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鐵
砲
が
我
が
國
に
傳
來
し
た
の
は
、
天
文
十
二
年
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
征
子
ヶ
島
に
漂
着
し
た

時
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
の
國
人
が
、
種
子
ヶ
島
の
鳥
人
に
鐡
砲
を
典
へ
、
か
つ
ま
た
そ
の
製
法
を
島
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人
に
傳
へ
た
と
い
ふ
こ
し
が
、
有
名
な
南
浦
文
之
の
鐵
砲
記
に
詳
ら
か
で
ゐ
り
ま
す
。
此
の
鐵
砲

記
が
鐵
砲
傳
來
に
開
す
る
椛
威
あ
る
史
料
こ
し
て
信
岱
ら
れ
、
其
の
以
前
、
則
ち
天
文
十
二
年
以
前

に
そ
れ
が
傳
は
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
江
戸
時
代
の
多
く
の
史
料
は
、
全
く
債
値
の
な

い
も
の
と
見
ら
れ
て
了
ひ
、
自
ら
天
文
十
二
年
以
前
に
は
、
我
が
國
に
は
鐵
砲
が
な
か
っ
た
も
の
と

一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
柊
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
き
す
。
然
る
を
大
正
二
年
に
私
は
一
文
を

車
し
て
、
天
文
十
二
年
以
前
に
、
鐵
砲
は
既
に
我
が
画
に
存
在
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
ご
い
ふ
考
を
、
歴

餓
砲
の
僻
来
に
靴
い
て

鐵
砲
の
傳
來
に
就
い
て

二
）
鐵
砲
の
傳
來
に
開
す
る
蕾
考
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餓
砲
の
僻
來
に
就
い
て
二

史
地
理
誌
傘
軸
琴
上
に
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
此
の
憩
考
の
根
滕
と
な
っ
た
史
料
は
、
甲
陽
軍
鑑

北
條
五
代
記
等
の
如
き
、
よ
く
人
に
知
ら
れ
た
蛾
砲
傳
來
↑
ず
天
文
十
二
年
以
前
と
し
て
傳
ふ
る
も

の
ば
勿
論
あ
ま
り
一
般
か
ら
注
意
せ
ら
れ
な
か
っ
た
蔭
凉
粁
日
鍬
霊
錘
玩
峰
鎌
岬
叩
睡
榊
八
）
碧
山

日
録
（
癖
錘
禧
症
匪
一
軒
噛
却
吋
釧
池
虹
匠
）
鹿
添
壌
嚢
妙
（
哩
縄
ニ
ハ
｜
和
崎
峰
齊
ヲ
フ
銀
蝿
ツ
識
馳
卦
飛
）
等
で
あ
っ
た
。

噛
時
右
の
愚
考
に
對
し
て
、
故
陸
軍
巾
懸
押
上
林
瓶
氏
は
造
兵
上
の
専
門
的
見
解
か
ら
丈
倭
冠

研
究
の
第
一
人
者
を
以
て
自
認
せ
ら
れ
た
後
藤
粛
堂
氏
等
か
ら
詳
細
な
批
評
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
は
更
ら
に
明
末
清
初
に
あ
ら
は
れ
ま
し
た
支
那
の
兵
書
類
や
文
集
其
の
外

大
明
會
典
の
や
う
な
故
事
類
苑
式
の
支
那
書
維
に
振
っ
て
唯
ふ
る
所
あ
り
ま
し
た
。
（
罐
嘩
唖
狸
華

郵
皿
、
擁
ゴ
併
し
結
局
、
天
文
十
二
年
以
前
我
が
図
に
鐵
砲
あ
り
ご
い
ふ
こ
と
を
、
猿
極
的
に
決
定
し

得
る
に
は
、
論
篠
が
い
ま
だ
薄
弱
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
柊
は
っ
た
の
で
ぁ
・
り
ま
す
。
そ
の
當

時
の
押
上
中
將
の
批
評
に
對
し
て
、
私
の
弧
く
主
張
し
托
諸
鮎
の
一
つ
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

天
文
以
前
に
す
で
に
我
國
に
あ
っ
た
ご
忠
ふ
蛾
砲
は
、
種
子
ヶ
島
銃
の
や
．
ぅ
な
優
秀
な
も
の
で
な

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
漣
し
か
も
蒙
古
が
文
永
、
弘
安
に
我
が
國
へ
襲
来
し
た
時
に
、
用
ひ
だ
や
ぅ

な
、
蛾
包
み
の
火
薬
や
金
婿
や
士
石
の
丸
を
石
拠
げ
機
械
で
飛
ば
す
と
い
ふ
や
ぅ
な
も
の
で
な
く
、



火
藥
の
力
で
九
を
飛
ば
す
ご
い
ふ
近
世
式
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。

爾
来
十
数
年
間
、
我
が
記
録
や
文
書
に
前
考
今
笹
確
め
得
る
や
う
な
史
料
叉
は
天
文
十
二
年
以
前

の
も
の
と
恩
は
る
動
や
う
な
鐡
砲
を
見
出
さ
う
と
力
め
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
後
此
の

こ
と
に
開
し
て
、
二
三
の
文
献
は
見
常
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
以
て
前
考
を
確
定
す
る
に
は
、
何
れ
も

薄
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
ご
恩
は
る
皇
尤
の
草
王
と
い
ふ
お
伽
草
紙
の

中
里
九
き
も
の
あ
し
な
じ
な
を
る
段
に
、
恩
ひ
の
玉
、
冥
如
の
玉
衣
玉
、
な
ど
あ
げ
て
ゐ
る
所
に
、
鐡
砲

玉
、
と
い
ふ
こ
と
が
見
え
て
ゐ
る
如
き
は
、
そ
の
一
つ
で
今
の
っ
た
。
所
が
大
正
十
五
年
京
城
に
出
張

し
て
、
總
督
府
保
官
の
李
朝
愛
録
を
見
る
に
及
ん
で
、
趣
考
を
稜
極
的
に
確
め
得
べ
き
史
料
が
可
な

り
多
い
こ
さ
を
發
見
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
當
時
早
速
前
考
を
補
っ
て
、
天
文
以
前
に
我
れ

に
蛾
砲
あ
り
し
ご
い
ふ
こ
と
を
論
じ
た
い
と
恩
ひ
ま
し
た
が
、
今
日
ま
で
ま
こ
め
る
ご
い
ふ
日
も

な
・
く
て
過
ぎ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

偶
々
昭
和
元
年
十
二
月
、
庇
島
牒
尾
道
市
の
澁
谷
新
右
術
門
氏
の
古
帳
簿
類
を
訓
く
る
と
、
丸
藥

の
こ
と
に
開
す
る
戦
國
時
代
の
文
書
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
古
い
鐵
砲
の
所
減
せ
ら
れ
る
も
の
が

な
か
ら
う
か
と
新
右
衞
川
氏
に
た
づ
ね
て
兄
た
。
す
る
と
氏
は
奇
妙
な
竹
筒
の
や
う
な
亜
い
銅

餓
砲
の
博
來
に
就
い
て
三
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俄
砲
の
僻
來
に
就
い
て
四

の
鐵
砲
が
あ
っ
た
が
、
近
頃
見
岱
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
雨
度
ば
か
り
そ
の
古

鐡
砲
の
探
索
↓
や
｝
督
促
し
た
結
果
や
う
や
く
捜
し
出
さ
れ
づ
い
て
見
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
り
ま

す
。
私
は
そ
れ
を
見
る
な
り
、
十
年
等
ね
あ
ぐ
ん
だ
子
供
に
め
ぐ
り
逢
っ
た
や
ぅ
な
氣
が
し
ま
し

て
、
こ
れ
ぞ
天
文
以
前
の
古
鐵
砲
で
あ
ら
う
ご
坐
談
い
た
し
た
の
で
ゐ
、
り
ま
す
。
す
る
と
誰
で
あ

っ
た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
事
《
ぜ
大
阪
毎
日
新
聞
の
通
信
員
に
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
同
新

聞
に
六
百
年
前
の
蛾
砲
發
見
せ
ら
る
ご
い
ふ
こ
と
が
報
導
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
後

豊
後
南
海
部
郡
佐
伯
町
の
岩
田
氏
稜
に
詳
説
す
涼
ら
、
同
じ
や
う
な
鐵
砲
↓
笹
所
持
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
報
告
《
ど
得
ま
し
た
。
価
て
早
速
そ
れ
を
借
り
入
れ
て
見
る
ご
、
全
く
尾
道
の
も
の
と
同
形
式
の

も
の
で
あ
り
ま
す
。
，
私
は
其
の
時
新
聞
と
い
ふ
も
の
塾
有
難
さ
を
痛
切
に
感
じ
ま
し
た
。
そ
の

時
撮
っ
た
篤
冥
を
、
後
に
大
阪
朝
日
の
通
信
員
に
示
す
と
、
そ
れ
が
同
新
聞
紙
上
に
戦
せ
ら
れ
き
し

た
。
叉
そ
虹
が
日
本
全
図
の
新
聞
に
蒋
載
さ
れ
た
と
見
え
て
、
そ
の
結
果
、
今
度
は
北
海
道
の
端
か

ら
朝
鮮
滿
洲
に
至
る
ま
で
、
鐵
砲
に
閲
す
る
報
告
を
私
に
寄
せ
ら
れ
た
人
か
、
十
数
人
に
達
し
ま
し

た
。
私
は
か
ぐ
て
多
く
の
手
掛
り
｜
ど
得
て
、
こ
れ
《
て
芭
思
ふ
古
い
鐡
砲
を
悉
く
大
學
研
究
室
へ
借

り
入
睡
一
々
比
較
研
究
を
す
る
機
會
を
得
た
の
で
聖
の
り
ま
す
。
私
は
改
め
て
こ
ぁ
に
、
大
阪
や
祁

I



太
加
変
錐
の
四
年
雁
永
十
一
年
画
凡
壬
午
検
校
参
賛
門
下
府
事
崔
茂
宣
が
卒
去
し
た
事
を
録

す
る
條
に
茂
宣
の
傳
が
め
り
、
そ
れ
に
次
の
如
き
一
節
が
あ
り
ま
す
。
琵
宣
は
永
州
の
人
で
性
巧

慧
に
し
て
方
略
多
く
、
喜
ん
で
兵
法
を
談
ず
云
々
と
あ
る
次
に
刑
二
倭
冠
『
莫
レ
若
二
火
藥
「
國
人
未
し
有
二
知

者
『
茂
宣
毎
し
見
下
商
客
自
二
江
南
來
者
毎
便
Ⅲ
二
火
薬
之
法
『
有
二
一
商
『
以
二
粗
知
「
對
請
置
一
其
家
「
給
二
養
衣
食
『

累
旬
諮
問
航
得
二
要
傾
一
言
し
於
二
都
堂
「
欲
し
試
し
之
、
皆
不
二
信
至
『
有
二
欺
誕
『
茂
宣
積
以
二
歳
月
『
献
計
不
し
巳
、
卒

以
一
誠
意
威
し
之
乃
許
し
立
レ
局
以
二
茂
宣
罵
二
提
調
官
弐
乃
得
レ
修
致
火
藥
『
裁
く
具
有
大
將
軍
二
將
軍
三
將

軍
、
六
花
右
砲
、
火
砲
信
砲
火
畑
火
箭
蛾
鋤
箭
、
皮
鋤
箭
羨
蕊
砲
鐵
弾
子
、
穿
叫
五
龍
箭
、
流
火
、
走
火
、
鯛
天

鋤
砲
の
鰹
来
に
就
い
て
五

岡
其
の
外
の
諸
新
聞
の
報
導
に
對
し
て
、
深
く
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
今
の
り
ま
す
。
時

恰
か
も
本
會
の
大
會
講
演
に
際
し
、
前
記
李
朝
賓
録
に
見
え
て
ゐ
る
天
文
十
二
年
以
前
我
が
國
に

鐵
砲
あ
り
ご
い
ふ
こ
さ
に
開
聯
す
る
文
献
を
考
へ
、
以
て
前
記
の
諏
子
ケ
島
以
前
の
も
の
と
恩
は

る
易
鐡
砲
叉
腫
之
れ
と
同
形
式
の
も
の
に
参
照
し
て
、
再
び
こ
児
に
鐡
砲
僻
に
開
す
る
織
考
を
披

露
し
た
い
．
と
恩
ひ
ま
す
。

１
４
三
鐵
砲
の
朝
鮮
傳
來
と
倭
冠

I



餓
砲
の
僻
来
に
就
い
て
大

火
等
名
艇
成
狐
着
莫
シ
不
二
瀧
嘆
一
」
と
あ
り
裳
す
。
然
ら
ば
火
砲
の
朝
鮮
に
傳
來
し
た
の
は
晩
に
太

祀
の
時
代
（
二
ｍ
垂
に
ゞ
に
あ
り
、
其
の
系
統
は
南
方
支
那
の
も
の
で
あ
る
↑
）
ゞ
己
も
、
明
瞭
で
あ
り
ま

す
。
特
に
此
の
記
事
の
中
で
、
今
特
に
注
意
す
べ
き
こ
ご
は
、
茂
宣
が
火
砲
の
發
明
に
努
力
し
た
目

的
は
、
制
倭
志
に
あ
っ
た
ご
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
前
記
の
如
き
多
く
の
種
類
の
火
砲

を
製
造
し
得
る
に
至
る
や
、
直
に
之
れ
を
以
て
倭
遥
を
討
た
し
め
て
ゐ
る
こ
と
が
同
じ
茂
宣
の
傳

に
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
則
ち
同
四
年
秋
、
倭
潅
の
船
三
百
餘
艘
が
釜
羅
道
の
錘
浦
に
押

寄
せ
る
や
、
火
具
ま
さ
に
用
ふ
べ
き
で
あ
る
と
云
ひ
、
茂
宣
も
火
具
を
用
意
し
て
從
軍
し
ま
し
た
。

倭
冠
は
火
薬
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
船
を
集
合
せ
し
め
、
力
ゞ
彩
一
識
し
て
戦
は
う
と
し
だ
が
茂

宣
等
は
火
具
を
用
ひ
て
多
く
の
冠
船
》
ど
焼
き
抑
っ
だ
。
倭
冠
は
遁
れ
て
上
陸
し
た
が
、
皆
臓
滅
せ

ら
れ
た
云
々
。
茂
宣
は
功
に
よ
り
死
し
て
厚
く
追
賞
せ
ら
雌
た
等
同
傳
に
見
え
て
ゐ
る
。
同
書

世
宗
貧
録
に
は
世
宗
三
毛
悲
唖
ｌ
）
が
常
に
火
砲
の
改
良
に
蝿
す
こ
と
頗
る
多
く
見
え
て
居
り
以

後
代
々
の
王
が
之
れ
曇
か
改
良
に
端
し
て
ゐ
る
こ
と
が
同
書
に
散
見
し
て
ゐ
ま
す
。

か
く
の
如
く
朝
鮮
の
火
器
の
發
逹
は
そ
の
水
軍
の
發
逹
と
同
じ
く
、
専
ら
備
倭
計
劃
上
か
ら
起

っ
て
ゐ
ろ
と
云
っ
て
も
よ
い
位
で
あ
り
．
ま
す
。
而
し
て
我
等
の
旭
先
は
朝
鮮
人
が
か
く
の
如
く

I
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鋭
意
進
歩
改
良
す
る
こ
と
に
精
進
し
て
ゐ
た
火
砲
を
、
傍
概
し
て
ゐ
る
筈
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

今
彼
等
の
製
火
蕊
火
砲
史
と
日
本
人
ざ
交
渉
す
る
所
あ
っ
た
鮎
を
考
へ
て
見
ま
す
。

之
よ
り
先
、
定
宗
（
二
ｍ
錘
唖
，
）
の
元
年
（
雌
永
六
年
）
六
月
に
、
日
本
圃
の
使
節
が
王
閥
に
詣
り
て
、
食

酒
｜
笹
賜
は
り
、
日
既
に
夕
に
し
て
軍
器
猛
に
令
し
て
火
戯
》
笹
張
行
し
て
、
之
を
脱
せ
し
め
た
。
所
が

倭
驚
い
て
日
は
く
、
此
れ
人
力
に
非
ず
、
天
祁
使
の
然
ら
し
め
る
所
で
あ
る
と
い
っ
た
、
云
々
ご
定
宗

蛮
錐
に
見
え
て
ゐ
ま
す
。
叉
太
宗
（
二
四
捗
冷
ｌ
）
の
時
に
も
、
七
隻
應
永
十
六
年
千
二
月
軍
器
監
が

王
廷
に
於
て
叉
山
室
を
設
け
て
百
倭
僅
“
笹
し
て
來
ｂ
慨
せ
し
め
た
所
が
、
驚
怖
せ
ざ
る
者
ほ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
火
藥
の
爆
發
力
が
奮
に
倍
す
る
成
績
が
め
げ
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
關
係
す
る
諸

色
の
匠
人
等
は
皆
篤
く
賞
賜
せ
ら
れ
た
こ
と
が
太
宗
蛮
録
に
見
え
て
ゐ
ま
す
。
此
の
前
後
倭
冠

防
禦
の
爲
め
、
火
器
火
藥
と
戦
線
に
發
迭
し
た
り
或
は
之
れ
を
賓
戦
に
用
ひ
效
果
が
收
め
ら
れ
だ

等
の
記
事
が
、
甚
だ
多
く
同
書
に
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
も
火
器
を
見
せ
つ
け
ら
れ

た
倭
潅
の
徒
は
、
此
の
頃
か
ら
早
や
く
も
火
器
を
有
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

世
宗
の
即
位
の
年
藤
永
二
十
六
笠
對
馬
島
敬
差
官
覇
鮮
の
在
對
馬
駐
削
官
塞
で
あ
っ
た
李
蕊

は
次
の
如
く
献
策
し
て
ゐ
ま
す
。
日
は
く
火
畑
碗
口
は
唯
だ
銅
鐵
を
以
て
の
み
鋳
造
す
る
。
而

餓
犯
の
僻
來
に
就
い
て
七

『



餓
砲
の
僻
來
に
就
い
て
八

し
て
銅
鐡
は
我
が
図
即
ち
朝
鮮
）
に
は
産
出
せ
ず
、
故
に
火
炳
碗
口
は
朝
鮮
に
於
て
は
鋳
造
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
。
臣
對
馬
に
至
っ
て
賊
倭
の
中
國
よ
り
庭
得
し
て
鋳
る
所
の
水
鐡
火
炳
碗
口

ゞ
ぜ
以
て
来
る
。
諸
ふ
ら
く
は
、
水
鐡
を
以
て
火
炳
碗
口
》
ぜ
鋳
て
、
諸
州
錘
に
分
置
せ
ん
云
々
。
そ
し

て
軍
器
臘
に
命
せ
ら
れ
て
之
↑
で
試
み
し
め
ら
れ
た
と
世
宗
費
録
に
見
え
て
ゐ
ま
す
。
｝
ゞ
」
団
に
い

ふ
水
鐡
Ｌ
Ｌ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
又
そ
の
水
鐵
を
以
て
鋳
た
火
炳
碗
口
な
る
も
の
が
、
火

藥
の
力
を
以
て
弾
九
》
ど
飛
ば
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
此
の
文
面
だ
け
〃
で
は
不
分
明
で
あ

り
ま
す
。
茂
宣
が
作
っ
た
と
い
ふ
三
將
更
大
將
軍
、
二
將
軍
三
將
軍
亘
下
の
諸
銃
は
、
多
く
明
の
弘

治
の
大
明
會
典
の
工
部
の
軍
器
軍
装
の
號
に
あ
げ
て
あ
る
火
砲
目
録
の
中
に
見
え
て
ゐ
る
も
の

が
多
く
、
此
の
火
炳
碗
口
な
る
も
の
も
、
右
目
録
の
中
に
碗
口
銃
碗
口
砲
と
あ
る
も
の
と
同
諏
の
も

の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
何
れ
も
初
か
ら
あ
《
Ｑ
新
式
火
砲
で
あ
・
る
こ
と
も
、
大
概
推
定
し
得
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
（
歴
史
地
理
巻
二
十
五
の
第
一
参
看
粟
し
て
然
ら
ば
、
我
が
足
利
將
軍
義
持
の
頃
に

は
、
少
と
も
對
馬
地
方
に
新
式
鐡
砲
が
直
接
支
那
か
ら
博
は
．
っ
’
て
ゐ
た
こ
と
は
否
み
難
い
事
蛮
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
此
の
事
の
み
が
、
軍
濁
に
傳
は
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
同

貧
録
に
擦
れ
ば
、
世
宗
の
八
笑
應
永
三
十
三
年
千
二
月
に
、
朝
鮮
の
兵
曹
が
、
江
原
道
の
監
司
の
献
策



煮
取
り
を
、
嶺
束
の
沿
海
民
に
委
せ
て
お
い
て
は
、
好
民
叉
は
主
人
に
背
い
た
奴
蝉
が
茂
陵
や
對
馬

に
逃
れ
往
き
、
島
將
等
が
、
こ
れ
に
依
て
焔
蛸
製
造
必
秘
術
を
島
人
に
教
習
せ
し
め
る
怖
れ
が
ゐ
る

ゆ
二
三
し
、
脅
か
す
に
此
地
を
以
て
焔
蛸
を
煮
取
る
こ
と
を
以
て
し
、
因
て
以
て
人
の
蛍
賂
を
受
け
、
民

多
く
之
れ
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
。
（
工
匠
は
、
人
家
の
屋
敷
の
土
を
没
收
し
て
、
焔
蛸
を
煮
取
ら
う
と
し

維
慶
尚
の
雨
道
に
煮
取
る
も
の
は
、
唯
だ
酒
色
に
耽
，
り
、
こ
れ
↑
ど
工
匠
に
委
ね
工
匠
は
人
の
臓
舍
に

今
◎

牙
９ぱ

、
其
の
苦
み
悟
堪
へ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
云
っ
た
こ
と
が
ゐ
る
。

ゐ
ま
す
。

の
南
に
掻
い
て
、
焔
蛸
を
製
造
せ
し
め
る
事
と
し
ま
し
た
。

の
術
を
拷
問
せ
ら
れ
惨
砿
を
極
は
め
た
。

に
つ
い
て
、
政
院
が
反
對
し
た
に
對
し
、
世
宗
が
そ
の
再
考
を
促
す
だ
め
の
主
張
に
、
委
細
を
識
し
て

亡
い
ふ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ｈ
／
皇
す
。

に
依
て
嶺
東
の
浴
海
住
民
を
し
て
、
焔
蛸
を
煮
取
ら
し
め
る
こ
と
を
止
め
た
。

世
宗
質
錐
に
擦
れ
ば
、
そ
の
二
十
七
年
交
安
二
年
Ｅ
も
、
同
様
の
事
に
つ
い
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
ま

則
ち
此
の
時
世
宗
は
、
政
院
の
反
對
が
ゐ
っ
た
に
も
拘
は
ら
ず
、
司
励
局
を
、
王
廷
内
の
内
司
僕

戦
犯
の
傳
來
に
就
い
て

則
ち
世
宗
臣
談
を
排
し
て
日
ふ
に
は

其
の
人
還
る
こ
と
を
得
て
日
は
く
、
若
し
方
術
を
知
ら

一
昔
一
人
ゐ
り
、
倭
に
虜
に
せ
ら
れ
、
焔
蛸
ゞ
ぜ
煮
る

其
の
理
由
と
す
る
所
は
、
最
初
此
の
事

今
朝
臣
の
遥
は
さ
れ
て
、
全

其
理
由
は
、
焔
蛸
の

九



餓
砲
の
博
來
に
就
い
て
一
○

住
民
は
贈
賄
し
て
屋
敷
の
没
收
を
免
れ
よ
う
と
し
、
霜
の
に
大
に
苦
し
ん
だ
ら
し
い
．
）
昔
儀
政
許

稠
以
霜
ら
く
、
焔
蛸
？
ど
煮
る
の
庭
が
倭
島
に
近
く
、
其
〃
術
の
洩
れ
る
こ
と
｜
ど
恐
る
画
通
し
く
愼
密

に
す
べ
き
で
あ
る
。
今
倭
人
は
そ
の
術
ゞ
ご
學
ば
ん
と
す
る
こ
と
久
し
い
の
で
今
の
る
。
嘗
て
唐
人

を
鹿
に
し
て
、
始
め
て
火
砲
の
術
を
解
し
た
。
さ
き
に
李
塞
が
Ⅱ
本
に
往
っ
た
時
に
，
火
砲
を
以
て

之
れ
を
迎
へ
た
。
然
し
火
氣
が
猛
な
ら
ず
焔
捕
を
李
蕊
に
請
う
た
が
、
李
塞
は
無
き
こ
と
を
以
て

し
た
ご
い
ふ
。
今
焔
蛸
匠
は
も
と
賎
穎
で
あ
る
か
ら
、
誘
ふ
に
利
を
以
て
せ
ら
れ
噂
ぱ
、
必
ず
其
の

術
を
教
へ
る
で
あ
ら
う
。
況
ん
や
焔
蛸
の
藥
は
、
皆
彼
れ
に
出
づ
、
（
焔
蛸
製
造
に
要
す
る
薬
品
は
、
皆

日
本
か
ら
産
出
す
る
の
意
で
あ
ら
う
）
若
し
こ
れ
を
學
ば
ゴ
、
不
可
の
大
な
る
も
の
で
あ
る
。
叉
外

方
（
Ⅱ
本
を
指
す
の
で
あ
ら
う
）
の
煮
る
所
は
、
喪
多
く
し
て
出
づ
《
・
所
反
っ
て
少
い
。
津
に
予
は
京

中
に
於
て
暫
く
煮
る
こ
と
を
試
み
る
の
”
父
中
略
声
外
司
に
於
て
煮
る
所
は
、
恐
ら
く
は
、
倭
人
の
知
る

所
ご
な
ら
う
芸
々
，
と
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
画
に
世
宗
が
巳
の
主
張
の
諭
擦
こ
し
て
引
い
た
李
藝
に
開
す
《
。
こ
と
は
、
世
宗
箕
錐
元
年
の

條
の
李
藝
の
献
策
の
事
愛
と
参
照
し
て
、
當
時
す
で
に
對
馬
に
於
て
火
砲
の
行
は
れ
て
ゐ
た
様
子

を
知
る
．
へ
く
、
叉
其
の
火
砲
は
倭
冠
が
捕
虜
の
支
那
人
か
ら
奪
ひ
知
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
こ
も
分



』

京
都
の
人
々
が
琉
球
人
の
火
砲
を
見
聞
し
た
》
△
け
で
、
ま
た
そ
れ
を
見
逃
し
た
で
あ
り
ま
せ
う
か
。

砲
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
に
、
地
方
九
州
の
者
が
斯
る
利
器
を
知
ら
ず
し
て
す
ん
だ
で
せ
う
か
。

十
年
も
後
の
文
政
の
年
代
に
、
京
都
の
人
は
發
砲
の
一
音
響
な
ど
を
あ
ま
り
聞
い
た
事
が
な
か
っ
た

琉
球
人
が
鐡
砲
を
發
し
た
時
、
人
觜
聴
い
“
て
瀧
顛
す
ぐ
）
蔭
凉
軒
目
録
に
あ
り
ま
す
。

，
と
い
ふ
事
を
略
ぼ
推
定
し
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
り
先
應
永
中
、
李
藝
が
對
馬
で
職
砲
を
以
て
歓
迎
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
五

の
あ
っ
た
に
つ
い
て
は
、
匪
々
私
の
紹
介
し
た
遡
り
で
ゐ
，
，
ま
す
ａ

人
が
文
正
元
年
に
我
が
幕
府
に
入
貢
し
た
際
、
幕
府
の
惣
門
外
で
一
雨
聾
の
鐵
砲
を
發
し
た
こ
こ

肌
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
、
り
ま
す
。

こ
ご
は
、
李
韮
が
對
馬
に
行
っ
た
際
、
歓
迎
の
魁
砲
が
發
せ
〆
恥
↓
れ
た
事
に
依
一
し
も
明
白
で
ゐ
り
ま
す
。

て
ゐ
た
鐡
砲
が
、
九
州
の
地
方
に
傳
は
ら
な
か
っ
た
‐
こ
忠
へ
る
で
せ
う
か
。

朝
鮮
へ
傳
は
っ
た
火
砲
や
火
薬
は
、
江
南
か
ら
仰
は
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
記
の
通
り
で

戦
犯
の
僻
來
に
就
い
て

（
一
一
一
）

－
″
Ｏ
Ｂ
Ｊ
■
』

、

〃
ｆ
ｒ
も
び

も

も

凸
。
６

グ
イ
ー
″

か
く
て
室
町
時
代
の
初
期
に
當
っ
て
、
對
馬
に
於
て
用
ひ
ら
れ

琉
夕
心
も
、
Ｐ
ｂ

ｌ
ｊ〆

リ
ノ

ｊ
ｒ

往
来
と
鋤
砲

そ
れ
に
し
て
も
、
對
馬
で
禮
砲
を
鞭
か
す
程
鐵

こ
れ
は
漉
砲
の
意
味
で
あ
る

こ
れ
ど
別
途
に
琉
球

一
一

さ
す
肌
ば
之叉

、



室
町
時
代
に
は
、
琉
球
人
が
髄
に
我
が
國
に
入
貢
し
て
ゐ
て
、
日
琉
の
關
係
は
最
も
緊
密
で
あ
り

ま
し
た
。
琉
球
が
朝
鮮
と
往
来
す
る
に
つ
い
て
も
、
我
が
國
が
常
に
先
導
を
な
し
て
ゐ
た
や
う
で

あ
り
ま
す
。
此
の
先
導
の
意
味
喚
琉
球
人
が
倭
遥
の
掠
奪
を
晃
か
れ
る
手
段
で
あ
っ
た
や
う
で

あ
り
ま
す
。
一
方
我
が
先
導
者
は
、
琉
球
人
の
先
導
ご
い
ふ
名
儀
の
も
と
に
、
琉
球
人
の
報
酬
を
受

け
、
か
つ
貿
易
を
行
っ
た
も
の
と
恩
は
れ
る
節
が
あ
り
ま
す
。
太
祀
愛
録
に
擦
れ
ば
、
太
加
の
三
年

（
應
永
元
毎
九
月
琉
球
の
中
山
王
察
度
の
使
者
が
、
日
本
の
使
蒋
さ
共
に
太
祀
に
朝
見
し
て
ゐ
ま
ず
。

そ
し
て
日
本
の
使
考
ば
琉
球
の
先
導
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
太
宗
資
錐
に
擦
れ
ば
、
太
宗
十
六

年
（
應
永
二
十
三
年
）
正
月
李
蕊
を
琉
球
に
進
は
し
て
、
日
本
人
が
琉
球
に
鱒
費
し
た
朝
鮮
の
捕
廃
を

つ
れ
蓮
へ
ら
し
め
ん
と
し
、
尋
い
で
李
塞
は
稗
寅
の
朝
鮮
人
四
十
四
人
を
率
ゐ
て
七
〃
琉
球
か
ら

還
り
ま
し
た
。
叉
太
宗
貧
録
に
擦
れ
ば
、
太
宗
の
十
七
年
（
應
永
二
十
四
年
千
二
月
に
、
明
の
成
祀
が

明
白
で
あ
り
ま
す
。

俄
砲
の
偲
來
に
就
い
て
一
二

あ
り
ま
す
。
而
し
て
頻
り
に
江
南
に
出
入
し
た
琉
球
人
や
瓜
畦
人
の
間
に
も
、
は
や
く
か
ら
火
砲

が
傳
は
っ
て
ゐ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
而
し
て
琉
球
人
と
、
瓜
畦
人
と
が
、
朝
鮮
に
往
来
す
る
に
際

し
、
我
が
國
は
雨
者
の
間
に
あ
っ
て
、
粥
に
重
要
な
る
地
位
に
ゐ
た
こ
ご
が
、
叉
李
朝
資
録
に
依
っ
て



明
に
入
貢
し
た
琉
球
の
使
者
の
歸
國
に
際
上
汝
國
與
日
本
國
交
親
、
後
日
征
二
日
本
『
則
汝
國
必
先
引

路
ぞ
よ
云
々
と
宣
諭
す
き
所
一
か
あ
っ
た
。
蓋
し
義
浦
蕊
じ
義
持
は
明
・
に
入
貢
せ
ず
、
一
方
倭
遥
が

頻
り
に
肌
の
邊
海
遼
遥
す
る
の
で
、
明
の
成
加
は
、
義
持
を
威
嚇
し
よ
う
こ
し
て
、
右
の
如
く
琉
球
人

に
對
し
て
揚
言
し
た
の
で
あ
ら
う
と
恩
ひ
ま
す
。
そ
は
と
に
か
く
、
此
の
一
段
は
以
て
日
琉
間
の

親
密
な
る
状
態
を
知
る
．
へ
き
で
あ
り
ま
す
。

″
世
宗
賓
録
に
十
一
髪
永
享
元
年
）
九
月
島
津
黄
久
が
、
琉
球
の
漂
流
者
を
朝
鮮
に
逢
っ
て
、
琉
球
に

か
へ
ら
し
め
て
ゐ
る
こ
と
が
見
え
て
ゐ
ま
す
。
端
宗
蜜
蜂
の
元
年
（
享
徳
二
年
西
月
に
琉
球
人
は

日
本
人
に
捕
へ
ら
れ
、
奴
と
し
て
寅
ら
れ
た
朝
鮮
人
を
換
興
し
て
送
還
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

世
加
賀
録
の
四
年
（
長
職
三
年
）
閏
二
月
に
、
琉
球
の
使
人
が
京
極
殿
畠
山
殿
広
使
者
と
共
に
朝
鮮
に

来
る
こ
と
が
見
え
て
ゐ
ま
す
。
同
年
三
月
世
加
は
更
ら
に
日
本
人
泉
氏
を
代
理
と
し
て
、
朝
鮮
の

漂
流
民
を
送
還
せ
し
め
、
泉
氏
は
使
傭
を
し
て
代
っ
て
之
れ
を
朝
鮮
に
送
ら
し
め
て
ゐ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
之
れ
等
の
事
変
は
、
何
れ
も
琉
球
朝
鮮
の
交
迦
と
我
が
図
ど
の
關
係
を
物
語
る
も
の

で
め
り
ま
す
。
次
の
事
件
の
如
き
は
、
更
ら
に
三
表
の
開
係
を
示
す
興
味
ゐ
る
史
賞
で
あ
り
ま
す
。

成
宗
箕
錐
二
十
五
年
（
肌
應
三
年
、
即
ち
琉
球
人
が
鐡
砲
を
室
町
幕
府
仙
外
で
放
っ
た
丈
正
元
年
よ

戯
砲
の
偲
來
に
就
い
て
一
三

I



鋤
犯
の
鱒
來
に
就
い
て
一
口

０
約
二
一
非
年
後
に
當
る
五
月
に
、
成
宗
は
久
し
く
絶
え
て
ゐ
た
朝
鮮
迩
川
を
復
し
傭
天
章
》
ど
使
僧

ざ
し
て
朝
鮮
に
派
通
し
ま
し
た
。
偶
々
平
皮
古
三
市
羅
牟
彦
三
郎
な
る
べ
く
、
宗
氏
の
一
族
必
と

い
ふ
對
馬
の
者
が
、
さ
き
に
朝
鮮
に
締
化
し
雷
時
琉
球
に
渡
航
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
蹄
鮮
す
る
と

い
ふ
便
宜
に
託
し
て
使
儒
を
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
日
本
人
が
一
日
一
帆
鮮
に
蹄
化

し
、
更
ら
に
琉
球
に
往
来
し
が
の
相
當
の
地
位
を
有
し
て
ゐ
た
や
う
な
者
が
戯
砲
の
如
き
利
器
を

或
は
こ
れ
を
朝
鮮
に
受
け
、
或
は
こ
れ
を
琉
球
よ
り
受
け
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
、
李
謹
は
對
馬
の

人
が
唐
人
を
捕
へ
て
鐵
砲
を
得
た
ご
い
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
信
ず
べ
き
こ
と
て
な
い
。

日
本
を
取
ま
く
鐵
砲
の
所
有
者
亡
日
本
と
の
往
來
は
盗
ま
な
く
て
も
、
當
然
こ
れ
を
我
れ
に
傅
へ

た
と
信
途
ら
れ
ま
す
。

こ
ぁ
に
瓜
畦
と
日
鮮
と
の
往
来
を
語
る
こ
さ
は
、
直
接
本
問
題
に
係
は
る
こ
と
で
な
い
が
、
些
か

参
考
と
し
て
述
べ
た
い
琶
思
ふ
。
太
宗
黄
鋒
に
握
れ
ば
、
太
宗
の
六
年
（
應
永
十
三
壬
五
月
二
十
二

日
瓜
畦
を
發
し
塑
南
溌
瓜
畦
万
使
者
陳
彦
群
が
閏
七
月
一
日
に
全
維
道
群
山
島
に
至
る
や
、
倭
冠

（
四
）
瓜
畦
と
日
、
鮮
と
の
往
來
と
鐡
砲

1
1



の
た
め
に
掠
奪
せ
ら
れ
、
た
め
に
二
十
一
人
戦
死
し
、
男
女
四
十
人
逃
れ
て
朝
鮮
の
沿
岸
に
上
陸
し

ま
し
た
。
そ
の
年
八
月
、
宗
貞
茂
は
南
溌
船
を
掠
め
て
得
た
も
の
ど
瀞
し
て
蘇
木
、
胡
椒
及
び
孔
雀

を
朝
鮮
國
王
に
進
貢
し
た
。
陳
彦
群
は
こ
の
時
朝
鮮
に
訴
へ
て
、
輕
舟
一
般
を
貸
し
典
へ
ら
れ
て

本
圃
に
蹄
還
し
ま
し
た
。
其
の
後
、
太
宗
の
十
一
年
（
應
永
十
八
年
）
七
月
陳
彦
群
は
、
我
が
溥
多
に
來

ｂ
、
明
年
正
、
二
月
の
頃
上
京
す
べ
き
こ
と
を
朝
鮮
に
報
じ
、
つ
い
で
同
十
二
年
日
本
の
手
久
殿
扇
使

者
と
陳
彦
鮮
の
使
者
と
が
朝
鮮
に
來
６
、
百
本
國
人
、
性
本
よ
り
食
暴
に
し
て
、
多
く
陳
彦
群
の
財
を

頼
ま
ん
と
す
、
恐
ら
く
中
路
に
し
て
我
を
殺
し
て
以
て
其
の
通
を
減
さ
ん
、
一
と
訴
へ
て
、
謹
透
船
の
派

遥
を
乞
ひ
ま
し
た
。
宇
久
殿
と
は
松
浦
氏
の
蕪
に
し
て
、
五
島
の
宇
久
島
に
擦
れ
る
宇
久
氏
の
こ

こ
で
あ
ら
う
。
‐
恩
ふ
に
對
馬
の
宗
氏
は
瓜
畦
人
の
朝
鮮
貿
易
を
悦
ば
ず
、
鍵
に
こ
れ
を
群
山
島
に

於
て
掠
奪
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
瓜
畦
人
は
五
島
の
宇
久
氏
の
海
上
擁
護
を
得
、
更
ら
に
朝
鮮

の
誰
逢
船
の
派
遣
を
乞
う
て
、
朝
鮮
に
波
ら
う
と
し
た
の
で
あ
ら
ゞ
名
琉
球
人
が
日
本
に
入
貢
し
、

其
の
先
導
に
依
っ
て
北
支
那
や
朝
鮮
に
往
来
し
た
如
く
、
瓜
畦
人
は
宇
久
氏
の
先
導
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
何
れ
に
し
て
も
、
我
が
國
は
當
時
我
が
南
方
の
、
遠
い
南
壁
地
方
と
朝
鮮
及

び
北
支
那
地
方
ど
の
海
上
往
来
を
中
断
し
て
、
殆
ん
ど
絶
對
の
海
上
權
を
握
っ
て
ゐ
た
様
子
が
よ

餓
砲
の
博
來
に
就
い
て
一
五

I



昨
年
來
予
の
蒐
集
し
た
鐵
砲
を
今
其
形
式
上
か
ら
、
分
類
す
る
と
、
三
種
に
分
た
る
《
○
。
而
し
て

第
一
及
び
第
三
極
の
も
の
は
、
僅
か
に
一
鮎
》
つ
ぁ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
第
三
種
の
も
の
は
篤
眞

で
見
た
ゴ
け
の
も
の
で
あ
る
。
今
左
に
其
の
目
録
ご
簡
単
な
説
明
を
加
へ
よ
う
と
恩
ひ
ま
す
。

の
も
の

蛾
砲
の
僻
來
に
就
い
て
一
太

く
わ
か
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
か
く
の
如
く
ん
ぱ
、
江
南
ご
朝
鮮
と
の
往
来
に
對
し
て
．
も
、
倭
冠
は

叉
随
分
の
支
配
力
を
握
っ
て
ぬ
た
と
想
像
す
る
．
こ
と
も
、
必
ず
し
も
無
理
と
は
い
へ
な
い
。
ご
恩
ひ

ま
す
。
か
う
し
た
地
位
に
ゐ
た
我
が
國
が
、
ま
た
支
那
江
南
や
南
溌
諸
國
と
、
朝
鮮
や
北
支
那
方
面

と
の
文
化
上
の
交
通
の
野
外
に
あ
る
べ
き
筈
が
な
い
と
恩
ひ
ま
す
。
現
に
鐵
砲
傳
來
の
一
事
に

於
て
、
對
馬
は
正
し
く
其
の
埒
内
に
あ
り
、
而
し
て
そ
の
地
方
九
州
の
み
が
埒
外
に
あ
“
り
得
べ
き
こ

と
で
は
な
い
の
で
あ
・
り
ま
す
。

小
樽
市
史
談
會
所
砿
。
黄
銅
製
。
砲
身
長
さ
』
一
七
・
二
セ
ン
チ
。
口
径
三
、
六
セ
ン
チ
、
砲
身
径
八

セ
ン
チ
銘
文
里
九
斤
三
僅
三
十
五
字
」
と
め
ｂ
、
馳
字
の
如
き
方
法
に
て
刻
し
た
三
文
字
が
あ
る

第
一
種 豆

）
予
の
蒐
集
せ
し
鐡
砲
の
種
目



篤
興
（
ロ

１
１

径
一
・
六
セ
ン
チ
。
銃
把
口
裡
二
・
八
セ
ン
チ
刻
文
に
覇
丞
、
西
山
言
二
字
・
っ

当
二
行
に
刻
し
て
あ
ゞ
ｌ
其
の
外
董
二
丘
と
あ
り
ま
す
（
為
尻
三
三
参
看
）
・
も

餓
鞄
の
博
來
に
就
い
て

が
薄
不
明
で
あ
り
蒲
或
竺
富
寧
上
示
‐
と
・
忍
は

‐
れ
ま
す
。
（
寓
眞
二
」
参
看
）
・

第
二
極

‐
（
イ
）
類

仰
小
樽
市
史
談
會
所
燕
。
黄
銅
製
。
銃
身

長
さ
五
五
、
七
セ
ン
チ
。
銃
口
樫
一
・
八
セ

ン
チ
。
銃
把
口
径
三
・
八
セ
ン
チ
。
黙
字

”
式
に
刻
し
た
銘
丈
三
字
あ
り
て
「
仕
會
よ

と
あ
り
、
他
の
二
字
不
明
で
あ
り
ま
す
鳶

興
三
」
参
看
）

②
大
分
畷
佐
伯
町
岩
田
莞
爾
氏
所
藏
。
青

銅
製
銃
身
長
さ
三
一
・
四
セ
ン
ヂ
。
銃
口

「
１
１
１
１
‐
‐
‐
ト
一

潟
艮
（
二
）

一

七

’



’

餓
砲
の

潟
嵐
（
三
）
‐

傳
來
に
就
い
て

③
尾
道
市
澁
谷
新
右
術
門
氏
所
藏
。

③
尾
道
市
澁
谷
新
右
術
門
氏
所
藏
。
青
銅
製
。
銃
身

六
二
セ
ン
チ
。
銃
口
径
一
セ
ン
チ
。
銃
把
口
径
三

セ
ン
チ
。
刻
文
に
「
擦
宇
鋪
二
勝
電
三
斥
十
六
両
二
一
尺

一
寸
二
公
と
あ
り
、
又
鮎
字
式
に
刻
し
た
文
字
に
亮

府
上
を
あ
り
ま
す
。

（
ロ
）
類

凹
大
分
螺
北
海
部
郡
幸
岫
村
飯
塚
毅
氏
所
藏
。
青
銅

製
銃
身
長
さ
五
七
セ
ン
チ
。
銃
口
礎
二
・
六
セ
ン
チ
・

銃
把
口
裡
四
・
六
セ
ン
チ
銘
丈
に
函
暦
己
卯
四
月
日

造
舅
勝
字
、
七
斤
七
両
二
匠
検
（
？
厩
（
？
三
口
四
“
こ
四
行

に
刻
し
て
あ
り
ま
す
。
（
為
冥
面
墓
看
）

⑤５
も
と
朝
鮮
釜
山
武
藤
長
平
氏
所
藏
、
現
在
九
州
帝
國

大
學
所
藏
。
青
銅
製
。
銃
身
長
さ
五
七
セ
ン
チ
・

銃
口
径
二
・
一
セ
ン
チ
。
銃
把
口
径
三
・
四
セ
ン
チ
。

一
八

認
嵐
（
四
）



濡
鼠
（
五
）

戯
砲
の
博
來
に
就
い
て 銘

丈
に
爾
原
府
造
二
勝
字
五
斤
八
雨
二
藥
七
銭
、
中
九

口
、
九
十
□
□
口
二
匠
人
鰊
維
逓
と
数
行
に
刻
し
一
し
あ

り
ま
す
。
（
馬
屋
「
亜
参
看
）

⑥
岡
山
縣
津
山
市
禰
井
芳
明
氏
所
瓶
。
青
銅
製
。
銃

身
長
さ
七
六
セ
ン
チ
。
銃
口
径
一
・
八
セ
ン
チ
。
銃

把
口
狸
二
・
八
セ
ン
チ
。
銘
文
に
爾
暦
卯
春
三
五
斤
七

雨
藥
六
（
以
下
別
行
）
銭
、
車
芝
一
と
三
行
に
刻
し
て
あ
り

ま
す
。
（
為
星
六
」
参
看
）

第
三
純

浦
洲
奉
天
府
白
崎
喜
之
肋
氏
所
藏
。
青
銅
製
。
銃

身
長
さ
四
六
・
二
セ
ン
チ
。
銃
口
狸
一
・
五
セ
ン
チ
・

流
饗
銃
把
口
径
で
あ
ら
う
）
二
三
セ
ン
チ
。
銘
丈
に

天
字
染
繭
参
千
武
栢
玖
拾
難
遜
萱
徳
元
年
拾
壷
月

日
造
」
と
二
行
に
剥
し
て
あ
り
ま
す
。

亮
與
（
六
）

１
１

ｰ一

九

伸
画
■
２
日
■
Ⅱ
垣
■
■
■
■
■
■



I

・
餓
砲
の
．
博
來
に
就
い
て

寓
艮
（
七
〕

二
○

此
の
銃
の
篤
冥
の
原
版
は
、
奉
天
膳
科
大
學
教
授
鰐
學

・
鮮
士
黒
田
源
次
氏
の
所
減
・
に
か
司
り
、
即
ち
本
考
に
掲
載

し
た
嘉
逗
主
で
あ
り
ま
す
。
猶
ほ
此
の
篤
冥
の
二
つ
の

銃
の
内
上
部
の
も
の
に
は
正
統
の
銘
あ
り
、
形
式
、
大
さ
、
重

奨
五
両
九
十
匁
尋
同
じ
で
あ
る
ど
い
ふ
事
で
あ
り
ま
す

（
同
岬
士
説
明
に
蝶
る
）
。
叉
之
と
同
じ
形
式
の
も
の
が
、
北

京
の
歴
史
博
物
館
に
あ
り
、
銘
文
に
は
天
字
陸
蒋
玖
千
玖

栢
津
拾
捌
號
舅
明
宣
徳
元
年
拾
壹
月
旦
ご
あ
る
ご
い
ふ

事
で
‐
あ
り
ま
す
。
同
岬
士
説
明
に
篠
る
）
（
篤
冥
尼
塞
君
）

＃

第
一
祁
類
の
も
の
は
、
篤
眞
で
示
す
如
く
、
一
見
火
熨
斗

夕

の
如
き
形
を
な
し
て
居
り
、
其
の
性
愛
か
ら
い
へ
ぱ
、
提
げ

〃

る
総
め
に
つ
け
た
柄
の
あ
る
臼
砲
で
あ
り
ま
す
。
此
の

’宍
）
蒐
集
せ
し
鐡
砲
の
形
式



形
式
は
、
最
も
原
始
的
な
砲
の
一
種
で
、
在
ベ
ル
リ
ン
の
武
器
博
物
館
に
此
の
稚
の
も
の
が
数
個
あ

り
ま
す
。
小
亜
細
亜
發
見
の
も
の
一
、
猫
逸
の
オ
ス
ト
、
フ
リ
ー
ス
｜
フ
ン
ド
發
見
の
間
の
二
、
印
度
の

カ
ル
カ
ッ
タ
發
見
の
も
の
一
、
等
皆
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
此
の
外
に
も
二
三
鮎
同
種
の
陳
列
品
が

あ
り
ま
す
。
何
れ
も
鐵
製
、
赤
さ
び
に
な
っ
て
ゐ
た
と
記
憶
し
て
ゐ
ま
す
や
今
予
の
爲
生
帳
の
中

か
ら
小
亜
細
亜
發
兄
の
も
の
二
）
オ
ュ
ト
ブ
リ
ー
ュ
｜
フ
ン
ド
發
見
の
も
の
（
三
カ
ル
カ
ッ
タ
發
見
の

も
の
（
三
あ
三
識
の
爲
生
（
側
亙
囲
を
左
仁
示
さ
う
。

の
鋳
造
の
手
法
は
だ
ざ
鋳
形
に
入
れ
て
造
っ
た
ぱ

鐡
砲
の
博
來
に
就
い
て

(一）

【二1

か
う
し
た
形
式
の
も
の
が
、
普

く
世
界
的
に
行
は
れ
た
も
の

と
見
え
、
欧
洲
近
東
、
印
度
と
各

拠
口
争
”
団

地
か
ら
其
の
遺
物
が
發
見
さ

罰
〉く

れ
て
ゐ
ま
す
。
予
の
蒐
集
し

た
も
の
〃
函
發
見
地
に
つ
い
て

は
、
次
章
に
述
べ
る
と
し
て
、
共

か
り
で
な
く
、
多
少
削
り
鯉
い
た
形
跡
が
あ
る
。

一
一
一



て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
そ

れ
は
手
把
す
る
も
の
で
な
く
、
車
架
に
つ
け
だ
比
較
的
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
忠
ひ
ま
す
。

触
砲
の
傳
来
に
就
い
て
一
三

銅
礎
は
非
常
に
よ
く
光
澤
が
あ
ｈ
、
四
分
一
銅
嗣
百
と
銀
八
乃
至
二
、
三
の
合
金
に
見
る
や
う
な
黄

灰
色
↑
ど
呈
し
て
ゐ
ま
す
。
此
の
地
金
の
衝
は
鋪
二
極
の
仰
と
全
く
同
じ
や
う
で
あ
り
ま
す
。
砲

尾
の
突
起
は
他
に
類
例
を
見
な
い
。
土
中
に
さ
し
入
れ
或
は
木
に
抓
ん
で
反
動
｜
ど
防
ぐ
矯
め
に

し
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
銃
身
は
銃
刷
か
ら
鑿
り
通
し
た
も
の
で
、
手
法
が
粗
雑
で
あ
ｈ
ま
す
。

砲
の
口
邊
の
慨
裁
は
右
の
岡
の
（
二
に
類
し
て
ゐ
ま
す
。

第
二
諏
の
も
の
は
（
ィ
）
類
と
（
ロ
）
類
と
は
釜
く
同
じ
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
ざ
年
代
の
相
逹
に

依
て
雨
類
に
分
け
て
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
形
式
は
・
雨
者
同
じ
だ
が
、
手
法
は
多
少
迷
っ
て

ゐ
ま
す
。
抑
々
此
の
竹
筒
式
の
火
器
は
大
明
會
典
其
の
外
明
末
の
兵
書
に
よ
く
現
は
れ
て
ゐ
る

罪
把
銃
手
把
鋼
銃
叉
は
軍
服
銃
な
ど
稲
す
る
も
の
と
同
式
の
も
の
で
あ
ら
う
と
恩
ひ
ま
す
。
武

備
志
に
左
の
如
き
軍
眼
銃
の
岡
維
が
の
せ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
銃
ざ
し
て
は
最
も
原
始
的
か
も
、

銃
ざ
し
て
は
最
も
原
始
的
の
も
の

！
で
戚
洲
人
や
詞
ア
ラ
ビ
ヤ
人
の
間
に
は
、

既
に
十
四
世
紀
の
頃
か
ら
用
ひ
ら
れ



ベ
ル
リ
ン
の
海
軍
博
物
館
に
あ
る
船
舶
岡
彙
の
中
に
、
千
四
百
五
十
年
の
コ
ン
ラ
ー
ド
と
い
ふ
人

の
手
記
言
ウ
ル
ン
ベ
ン
グ
博
物
館
所
遮
の
中
に
、
船
上
か
ら
放
っ
て
ゐ
る
此
の
種
の
式
の
鐵
砲
の

百
五
十
年
か
ら
千
五
百
年
の
間
に
作
ら
れ
た
と
推
定
せ
ら
る
瓦
此
の
式
の
大
砲
で
、
印
度
の
カ
ル

カ
ッ
タ
に
ゐ
た
某
氏
の
寄
贈
品
が
あ
っ
た
。
前
記
船
舶
囲
菜
に
も
、
艦
載
の
此
の
極
の
式
の
も
の

Ｌ
岡
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ミ
ネ
チ
ァ
の
海
軍
三
ｚ
“
ａ
罵
旨
の
旦
と
い
ふ
書
物
に
蝶
て
、
千
四
百
五
十

戯
他
の
僻
・
來
に
就
い
て
二
三

灘

岡
が
あ
り
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
り
ま
す
（
予
の
篤
生
帳
よ
り
）
。

此
の
鐡
砲
は
、
柄
を
は
め
て
ゐ
る
か
ど
う
か
不
明
で
あ
り

ま
す
。
が
、
形
式
は
全
く
同
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
欧

洲
の
主
要
な
博
物
館
を
見
學
し
た
際
、
古
代
の
火
器
に
つ
い

て
相
常
注
意
を
し
た
が
、
こ
ぁ
に
い
ふ
第
二
種
の
竹
筒
の
如

き
節
の
多
い
銃
筒
を
有
す
る
も
の
は
、
小
銃
で
は
見
當
ら
な

か
っ
た
が
艦
載
用
叉
は
陸
戦
用
の
や
あ
大
き
な
も
の
は
、
紗

く
な
か
っ
た
。
巴
里
の
ク
ル
ー
’
－
－
陣
物
館
に
も
あ
っ
た

や
う
に
記
憶
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
武
器
博
物
館
に
は
、
千
四

I



1

釧
砲
の
僻
來
に
就
い
て

年
代
に
マ
ス
｜
ｒ
に
装
抵
し
た
大
砲
目
雲
高
。
、
の
言
重
と

如
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
我
が
遊
就
館
に
も
此
の

銃
、
地
字
銃
と
い
ふ
が
如
き
）
。
而
し
て
こ
れ
を
李
朝
賃
錐
に
徴
す
る
に
、
之
肌
等
の
銃
名
が
宣
祀
以

前
に
は
見
當
う
ま
せ
ん
。
尤
も
精
細
に
捜
し
た
な
ら
ば
載
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
し
て
も
甚
だ
多
く
は
あ
る
ま
い
と
恩
ひ
ま
す
。
李
朝
賃
鋒
に
古
い
時
代
か
ら
多
く
あ
ら
ば
れ

二
四

砲
（
旨
再
唱
、
の
言
重
と
い
ふ
も
の
を
見
る
に
（
予
の
寓
生
帳
よ
り
）
次
の

遊
就
館
に
も
此
の
極
め
も
の
が
あ
っ
た
や
う
に
記
憶
す
る
（
大
正

二
、
三
年
頃
見
學
）
。
か
く
の
如
く
形
状
は
大
分
異
な
る
も
の
も
あ

り
ま
す
が
、
其
の
法
式
に
至
っ
て
は
、
以
上
皆
同
一
式
の
も
の
で
あ

り
ま
す
。
〃
今
蒐
集
し
た
第
二
繩
の
者
は
、
皆
柄
を
把
手
の
筒
に
指

入
れ
、
或
る
物
は
把
手
に
小
穴
あ
り
、
之
れ
に
針
金
を
通
し
て
銃
と

柄
と
を
結
び
つ
け
る
や
う
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
ご
恩
ひ
ま
す
。

猶
ほ
朝
鮮
で
は
此
の
式
の
火
器
を
何
と
穂
し
て
ゐ
た
で
あ
り

ま
せ
う
か
。
朝
鮮
の
造
兵
番
で
あ
る
利
器
秘
訣
宣
宗
以
後
の
も

の
な
ら
ん
だ
、
大
“
勝
銃
、
次
勝
銃
、
小
勝
銃
（
大
の
勝
字
銃
等
の
意
で
あ

ら
う
）
の
外
、
各
字
名
の
銑
が
多
く
め
げ
ら
奴
て
ゐ
る
（
例
へ
ぱ
天
字



て
ゐ
る
火
器
で
、
此
の
種
の
も
の
に
相
當
す
．
る
と
忠
は
る
易
も
の
は
、
読
箇
と
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

０
０
０
０

同
貨
鋒
成
宗
二
十
五
年
舸
應
三
年
）
に
銃
筒
箭
抑
機
箭
三
銃
筒
、
新
製
銃
筒
を
蛮
習
し
た
も
の
は
、
い

ま
や
一
二
人
に
過
ぎ
な
い
。
宜
し
く
こ
れ
を
蛮
習
せ
し
む
く
し
云
々
と
あ
る
。
又
同
質
録
に
擴

○
Ｏ

れ
ぱ
、
之
よ
り
先
、
世
宗
の
三
十
年
（
文
安
五
年
客
道
警
鐘
の
官
吏
の
交
代
に
際
し
て
、
銃
筒
等
の
欺
其

の
他
の
鮎
に
つ
い
て
厳
重
に
検
閲
せ
し
め
る
こ
と
が
合
せ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
叉
同
箕
錐
、
丈
宗
の

○
○
○

元
年
蕊
徳
三
年
）
に
ゞ
鐵
信
砲
、
將
軍
火
炮
細
銃
筒
の
線
穴
奪
火
線
道
を
七
麓
か
ら
八
麓
に
改
め
し
め

る
こ
こ
が
あ
り
ま
す
。
叉
同
蛮
録
、
猯
宗
の
元
年
（
享
徳
二
年
だ
、
農
月
に
際
し
て
は
、
南
海
沿
岸
の
諸

浦
を
し
て
、
銃
筒
を
作
ら
し
め
る
事
を
止
め
し
め
た
事
が
見
え
て
ゐ
る
。
之
等
の
銃
筒
叉
ば
細
銃

筒
薪
製
銃
筒
な
ど
あ
る
も
の
が
、
各
字
號
を
附
さ
れ
て
大
中
小
の
勝
字
、
或
は
天
地
宇
宙
等
の
字
號

を
附
し
て
差
別
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
予
の
蒐
集
し
た
此
の
種
の
も
の
苫
中
で
閏
及
び
⑤
は
勝

字
、
（
三
）
は
蝶
字
號
で
あ
り
ま
す
。
猫
ほ
第
二
秘
の
中
で
、
（
ィ
）
類
芭
（
ロ
）
類
と
の
、
製
作
上
の
手
法
其
の
他

の
鮎
に
つ
い
て
の
相
逹
は
、
後
段
に
此
の
種
の
も
の
・
勤
製
作
年
代
を
述
べ
る
條
に
譲
り
ま
し
た
。

次
に
第
三
極
の
も
の
は
、
第
二
極
の
形
式
を
完
備
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
る
相
逹

は
、
發
火
口
の
装
侭
が
大
分
遮
っ
て
ゐ
ま
す
。
此
の
式
は
、
導
火
線
を
導
火
口
に
柿
む
こ
ざ
を
せ
ず
、

戯
砲
の
博
來
に
就
い
て
二
五

」



第
一
種
の
も
の
は
、
も
こ
小
樽
史
談
倉
役
員
橋
本
堯
尚
氏
の
所
有
で
あ
っ
て
、
そ
の
報
告
も
氏
の

寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
同
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
初
め
こ
れ
は
氏
の
友
人
某
氏
が
、
数
十

年
前
支
那
に
て
、
珍
ら
し
き
鐵
砲
で
今
の
る
と
い
っ
て
、
貿
ひ
求
め
て
招
来
し
た
も
の
で
今
の
る
と
い
ふ

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
予
吻
天
文
十
二
年
以
前
・
に
我
が
鯉
に
鐵
砲
今
の
り
し
と
い
ふ
こ
と
に

資
す
べ
き
材
料
と
し
て
は
、
大
な
る
憤
値
は
な
い
の
で
あ
り
当
す
。
‐

餓
砲
の
僻
來
に
就
い
て
三
〈

燃
焼
し
易
き
藥
品
を
導
火
口
の
外
遜
に
装
掻
し
て
あ
る
ケ
ー
ス
の
中
に
入
れ
て
、
そ
れ
に
鮎
火
し

て
後
蓋
を
掩
う
て
、
發
火
せ
し
め
る
や
う
に
し
た
も
の
易
如
く
で
あ
り
ま
す
。
叉
火
薬
を
嶺
充
す

る
所
を
太
く
し
た
も
の
は
、
發
裂
を
防
ぎ
、
か
つ
火
熱
の
銃
身
の
外
部
に
僻
は
る
こ
と
を
防
い
だ
も

の
で
あ
ら
う
と
恩
ひ
ま
す
。
此
ふ
く
れ
た
部
分
の
内
部
の
椛
造
は
今
詳
か
に
し
て
ゐ
ま
せ
ん
・

把
手
に
柄
を
附
す
る
の
は
第
二
繩
と
同
様
で
あ
っ
た
で
せ
う
。
而
し
て
第
二
種
の
も
の
と
同
じ

く
大
明
含
典
に
手
把
銅
銃
と
今
の
る
も
の
画
類
に
厩
す
る
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
大
肌
會
典
に
は
銃

砲
、
手
銃
等
の
名
が
季
の
る
が
、
こ
れ
も
手
把
銅
銃
ご
種
類
を
同
じ
う
す
る
も
の
と
思
ひ
ま
す
。

モ
）
蒐
集
せ
し
鐡
砲
の
来
歴



第
二
極
の
（
ィ
蹟
の
仰
も
右
と
同
じ
傳
來
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
本
考
に
は
直
接
の
査
料
と
は
な
ら

ざ
る
も
、
此
の
種
の
形
式
の
も
の
で
、
支
那
製
と
思
は
る
画
も
の
は
、
外
に
は
甚
だ
少
な
い
の
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
國
内
に
於
て
發
見
さ
れ
た
も
の
の
由
来
を
老
へ
る
に
は
、
貴
重
な
遺
物
さ
い
は
ね
ば
な

ら
な
い
。
次
に
②
に
つ
い
て
は
岩
田
氏
に
・
そ
の
傳
永
を
た
づ
ね
た
が
、
殆
ん
ど
全
く
不
明
で
あ
り

ま
し
た
。
同
家
は
代
々
醤
を
業
と
す
る
奮
家
で
あ
る
が
、
其
の
昔
蝿
大
閤
の
征
韓
陣
に
從
軍
し
た

と
い
ふ
や
う
な
傳
も
な
い
。
叉
そ
う
し
た
系
統
で
、
他
か
ら
傳
は
っ
て
き
た
と
い
ふ
や
う
江
傳
へ

も
な
い
。
全
く
傳
來
不
明
で
あ
り
ま
す
。
故
に
其
の
昔
倭
遣
傳
永
の
品
で
な
か
っ
た
と
は
い
へ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
側
の
傳
来
に
つ
い
て
は
、
澁
谷
氏
に
再
三
其
の
由
来
ぞ
た
．
つ
れ
た
が

た
ざ
い
つ
の
昔
か
ら
と
も
な
く
家
博
し
て
ゐ
る
さ
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
考
ふ
る
に
澁
谷

家
は
戦
國
時
代
に
す
で
に
毛
利
氏
に
事
へ
、
江
戸
時
代
の
最
初
か
ら
尾
道
の
町
年
寄
を
し
た
家
で

あ
っ
て
同
氏
の
そ
の
當
時
の
文
書
に
、
火
砲
に
開
す
る
も
の
も
ゐ
る
ぐ
ら
ゐ
で
あ
り
ま
す
。
故
に

本
考
に
取
っ
て
は
此
の
鐵
砲
は
最
も
興
味
あ
る
辿
品
で
ゐ
り
ま
す
。
後
段
更
ら
に
委
細
に
述
べ

た
い
と
恩
ひ
ま
す
。
㈹
は
飯
塚
氏
の
厳
父
が
が
っ
て
朝
鮮
に
ゐ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
或
は

朝
鮮
か
ら
持
ち
歸
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
外
、
何
事
も
い
ひ
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま

餓
砲
の
僻
來
に
就
い
て
二
七

｣



I

餓
砲
の
偲
來
に
就
い
て
二
八

せ
ん
。
⑤
は
武
藤
氏
が
釜
山
附
近
で
發
掘
さ
れ
た
も
の
を
買
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
⑥

も
傳
來
不
明
で
拳
わ
り
ま
す
。
而
し
て
此
史
ロ
）
類
の
三
靴
は
、
い
づ
れ
も
寓
暦
の
年
號
那
刻
し
一
‐
』
あ

り
ま
す
か
ら
、
皆
天
文
以
後
の
も
の
で
、
天
文
以
前
に
我
が
剛
に
鐡
砲
め
↓
鋤
，
と
い
ふ
撒
考
の
討
究
に

は
直
接
有
力
な
資
料
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
次
に
第
三
種
の
傳
來
は
、
黒
田
博
士
に
も
判
づ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
ら
う
と
恩
ひ
ま
す
。
〉
い
づ
れ
も
明
の
比
較
的
早
い
時
代
の
も
め
で
、
此
の
時
代
既
に
か

Ｋ
も
立
派
な
製
品
の
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
ご
は
、
間
接
我
が
國
に
於
て
も
之
れ
が
知
ら
れ
ざ
る
筈
の

な
い
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
そ
の
番
號
の
高
い
と
．
こ
ろ
か
ら
。
察
し
て
、
除
稀
そ
れ

が
普
及
し
て
ゐ
た
こ
と
↑
ど
推
定
せ
し
め
る
も
の
で
、
右
の
次
第
と
同
様
の
こ
と
を
吾
人
に
告
ぐ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
本
考
に
は
矢
張
り
液
接
の
資
料
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
‐
か
く
槻
察
し
て

来
ま
す
と
、
本
考
の
論
旨
を
す
図
め
る
に
當
っ
て
、
十
分
吟
味
を
要
す
る
も
の
は
第
二
種
イ
頚
の
②

及
び
⑥
で
あ
り
ま
す
。
今
之
れ
が
吟
味
を
進
め
る
前
哩
其
の
製
作
の
年
代
を
考
へ
る
必
要
が
あ

ら
う
と
恩
ひ
ま
す
。
②
及
び
側
の
形
式
具
画
頻
の
三
黙
上
」
全
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
・
た
ざ
把
手

に
柄
を
結
び
付
け
る
爲
め
に
明
け
ら
れ
た
穴
淡
な
い
の
が
逹
っ
て
ゐ
る
く
ち
ゐ
で
あ
り
ま
す
。

然
ら
ば
右
二
種
も
、
寓
暦
頃
の
も
の
ご
推
定
す
べ
き
か
。
予
憾
雨
類
の
も
の
を
詳
か
に
比
較
し
て

ト
ー
Ｉ
Ｆ



（
直
）
類
⑥
の
銃
口
及
び
把
手
口
平
面
と
導
火

口
の
平
面餓

砲
の
僻
來
．
に
就
い
て

鶏
左
の
如
き
諸
鮎
に
於
て
稲
逹
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

（
Ａ
）
（
イ
）
類
の
方
は
概
し
て
銃
身
が
言
）
類
よ
り
も
短
く
、
か
つ

銃
身
の
長
さ
と
銃
口
樫
の
比
律
が
言
）
類
よ
り
も
大
き
い
・

〆
Ｂ
三
ィ
）
類
の
導
火
道
の
穴
の
明
け
方
が
非
常
に
粗
雑
で
、
盤

ｂ
あ
け
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
自
ら
共
の
口
径
が
言
碩
の

も
の
よ
り
も
大
き
い
。
《
言
頚
の
導
火
道
は
銃
身
を
鋳
る

際
に
同
時
に
あ
け
ら
れ
た
ら
し
く
、
航
る
正
確
に
あ
け
ら

れ
て
ゐ
ま
す
。

（
Ｃ
）
（
イ
）
類
の
銃
身
は
鋳
形
で
一
應
鋳
あ
げ
て
後
、
史
ら
に
そ

れ
を
削
り
た
て
苫
、
節
を
削
り
の
こ
し
た
や
う
に
も
見
え

ま
す
。
こ
れ
に
反
し
言
）
類
は
あ
け
ら
れ
た
ま
凶
で
、
あ
と

で
加
工
せ
ら
れ
た
形
跡
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

（
Ｄ
）
（
ィ
）
類
に
用
ひ
ら
れ
た
銅
の
質
は
、
（
巳
類
の
も
の
よ
り
も

二
九



I

鍛
砲
の
‐
僻
來
に
就
い
て

（
イ
）
類
②
の
銃
口
平
面

（
イ
）
類
側
の
導
火
口
及
び
銃
口
平
面

一
般
に
よ
ろ
し
く
、
光
澤
に
富
ん
で
ゐ
ま
す
。
殊
に
言
顔
の
⑤
及
び

⑥
の
用
材
は
極
め
て
粗
賓
の
青
銅
で
あ
り
ま
す
。

宜
三
イ
）
類
の
銃
身
の
盤
り
方
が
（
ロ
）
類
の
そ
れ
に
比
し
て
、
い
か
に
も
古

拙
で
あ
っ
て
、
側
筒
形
を
な
さ
ず
、
上
に
揚
ぐ
る
雨
類
の
銃
口
の
形
状

を
比
。
へ
て
見
れ
ば
、
直
に
明
瞭
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
右
〃
の

相
違
鮎
に
よ
り
、
年
號
の
銘
は
な
い
け
れ
ど
も
（
イ
蘋
Ｌ
Ｌ
（
ロ
）
類
と
は
、
そ

の
製
作
の
年
代
に
相
當
の
へ
・
だ
当
り
の
あ
．
る
こ
と
を
知
り
得
る
の

で
あ
り
ま
す

j
Q
J

L，

I

予
の
蒐
集
せ
る
諸
鐵
砲
の
中
で
、
其
の
銘
文

や
傳
來
に
依
っ
て
、
略
ぼ
其
の
製
産
地
が
朝
鮮

で
あ
る
こ
と
の
知
ら
る
画
も
の
は
、
第
二
種
の

②
覇
天
と
あ
る
の
は
互
濟
島
の
朝
天
で
あ
ら

（
八
）
蒐
集
せ
し
鐵
砲
の
製
造
地

’

三

○



う
）
㈹
及
び
側
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
㈲
⑤
に
比
し
て
仰
も
亦
朝
鮮
で
製
造
せ
ら
恥
江
も
の
と
断

じ
て
よ
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
そ
し
て
第
一
称
の
も
の
及
び
第
二
極
の
の
喝
そ
の
傳
來
に
よ
り

て
支
那
製
ご
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
叉
第
三
極
の
も
の
は
、
其
の
銘
文
に
依
っ
て
、
支
那
製
で

あ
る
こ
と
は
頗
る
明
白
で
あ
り
ま
す
。
こ
き
に
た
ゴ
ー
っ
問
題
‐
と
な
る
べ
き
事
は
、
第
二
秤
の
㈹

即
ち
尾
道
澁
谷
氏
所
藏
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
こ
れ
》
ど
第
二
極
の
仰
即
ち
支
那
製
の
も
の
に

比
べ
る
と
、
形
式
及
び
手
法
が
、
す
べ
て
の
鮎
に
於
て
一
致
し
て
ゐ
る
。
そ
の
鮎
字
式
の
文
字
の
刻

さ
れ
て
ゐ
る
黙
な
ど
も
雨
若
同
じ
で
今
の
り
ま
す
。
た
ざ
用
材
の
地
金
の
愛
が
澁
谷
氏
の
も
の
③

は
青
銅
で
、
小
樽
史
談
會
の
も
の
仰
は
前
記
の
如
く
、
黄
銅
で
あ
る
。
し
か
し
其
の
鷺
の
よ
い
鮎
は

一
致
し
て
ゐ
る
。
當
時
朝
鮮
に
は
銅
の
産
出
が
紗
か
つ
た
ら
し
く
、
世
宗
資
錐
二
十
七
年
（
文
安
二

年
后
朝
鮮
に
は
銅
鐵
産
せ
ず
し
て
、
自
ら
火
砲
が
紗
い
、
腰
亡
せ
る
寺
の
銅
器
の
計
数
を
の
こ
る
ご

こ
ろ
な
く
調
べ
さ
せ
て
ゐ
る
鞭
が
見
え
て
ゐ
る
。
叉
宜
刷
愛
録
二
十
八
年
（
文
脈
四
年
）
に
、
寺
の
梵

鐘
を
鋳
澄
し
て
烏
銃
を
作
ら
し
め
る
こ
と
が
兄
え
て
ゐ
ま
す
。
以
て
朝
鮮
製
の
銅
銃
の
用
材
の

悪
質
な
る
こ
と
を
了
解
し
得
る
の
で
ゞ
の
り
ま
す
。
彼
れ
此
肌
、
以
て
澁
谷
氏
の
も
の
は
、
或
は
支
那

製
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
前
に
紹
介
し
た
利
器
秘
訣
に
は
諸
字
號
の
銃
砲
〃
名
を
列
記
し

餓
砲
の
偲
來
に
就
い
て
三
一

I



正
徳
五
年
に
書
か
れ
た
同
家
の
由
緒
書
き
呉
私
共
先
岨
澁
谷
對
馬
と
申
者
、
相
模
國
よ
り
罷
越

毛
利
輝
元
様
江
罷
出
、
對
馬
よ
り
七
代
御
奉
公
州
勤
罷
在
居
申
候
、
七
代
目
澁
谷
與
右
術
門
儀
、
其
時

分
知
行
所
備
後
剛
（
中
略
）
に
一
》
、
物
成
四
百
六
拾
三
石
壹
斗
之
徐
被
下
候
、
七
端
帆
、
開
船
壹
艘
之
役
儀

被
仰
付
則
尾
道
に
居
住
仕
低
中
略
）
英
子
典
兵
術
と
叩
者
、
私
共
た
め
に
は
父
親
に
て
候
一
な
ど
あ
り
、

俄
砲
の
傳
來
に
就
い
て
三
二

Ｏ

て
ゐ
ろ
が
、
其
の
中
に
擴
字
山
號
感
見
え
て
ゐ
な
い
。
此
の
鮎
も
之
れ
が
朝
鮮
の
製
造
で
あ
る
こ

と
を
極
め
難
い
根
擴
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
併
し
上
記
の
根
擦
の
み
に
篠
て
、
其
の
朝
鮮
製
に
あ

ら
ざ
る
こ
さ
を
定
め
難
い
。
猫
ほ
後
日
の
研
究
を
ま
た
う
と
恩
ひ
ま
す
。
よ
し
こ
れ
を
支
那
製

ざ
し
て
見
て
も
、
第
三
称
の
も
の
封
巧
み
な
手
法
整
然
た
る
銘
文
の
書
禮
や
刻
法
に
比
し
て
、
之
れ

は
除
り
に
粗
製
の
戚
が
あ
り
ま
す
。
そ
ば
ざ
に
か
く
澁
谷
氏
所
減
の
も
の
は
、
そ
の
産
地
の
何
れ

に
あ
、
り
と
す
る
も
、
天
文
以
前
に
暁
に
我
が
國
に
傳
來
し
て
ゐ
た
も
の
」
中
、
今
に
蓮
っ
た
も
の
当

一
つ
で
あ
り
と
考
へ
得
ら
る
団
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
鮎
に
就
い
て
特
に
参
考
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
澁
谷
氏
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
。

五
）
澁
谷
氏
の
由
緒
の
鐡
砲



之
れ
に
蝶
れ
ぱ
碓
谷
對
馬
が
相
模
よ
り
氷
り
て
毛
利
氏
に
事
へ
、
對
馬
か
ら
七
代
目
心
典
右
衞
門

が
毛
利
輝
元
に
事
へ
た
と
な
る
。
同
家
の
文
書
に
錬
れ
ば
、
典
右
衞
門
が
毛
利
氏
に
事
へ
た
の
は
、

天
正
以
前
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
則
ち
毛
利
氏
の
勢
力
が
備
後
の
奥
郡
か
ら

海
岸
方
面
に
進
出
し
、
更
ら
に
備
中
備
前
方
而
に
伸
展
す
る
頃
、
典
右
術
門
が
輝
元
に
事
へ
た
の
で

あ
ら
う
ご
思
ひ
ま
す
。
故
に
與
右
術
門
の
七
代
前
の
先
加
よ
り
毛
利
氏
に
仕
へ
た
と
い
ひ
、
與
右

術
門
が
初
め
て
尾
道
に
居
住
し
た
と
い
ふ
右
由
緒
書
き
は
あ
ま
り
信
用
・
し
難
い
と
思
ひ
ま
す
。

與
右
衞
門
は
輝
元
に
事
へ
、
米
穀
金
銀
↑
ご
預
ｂ
、
海
上
迩
迭
業
を
誉
ん
だ
事
、
慶
長
元
和
の
頃
か
ら

尾
道
の
町
年
寄
と
な
っ
て
ゐ
た
事
、
輝
元
に
事
へ
て
海
上
に
戦
功
さ
へ
ゞ
の
っ
た
等
の
事
か
ら
察
す

る
に
漉
谷
對
馬
と
い
ふ
老
の
頃
か
ら
尾
道
附
近
に
士
満
し
、
爾
来
間
も
な
く
相
常
の
勢
力
を
有
す

る
や
ぅ
に
な
っ
た
も
の
と
恩
は
れ
ま
す
。
其
の
家
系
に
つ
い
て
い
ふ
べ
き
事
も
あ
る
が
、
今
は
之

れ
を
略
し
た
い
。
か
う
し
た
家
柄
の
澁
谷
氏
に
他
に
古
い
鐡
砲
の
あ
っ
た
こ
と
を
語
・
る
文
書
が

あ
り
ま
す
。
前
掲
同
家
の
由
緒
書
き
の
維
り
に
、
同
家
の
文
書
の
篤
し
を
載
せ
て
ゐ
る
。
そ
の
中

に
、
十
二
月
十
一
日
附
け
で
、
大
に
し
や
庄
兵
術
よ
り
町
年
寄
五
郎
右
衞
門
に
宛
て
た
同
家
の
武
器

目
録
が
ゞ
の
り
、
年
號
は
な
い
が
、
少
く
と
も
正
徳
五
年
以
前
の
も
の
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く
江
戸
時
代

餓
砲
の
榔
來
に
就
い
て
三
三



1

餓
砲
の
僻
来
に
就
い
て
三
四

の
初
め
同
家
の
家
変
。
こ
す
《
の
武
器
の
み
を
あ
げ
た
も
の
ご
忠
は
れ
ま
す
。
其
の
中
に
、

一
鐡
砲
式
挺

去
年
御
改
之
節
御
公
儀
江
指
上
ヶ
侭
叩
候

と
あ
り
、
御
公
僅
幕
府
を
き
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
土
地
の
大
名
淺
野
藩
を
さ
し
た
か
不
肌
、
多
妙

幕
府
を
さ
し
た
も
の
で
あ
ら
う
）
へ
差
出
し
た
と
あ
る
か
ら
、
極
め
て
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ご

想
像
さ
れ
裳
す
。
目
録
に
は
七
鮎
の
武
器
↓
ど
め
げ
て
ゐ
ま
す
趣
公
儀
へ
差
出
し
た
と
あ
る
も
の

は
、
此
の
外
に
は
な
い
。
叉
同
家
文
書
中
に
、
次
の
一
通
が
あ
り
ま
す
。

読
取
叩
合
藥
大
樽
九
ッ

天
正
十
八
年
二
月
，
こ
い
へ
ば
、
豊
太
閤
が
ま
さ
に
關
束
に
川
征
し
よ
う
と
い
ふ
時
で
ゐ
り
ま
す
。

堀
九
は
堀
久
太
郎
秀
政
で
は
な
か
ら
う
か
。
今
直
に
〃
て
の
花
押
を
調
べ
る
便
宜
が
球
児
そ
れ

天
正
十
八

式
月
十
八
日

以
上

漉
與
右

1

.

堀
九
（
花
押
）



は
し
に
か
く
、
澁
谷
與
右
術
門
が
合
藥
即
ち
火
薬
の
が
く
の
如
き
大
量
『
ど
運
送
し
た
と
し
て
も
、
或

は
貢
っ
た
ご
し
て
も
、
澁
谷
家
と
火
器
と
の
關
係
上
興
味
あ
る
史
料
で
あ
り
ま
す
。
次
の
文
に
参

看
す
れ
ば
だ
ざ
琿
に
運
送
し
た
も
の
で
ば
ゐ
る
ゞ
一
ふ
い
か
と
忠
は
れ
ま
す
。
次
の
丈
普
は
其
の
外

の
意
味
に
於
て
も
頗
る
興
味
の
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

０
０
○

合
藥
之
儀
、
日
本
目
壹
斤
ゞ
喧
式
丈
め
四
分
五
分
に
、
こ
、
も
と
、
千
斤
も
二
千
斤
も
付
候
は
ざ
、
か
ぃ

可
申
候
、
代
之
儀
者
念
々
申
候
て
、
其
元
に
て
可
被
相
訓
候
、
い
か
に
も
遅
々
候
て
は
、
無
曲
候
．
延
々

可
申
候
、
代
之
儀
者
、
念
々
申

‐
‐
；
ｊ
：
参

二
太
は
二
宮
太
郎
左
術
門
、
佐
典
は
佐
世
與
三
右
術
門
で
何
れ
も
輝
元
の
重
臣
で
あ
り
ま
す
。
文

書
の
内
容
回
、
署
名
満
よ
り
千
斤
で
も
二
千
斤
で
も
、
至
急
火
薬
の
買
入
れ
を
命
じ
た
も
の
で
ぁ
ｈ

戯
弛
の
僻
來
に
就
い
て
一
一
五

澁
谷
與
右
術

候
は
ざ
、
不
入
候
、
恐
々
謹
言

十
一
月
廿
日

門
尉
殿

佐
flil
〆、

二

太

就
辰
（
花
押
）

三
直
（
２
（
花
押
）



ａ
Ｔ

る
面
白
い
こ
さ
で
、
同
家
傳
來
の
支
那
若
し
く
は
朝
鮮
製
と
恩
は
る

に
關
聯
し
て
考
へ
る
事
は
必
ず
し
も
不
自
然
ご
は
言
へ
ま
い
。
掘

初
め
に
、
公
儀
へ
差
出
し
を
命
せ
ら
れ
た
‘
ｃ
凪
は
る
出
、
珍
奇
な
鐵
硴

が
あ
る
に
於
て
を
や
。

識
砲
の
僻
來
に
就
い
て
三
六

○
○
○

ま
す
。
こ
ぁ
に
特
に
注
意
す
、
へ
き
事
は
、
合
藥
の
分
量
を
い
ふ
に
、
日
本
目
壹
斤
。
と
あ
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
か
く
特
に
Ⅱ
本
目
と
噺
は
る
必
要
の
あ
っ
た
の
は
、
火
薬
寅
貿
の
開
係
宕
の
中
に
、
日
本

人
で
憩
い
蒜
が
め
っ
た
と
想
像
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
家
の
文
書
中
に
、
文
脈
慶
長
の
征

韓
役
關
係
の
文
書
も
あ
り
ま
す
。
或
は
此
の
文
書
も
そ
の
時
代
の
も
の
。
や
う
に
も
恩
は
れ
ま

す
。
併
し
前
記
の
如
く
、
文
脈
役
以
前
、
澁
谷
氏
が
す
で
に
大
愛
の
火
藥
を
取
扱
っ
て
ゐ
た
鮎
、
及
び

此
の
文
書
の
内
容
趣
火
薬
の
買
入
れ
を
急
い
で
ゐ
る
鮎
等
か
ら
考
へ
て
、
恐
ら
く
此
の
文
書
は
、
天

正
十
年
以
前
則
ち
輝
元
の
盛
ん
に
四
隣
の
經
瞥
に
狂
奔
し
て
ゐ
る
時
代
の
も
の
声
一
恩
は
れ
ま
す
。

果
し
て
然
ら
ば
、
當
時
外
國
人
と
交
渉
し
て
、
澁
谷
氏
が
火
薬
を
賀
入
れ
て
ゐ
る
ご
い
ふ
こ
と
は
、
頗

る
面
白
い
こ
さ
で
、
同
家
傳
來
の
支
那
若
し
く
は
朝
鮮
製
と
恩
は
る
瓦
古
銃
の
由
来
を
、
此
の
文
書

に
關
聯
し
て
考
へ
る
事
は
必
ず
し
も
不
自
然
ご
は
言
へ
ま
い
。
況
ん
や
同
家
に
は
江
戸
時
代
の

初
め
に
、
公
儀
へ
差
出
し
を
命
せ
ら
れ
た
‘
ｃ
凪
は
る
出
、
珍
奇
な
鐵
砲
を
有
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
文
献

千
､一

結
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尾
道
の
澁
谷
氏
の
鐵
砲
（
第
二
種
の
㈹
毒
見
出
〃
し
、
つ
ぎ
い
て
豊
後
佐
伯
の
後
藤
氏
の
鐵
砲
勇
二

種
の
②
老
發
見
し
て
以
来
、
前
に
も
述
べ
た
通
り
内
地
だ
け
で
も
北
は
北
海
道
に
及
び
、
外
は
朝
鮮

支
那
方
面
に
達
す
る
範
圃
に
於
て
、
辿
っ
て
ゐ
る
天
文
以
前
の
古
銃
叉
は
そ
れ
と
同
形
式
の
古
銃

を
知
っ
た
。
そ
し
て
浦
洲
の
も
の
を
除
い
て
は
、
悉
く
こ
れ
を
座
右
に
借
入
れ
て
、
自
由
に
研
究
す

る
こ
と
を
得
た
。
そ
の
結
果
、
天
文
以
前
に
我
れ
に
、
鐡
砲
の
存
せ
し
と
い
ふ
年
来
の
憩
考
に
直
接

参
考
ご
な
っ
た
も
の
は
、
除
り
多
く
な
か
っ
た
。
則
ち
最
初
に
發
見
し
た
第
二
種
の
②
及
び
③
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
も
側
は
其
の
由
来
を
考
ふ
。
へ
き
口
牌
も
文
献
も
な
く
、
濁
り
③
に
至
っ
て
は
、
保

存
着
の
家
系
や
文
書
等
、
其
の
來
歴
に
参
考
と
な
る
べ
き
貴
重
の
文
献
が
進
っ
て
ゐ
る
。
今
私
は

前
章
に
述
べ
た
や
う
な
澁
谷
氏
の
由
緒
を
以
て
そ
の
家
傳
の
古
銃
を
眺
め
た
い
。
そ
し
て
李
朝

質
録
に
擁
て
知
ら
れ
た
我
が
火
砲
史
を
、
全
然
此
の
考
察
の
範
園
外
に
置
く
と
し
て
も
、
此
の
古
銃

は
、
天
文
以
前
、
支
那
又
は
朝
鮮
か
ら
偲
來
し
た
も
の
ど
な
す
・
へ
き
有
力
な
る
候
補
者
た
る
事
を
主

張
し
た
。
況
ん
や
第
二
章
第
三
章
に
於
て
述
べ
た
が
如
き
、
異
稚
日
本
火
砲
史
の
存
す
る
も
の
あ

る
に
於
て
を
や
。
此
の
考
に
於
一
し
是
非
論
及
す
る
必
要
の
め
る
べ
き
事
も
既
に
奮
考
に
於
て
論

じ
た
躯
は
、
こ
ぁ
に
再
述
す
る
事
を
避
け
た
。
か
く
し
て
今
こ
の
考
を
経
は
ら
う
と
す
る
に
際
し
、

餓
砲
の
偲
來
に
就
い
て
三
七

、



』

蛾
砲
の
博
來
に
就
い
て
三
八

我
が
文
化
史
の
大
勢
か
ら
槻
案
し
て
、
右
の
結
語
に
再
ぴ
い
ひ
及
び
た
い
。

我
が
文
化
史
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
大
陸
文
化
の
淌
化
史
で
あ
り
同
化
史
で
あ
り
ま
す
。
故
に

從
來
の
西
洋
に
於
け
る
支
那
、
日
本
學
の
研
究
若
の
或
る
者
は
、
日
本
文
化
を
以
て
、
支
那
文
化
の
一

分
派
と
な
し
た
。
我
が
國
の
支
那
學
若
の
中
で
も
或
る
者
は
、
日
本
文
化
は
、
支
那
文
化
の
範
囲
に

置
か
る
べ
き
も
の
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
我
等
の
文
化
發
逵
の
道
程
は
、
大
陸
の
そ

れ
卜
』
接
近
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
否
な
或
る
鮎
で
は
雨
者
合
致
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ゞ
一
そ
。

し
か
も
其
の
道
筋
に
至
り
て
は
、
如
何
に
接
近
し
て
ゐ
て
も
同
じ
道
筋
は
な
い
。
一
度
追
分
を
あ

と
に
す
い
ぱ
、
一
は
江
戸
に
至
り
、
他
は
京
都
に
至
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
し
た
過
去
の
文
化
史

に
育
て
ら
れ
た
我
等
國
民
の
國
民
性
に
は
、
模
倣
性
が
願
る
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
模
倣
性
さ
い

へ
ぱ
あ
ま
り
善
く
聞
え
な
い
が
、
他
を
了
解
し
、
他
を
征
服
し
、
他
を
我
れ
に
同
化
す
る
性
能
Ｌ
」
い
へ

ぱ
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
僅
々
六
十
年
に
し
て
、
ご
に
か
く
欧
米
の
所
謂
文
化
國
と
形
而
上
相
距

る
こ
と
甚
だ
多
か
ら
ざ
る
状
態
と
な
っ
た
の
も
、
か
き
る
國
民
性
に
因
る
も
の
多
い
と
恩
ひ
ま
す
。

而
し
て
か
ぅ
し
た
國
民
性
に
贋
没
我
的
な
流
行
癖
ど
も
い
ふ
べ
き
、
忌
ま
は
し
き
短
所
の
菱
は
れ

た
の
も
叉
止
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
》
の
り
ま
す
。
か
く
し
て
我
が
宗
教
信
仰
、
風
硲
、
習
慣
等
を
、
箇

ｌ
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な
に
取
う
て
其
の
由
来
を
煎
じ
詰
む
れ
ぱ
、
其
の
根
元
の
大
陸
に
拳
の
る
も
の
甚
だ
紗
く
な
い
。
か

う
し
た
日
本
人
が
室
町
時
代
の
初
め
以
来
天
文
十
二
年
に
至
る
、
約
百
五
十
年
間
、
我
等
を
取
ま
く

周
園
の
國
々
に
存
在
し
て
ゐ
た
重
喪
を
、
手
に
入
れ
ず
し
て
過
し
た
で
あ
り
ま
せ
ぅ
か
。
そ
も
支

那
人
、
琉
球
人
、
朝
鮮
人
は
が
っ
て
こ
れ
を
我
等
の
祀
先
に
示
す
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
今
の
ら
ぅ
か
。

否
な
我
等
に
示
さ
ん
が
爲
め
に
こ
そ
、
則
ち
倭
冠
撃
退
の
た
め
に
こ
そ
、
此
の
重
餐
が
用
ひ
ら
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
加
ふ
る
に
此
の
重
喪
を
製
造
し
使
用
す
る
に
必
要
な
材
料
は
、
寧
ろ
我
よ

り
彼
等
に
供
給
し
た
の
で
今
の
り
ま
す
。
し
か
も
徒
ら
に
我
等
の
租
先
は
火
砲
の
威
力
に
騰
歎
し

て
の
み
ゐ
た
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
到
底
首
肯
し
難
い
事
で
あ
り
ま
す
。
今
朝
鮮
史
の
教
ふ

る
我
が
火
砲
史
及
び
國
内
に
存
す
る
天
文
以
前
傳
來
の
火
砲
の
遺
物
と
す
べ
き
有
力
な
る
候
補

着
を
見
る
に
及
ん
で
、
益
々
不
可
思
議
に
思
は
る
き
こ
と
は
、
天
文
以
前
の
文
献
に
、
鐵
砲
傳
來
や
、
鐵

砲
製
進
等
に
開
す
る
事
の
見
え
な
い
鮎
で
今
の
り
ま
す
。
か
く
て
此
の
不
可
思
議
の
事
賓
は
、
い
か

に
不
思
議
で
あ
っ
て
も
、
た
め
に
天
文
十
二
年
以
前
に
火
砲
な
し
と
断
す
べ
き
材
料
ご
す
る
に
は

不
足
で
あ
る
と
恩
ひ
ま
す
。
考
ふ
る
に
江
戸
時
代
以
前
に
於
て
は
、
文
筆
の
所
有
者
は
甚
だ
狭
ぃ

範
圃
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
我
が
國
に
於
て
は
、
そ
れ
も
あ
ま
り
不
可
・
思
議
事
と
す
る
に
足
ら
な
い
か

鐡
砲
の
僻
來
に
就
い
て
三
九

’
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餓
砲
の
博
來
に
就
い

も
知
れ
な
い
。
漢
學
佛
新

天
皇
以
前
に
於
け
る
そ
れ

ま
し
て
文
筆
の
乏
し
い
方

り
難
か
っ
た
か
一
も
知
れ
な

博來に就い

か
の
‐
如
く
論
じ
‐
詰
め
る
も
、
天
文
十
二
年
種
子
ヶ
烏
銃
偲
來
の
事
は
國
史
上
甚
だ
重
要
に
ゐ
ら

ざ
る
事
の
如
く
主
張
す
る
や
う
に
聞
え
る
。
惑
考
の
如
く
天
文
十
二
年
以
前
火
砲
我
れ
に
あ
り

と
す
る
も
、
稚
子
ヶ
島
の
如
き
優
秀
な
も
の
で
戦
く
『
叉
そ
の
火
薬
の
如
き
も
眼
力
な
も
の
で
な
か

っ
た
。
朝
鮮
で
は
丈
祗
慶
長
役
の
最
中
、
即
ち
宣
旭
の
一
一
十
八
年
、
我
が
文
朧
四
年
に
峰
倭
助
四
郎
、

老
古
汝
文
（
六
右
衞
門
か
あ
両
人
塑
烏
銃
の
崖
を
織
り
、
三
日
に
一
柄
を
得
一
又
放
火
合
藥
あ
規
を
智

は
し
め
彌
彌
梵
鐘
を
鋳
溌
し
て
、
盛
ん
に
烏
銃
を
製
造
し
た
。
（
宣
旭
寅
錐
）
文
臓
役
に
於
け
る
我
が

陸
軍
の
偉
大
な
成
績
に
就
い
て
は
、
多
く
の
原
因
を
数
ふ
。
へ
き
で
あ
る
が
、
鐵
砲
に
於
て
は
、
我
れ
に

優
秀
な
種
子
ヶ
島
式
鳥
銃
と
そ
”
相
應
の
火
藥
の
あ
っ
た
事
を
数
へ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
・

天
文
十
二
年
の
鐵
砲
傳
氷
の
歴
史
は
（
南
磁
人
来
朝
の
事
は
別
と
し
て
）
我
が
近
世
史
初
頭
に
於
け

る
大
事
件
で
あ
る
こ
と
ば
、
此
の
一
事
を
以
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
ご
恩
ひ
ま
す
。

て

岡

○

漢
學
佛
教
の
傳
來
は
除
稚
古
い
事
で
あ
ら
う
ご
忠
は
れ
ま
す
が
、
雌
抑
天
皇
、
欽
肌

姫
け
る
そ
れ
ら
の
傳
來
等
に
つ
い
て
は
、
國
史
上
の
丈
厭
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

し
乏
し
い
方
面
に
於
て
、
専
ら
用
ひ
ら
れ
た
と
恩
は
る
。
鐡
砲
に
開
す
る
文
献
伎
遼

岬
一
も
知
れ
な
い
。
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