
大
挙
人
文
科
挙
研
究
所
蔵
拓
本

(Chavann
es
1909,
pt.89,no.167)

引
用
文
戯
目
録

中
国
'

出
石

誠
彦

上
田

穣

梅
原

末
治

〃

〃

〃

〃

〃

〃

日
本

一
九
四
三
㌧

一
九
三
〇
'

東
京

一
九
二
四
㌧

一
九
二
五
､

l
九
三
T
t

一
九
四
二
､

『支
部
神
話
停
説
の
研
究
』
'

東
京

『
石
氏
星
経
の
研
究
』

(東
洋
文
庫
論
叢
'
第

一
二
)
'

『
挑
華
金
古
鏡
固
錬
』
､

京
都

『挑
除
塵
和
漢
古
鑑
園
録
』
､

奈
良

『欧
米
に
於
け
る
支
那
古
鏡
』
'

東
京

『藻
三
国
六
朝
紀
年
銘
鏡
囲
説
』
'

京
都

雲

南
省
文

物
工
作
隊

1
九
六
三
㌧
雲
南
省
昭
通
后
梅
子
東
晋
壁
霊
墓
情
理
簡
報
～

『文
物
』
'
1
九
六
三
'
1
二
'
1
-
五

大
淵

忍
爾

一
九
六
四
､

『道
教
史
の
研
究
』
､

岡
山

王

振

鐸

一
九
四
八
㌧
司
南
指
南
針
興
羅
経
盤
(上
)
'

『中
国
考
古
畢
報
』
'
三
'

一
一
九
-
二
五
九

重

世

仁

l
九
六
三
'
漢
長
安
城
南
郊
薩
制
建
築

(大
土
門
村
遠
地
)
原
状
的
推

測
'

『考
古
』
'
1
九
六
三
㌧
九
､
五
〇

1
-
五
l
五

既

陶

l
九
五
九
'
山
東
省
普
査
文
物
展
党
簡
介
'
『文
物
』
t
l
九
五
九
t
l

二

二
九
-
三
三

『京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
考
古
畢
資
料
目
録
』
'

3
'
一
九
六
三
㌧
京
都

顧
韻
剛
､
楊
向
杢

l
九
四
二

三
皇
考
'
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