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は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
、
工
芸
に
携
わ
る
作
者
ら
が
作
品
に
そ
の
名
前
を
記
し
た
例
は
比

較
的
よ
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
時
代
、
彼
ら
が
作
品
に
署
名
す
る
伝
統

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
時
代
の
下
が
る
に
つ
れ
て
、
作
品
に
自
分
た

ち
の
名
前
を
記
す
よ
う
に
な
っ
た
。江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
永
田

治（
生

没
年
不
詳
）
な
ど
の
作
品
に
み
る
よ
う
に
、
在
銘
品
は
そ
れ
自
体
が
本
物
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
と
の
差
別
化
を
は
か
り
一
つ
の
高
級

ブ
ラ
ン
ド
と
い
う
地
位
を
確
立
す
る（

１
）。

高
い
技
術
や
価
値
な
ど
を
備
え
た
彼
ら

の
作
品
が
、
市
井
で
人
気
を
博
す
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
一
方
で
本
物

を
模
し
た
偽
物
も
、
世
に
跋
扈
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
優
れ
た
手
の

も
の
か
ら
技
術
的
に
劣
悪
な
も
の
ま
で
、
非
常
に
多
く
の
作
品
が
玉
石
混
交
に

存
し
て
い
る
た
め
、
本
来
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
品
の
正
統
な
位
置
づ
け
や
定
義

づ
け
を
妨
げ
て
い
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
江
戸
時
代
後
期
以
降
の
芝
山
象
嵌
作
品
を
と
り
ま
く
諸

問
題
と
い
う
の
も
、
こ
の
在
銘
品
だ
け
で
な
く
、
無
銘
な
が
ら
も
一
見
す
る
と

同
様
の
技
法
を
駆
使
し
て
い
る
作
例
が
非
常
に
多
い
と
い
う
点
に
端
を
発
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
後
期
よ
り
、
世
に
芝
山
の
名
を
知
ら
し
め

た
の
は
初
代
芝
山
易
政（
一
七
七
五

－

一
八
三
六
）だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

現
在
そ
の
芝
山
象
嵌
作
品
と
い
う
も
の
は
多
岐
に
わ
た
る
。
畢
竟
、
く
ま
な
く

作
品
を
調
査
し
、
論
考
を
重
ね
た
と
こ
ろ
で
、
現
存
す
る
作
品
そ
の
も
の
の
製

作
に
易
政
そ
の
人
が
係
っ
た
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
何
を
根
拠
と
し
て
初
代
易
政
も
し
く
は
彼
が
率
い
た
一
派
の
作
品

と
比
定
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
芝
山
象

嵌
作
品
の
研
究
に
お
い
て
、
実
に
こ
の
こ
と
が
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、

初
代
易
政
や
芝
山
象
嵌
作
品
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
簡
単
に
振
り
返

り
、
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
章　

先
行
研
究
と
本
稿
の
趣
旨

　

明
治
時
代
以
来
、
芝
山
象
嵌
作
品
は
輸
出
漆
器
の
花
形
の
一
つ
と
し
て
国
内

外
で
人
気
を
博
し
た
。『
東
京
名
工
鑑
』・『
日
本
美
術
協
会
報
告
』・『
京
都
美

術
協
会
雑
誌（

２
）』
な
ど
は
、
易
政
が
江
戸
時
代
後
期
に
農
夫
大
野
木
文
左
衛
門
の

子
・
専
蔵
（
仙
蔵
）
と
し
て
下マ

マ

総
国
芝
山
村
（
現
千
葉
県
山
武
郡
芝
山
町
）
に

〈
論　
　

文
〉江

戸
時
代
後
期
芝
山
象
嵌
作
品
に
つ
い
て

　
　

│ 

大
阪
市
立
美
術
館
蔵
「
芝
山
」
在
銘
品
を
中
心
に菊　

地　
泰　
子



─ 6 ─

生
ま
れ
、
の
ち
に
江
戸
に
出
て
三
田
（
現
東
京
都
港
区
三
田
）
の
小
間
物
商
に

奉
公
す
る
か
た
わ
ら
象
嵌
を
よ
く
し
た
と
い
う
。
彼
は
三
十
二
、
三
歳
の
頃
に

彫
刻
好
き
が
高
じ
て
出
身
地
の
名
を
冠
す
る
芝
山
象
嵌
を
創
始
し
、
自
ら
芝
山

易
政
と
い
う
業
名
に
改
め
た
。
芝
山
象
嵌
と
は
、
金
銀
玉
石
介
甲
の
類
に
花
鳥

な
ど
を
彫
刻
し
、
こ
れ
を
漆
塗
の
面
や
木
地
に
嵌
め
る
も
の
と
い
う
。
当
初
は

木
櫛
に
象
嵌
を
ほ
ど
こ
し
た
が
、
硯
箱
と
小
屏
風
に
精
巧
細
緻
を
ほ
ど
こ
し
た

と
こ
ろ
、
出
入
り
の
御
用
商
何
某
に
よ
っ
て
幕
府
進
献
の
物
品
と
な
っ
て
佳
評

を
得
る
に
至
っ
た
。
ま
た
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
十
二
月
に
六
十
二
歳
で
没

し
て
以
降
も
、
生
前
に
象
嵌
の
創
始
者
と
し
て
多
く
の
後
継
者
を
育
成
し
、
果

て
は
美
術
工
芸
の
海
外
輸
出
に
一
役
買
っ
た
と
い
う
功
績
が
評
価
さ
れ
て
、
明

治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
十
一
月
に
第
二
回
水
産
博
覧
会
賞
状
を
総
裁
大
勲
位

功
二
級
彰
仁
親
王
よ
り
賜
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
二
代
易
政
、
三
代
易
政
も
弟

子
を
抱
え
な
が
ら
東
京
に
お
い
て
芝
山
象
嵌
を
生
業
と
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を

述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
伝
聞
や
口
伝
の
類
を
記
し
た
も
の
の
中
に
は
、
記
載
事

項
に
矛
盾
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（

３
）。

　

芝
山
象
嵌
に
関
し
て
、
史
料
を
用
い
た
論
考
を
最
初
に
行
っ
た
の
は
、
平
成

後
半
、
奥
住
淳
氏
の
「
芝
山
象
嵌
創
業
の
由
来
と
芝
山
専
蔵
」
で
あ
っ
た（

４
）。
同

氏
は
芝
山
象
嵌
の
作
例
を
所
有
す
る
芝
山
町
に
勤
務
す
る
こ
と
か
ら
網
羅
的
に

史
料
調
査
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
明
治
期
に
前
田
香
雪
が
編
纂
し
た
芝
山
象
嵌

関
連
の
記
録
中
に
み
ら
れ
る
初
代
・
二
代
以
降
の
芝
山
易
政
に
関
す
る
記
載
か

ら（
５
）、
芝
山
象
嵌
の
祖
と
さ
れ
る
初
代
易
政
の
事
歴
や
生
没
年
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
る
。
ま
ず
初
代
易
政
の
出
生
地
と
さ
れ
る
芝
山
村
は
、
前
田
香
雪
の
両
文

献
と
も
「
下
総
国
」
と
誤
記
し
て
お
り
、
正
確
に
は
上
総
国
に
属
す
る
と
指
摘

し
た
。
ま
た
現
在
、
芝
山
象
嵌
の
由
来
に
関
す
る
記
録
中
で
、
易
政
の
元
の
姓

が
「
大
野
木
」「
小
野
木
」
と
混
在
さ
れ
て
い
る
の
は
、
両
文
献
が
典
拠
に
な

っ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
の
芝
山
村
の
古
文
書
で

は
、
現
時
点
で
は
「
大
野
木
」「
小
野
木
」
と
い
う
姓
や
専
蔵
に
関
す
る
記
録

は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。

　

芝
山
象
嵌
の
創
業
年
代
は
、
易
政
が
安
永
五
年
（
一
七
七
五
）
に
生
ま
れ
、

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
六
十
二
歳
で
没
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
『
明
治
十
年

内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
解
説
』（
明
治
十
一
年
。
以
下
『
解
説
』
と
い
う
）
に

よ
れ
ば
芝
山
の
開
業
年
暦
を
文
化
七
年
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
概

ね
文
化
年
間
（
一
八
〇
四

－

一
八
一
八
）
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
い
る
。

　

芝
山
象
嵌
の
技
術
と
作
品
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
芝
山
家
を
中
心
に
代
々

継
承
さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
政
府
の
殖
産
興
業
策
に
よ
り
輸
出

用
の
工
芸
品
と
し
て
需
要
が
増
え
て
い
っ
た
こ
と
、
内
国
勧
業
博
覧
会
や
万
国

博
覧
会
へ
の
出
品
や
賞
を
受
け
た
こ
と
、
輸
出
用
の
工
芸
品
と
し
て
芝
山
象
嵌

の
作
品
が
人
気
を
博
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
職
人
が
貿
易
港
の
あ
る
横
浜
に
移

る
よ
う
に
な
り
、
貝
や
象
牙
を
用
い
て
漆
の
中
に
象
嵌
を
ほ
ど
こ
す
横
浜
芝
山

漆
器
へ
と
独
自
の
歩
み
を
み
せ
て
い
っ
た
と
し
て
、
具
体
的
に
作
品
を
取
り
上

げ
、
論
じ
て
い
る
。

　

一
方
、
横
浜
芝
山
漆
器
を
中
心
と
す
る
研
究
は
、
昭
和
後
半
か
ら
平
成
半
ば

に
か
け
て
進
展
し
た
。
特
に
岩
下
英
夫
氏
「
芝
山
漆
器
の
調
査
研
究
」（
神
奈

川
県
工
芸
指
導
所
鎌
倉
支
所
）
や
横
浜
市
に
勤
務
す
る
赤
堀
郁
彦
氏
「
芝
山
漆

器
物
語
」
が
当
地
に
お
け
る
漆
器
産
業
の
濫
觴
と
し
て
初
代
易
政
お
よ
び
一
派

の
系
譜
を
取
り
上
げ
て
い
る（

６
）。
明
治
以
降
、
芝
山
象
嵌
作
品
は
横
浜
港
を
経
由

し
て
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
技
術
は
大
型
家
具
や
飾
額
な
ど
を
製
作

す
る
横
浜
芝
山
漆
器
に
継
承
さ
れ
て
地
元
に
根
付
き
、
現
在
は
伝
統
工
芸
に
認

定
さ
れ
て
芝
山
師（

７
）に

受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
中
で
、
初
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代
易
政
を
は
じ
め
と
す
る
芝
山
棟
梁
、
弟
子
の
系
譜
だ
け
で
な
く
、
広
く
芝
山

象
嵌
技
法
を
駆
使
す
る
作
者
を
紹
介
し
た
。
こ
の
功
績
は
非
常
に
大
き
く
、
両

文
献
な
く
し
て
は
、
横
浜
芝
山
漆
器
に
お
け
る
芝
山
派
作
品
に
関
す
る
考
察
は

難
し
い
。

　

ま
た
岩
下
氏
は
芝
山
家
の
末
裔
で
あ
る
芝
山
吉
邦
氏
の
家
に
伝
わ
る
「
玉
屑

袖
珍
集
」
の
存
在
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
芝
山
宗
明
（
初
代
易
政
の
高

弟
・
宗
一
の
孫
）が
製
作
に
あ
た
っ
て
き
た
芝
山
象
嵌
作
品
の
下
絵
集
で
あ
り
、

全
三
冊
（
合
計
三
一
二
枚
）
か
ら
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
明
治
三
十
八
年
前
後
か

ら
大
正
八
年
前
後
に
製
作
さ
れ
て
い
た
作
品
を
知
る
手
立
て
と
な
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。

　

昭
和
末
頃
、
行
政
が
主
体
と
な
っ
て
、
横
浜
芝
山
漆
器
に
み
る
詳
細
な
作
業

行
程
や
材
料
、
道
具
類
を
撮
影
・
記
録
し
た
「
芝
山
漆
器
、
材
料
と
用
具（

８
）」

が

ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
芝
山
師
か
ら
原
材
料
や
工
具
な
ど
の
資
料
提
供
を
受

け
た
も
の
で
、
芝
山
漆
器
で
知
ら
れ
る
象
嵌
技
法
「
寄よ

せ
が
い貝
」「
平ひ
ら

模も

様よ
う

」「
浮
き

上
げ
」
を
写
真
と
と
も
に
取
り
上
げ
、
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
芝
山
の
特
長
は

貝
類
を
は
じ
め
と
し
て
、
獣
骨
、
珊
瑚
、
鼈
甲
な
ど
の
色
々
な
材
料
を
組
み
合

わ
せ
て
文
様
を
彫
り
表
し
て
お
り
、
器
面
よ
り
レ
リ
ー
フ
状
に
浮
き
上
が
っ
て

い
る
、
と
論
じ
た
。

　

さ
ら
に
、
横
浜
で
芝
山
漆
器
を
製
作
す
る
芝
山
師
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
に

基
づ
く
技
法
研
究
も
進
展
を
み
せ
た
。
小
泉
和
子
氏
は
そ
の
論
考（

９
）で
、
芝
山
象

嵌
の
製
造
シ
ス
テ
ム
と
製
法
を
整
理
・
明
記
し
、
芝
山
象
嵌
を
製
作
す
る
組
織

や
分
業
の
工
程
を
確
認
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
芝
山
象
嵌
は
木
地
製
作
を
行
う

木
地
師
、
彫
刻
を
製
作
す
る
彫
刻
屋
、
塗
装
を
行
う
塗
師
、
蒔
絵
を
ほ
ど
こ
す

蒔
絵
師
、
青
貝
を
装
飾
す
る
青
貝
師
、
芝
山
象
嵌
を
製
作
す
る
芝
山
師
、
芝
山

象
嵌
を
彫
り
込
む
彫
込
師
を
経
て
、
問
屋
に
卸
さ
れ
る
こ
と
を
確
定
し
た
。

　

こ
の
研
究
か
ら
、
芝
山
象
嵌
自
体
の
製
法
は
芝
山
彫
刻
師
と
彫
込
師
と
に
分

か
れ
て
お
り
、
芝
山
象
嵌
の
文
様
を
彫
る
技
法
に
は
平
彫
、
中
肉
彫
、
丸
彫
が

あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
た
だ
し
三
技
法
を
基
準
と
す
る
理
由
や
作
例

は
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
意
か
ら
察
す
れ
ば
、
平
彫
は
器
面
に
モ
チ
ー
フ

を
平
坦
に
嵌
め
込
む
技
法
で
あ
る
こ
と
、
中
肉
彫
は
比
較
的
立
体
感
の
増
し
た

象
嵌
技
法
と
な
る
こ
と
、
丸
彫
は
事
物
を
三
次
元
的
に
彫
り
表
す
も
の
で
、
表

現
方
法
の
違
い
や
技
術
的
難
易
度
を
以
て
一
つ
の
基
準
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
の
ち
、
芝
山
象
嵌
の
技
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
沼
田
英
子
氏
に
よ
る

横
浜
芝
山
漆
器
に
関
す
る
調
査
研
究
の
中
で
報
告
さ
れ
た）

10
（

。
氏
は
芝
山
漆
器
を

生
産
す
る
横
浜
に
勤
務
す
る
こ
と
か
ら
、
横
浜
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
芝
山

象
嵌
に
み
る
様
式
や
技
法
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
同
氏
の
場
合
も
芝
山
師

か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
製
作
工
程
、
技
法
に
つ
い

て
作
例
を
交
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
氏
は
芝
山
象
嵌
の
技
法
に
つ
い
て
、『
第

二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
報
告
書
』（
明
治
十
六
年
）
中
に
み
る
「
平
彫
」「
中
肉

彫
」「
丸
ル
彫
」
の
三
つ
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
が
現
在
の
芝
山
漆
器
で
知
ら
れ

る
三
技
法
「
平
模
様
」「
寄
貝
」「
浮
き
上
げ
」
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
解
釈
を
示
し
た
。
芝
山
象
嵌
作
品
の
技
法
に
関
す
る
考
察
と
し
て
は
、
基

本
的
に
こ
の
三
技
法
を
中
心
に
据
え
て
、
論
考
が
展
開
し
て
い
く
。

　

ま
た
前
後
し
て
、
芝
山
家
お
よ
び
そ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
漆
工
史
や
郷
土

史
、
伝
統
工
芸
に
係
る
研
究
者
な
ど
か
ら
の
注
目
が
集
ま
り
、
相
次
い
で
文
献

が
発
表
さ
れ
た）

11
（

。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
文
献
も
芝
山
漆
器
発
展
の
経
緯
で
あ
る

と
か
、
横
浜
で
栄
え
た
伝
統
工
芸
と
し
て
の
横
浜
芝
山
漆
器
に
重
点
を
置
い
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
初
代
易
政
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
た
の
は
、

平
成
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
奥
住
氏
の
前
記
文
献
を
お
い
て
ほ

か
に
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
文
献
史
料
を
用
い
た
研
究
に
よ
り
、
明
治
以
降
の
芝
山
派
の
系

統
、
横
浜
を
中
心
と
す
る
芝
山
象
嵌
作
品
の
様
相
は
だ
い
ぶ
明
ら
か
に
な
っ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
横
浜
芝
山
漆
器
の
沿
革
や
技
法
な
ど
が
詳
ら
か
に
な

っ
て
も
、
現
存
す
る
作
品
と
初
期
作
例
、
あ
る
い
は
初
代
易
政
そ
の
人
と
は
な

か
な
か
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
は
じ
め
に
述
べ
た
よ

う
に
、
何
を
も
っ
て
芝
山
易
政
も
し
く
は
彼
が
率
い
た
一
派
の
作
品
と
比
定
す

る
の
か
、
代
表
と
な
る
基
準
作
や
技
法
研
究
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
面
が

大
き
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
何

を
芝
山
象
嵌
作
品
と
す
る
の
か
、
ど
れ
を
芝
山
易
政
の
作
品
と
す
る
の
か
、
と

い
う
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
芝
山
様
式
を
抽
出
す
る
方
法
は

正
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
程
度
長
い
期
間
で
の
編
年
を
考
え
る
に
は
有
効

な
手
法
だ
と
思
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
製
作
に
初
代
易
政
が
携
わ
っ
た
可
能

性
の
有
無
を
考
え
る
と
き
、
按
図
索
驥
な
脆
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

本
稿
で
は
、文
献
史
料
に
裏
付
け
ら
れ
る
初
代
易
政
の
事
績
に
立
ち
返
る
と
、

江
戸
に
お
い
て
「
彫
嵌
の
技）

12
（

」
を
有
し
て
お
り
、
幕
府
の
御
用
を
勤
め
た
と
い

う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
点
を
重
視
し
た
。
そ
こ
で
徳
川
御
三
家
筆
頭
、
尾
張
徳

川
家
関
連
の
遺
品
や
有
栖
川
宮
家
伝
来
品
の
中
か
ら
、
芝
山
易
政
を
核
と
し
た

芝
山
派
作
品
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。
論
理
的
に
み
て
、
同
じ
芝
山
象
嵌

と
伝
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
と
か
芝
山
在
銘
品
で
あ
っ
て
も
、
伝
来
の
は
っ
き

り
し
な
い
作
例
よ
り
尾
張
徳
川
家
、
有
栖
川
宮
家
に
伝
わ
っ
た
品
の
方
が
、
初

代
易
政
の
携
わ
っ
た
初
期
作
例
と
す
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
は
ず
で
あ

る
。

　

こ
れ
ま
で
筆
者
は
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
二
十
九
年
度
に
か
け
て
出
光
文
化

福
祉
財
団
の
研
究
助
成
を
受
け
て
、芝
山
漆
器
に
関
す
る
総
合
的
研
究
を
行
い
、

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、当
館
に
所
蔵
さ
れ
る
作
品
を
中
心
に
芝
山
象
嵌
作
品
、

在
銘
無
銘
に
関
わ
ら
ず
芝
山
作
と
伝
え
ら
れ
る
作
例
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
調

査
を
進
め
た
。
本
稿
で
は
こ
の
調
査
の
過
程
で
得
た
作
品
に
関
す
る
基
本
情
報

を
一
覧
表
と
し
て
示
し
、
ま
た
作
品
の
形
状
、
加
飾
技
法
に
つ
い
て
詳
述
し
て

お
き
た
い
。

　

勿
論
こ
れ
ま
で
図
録
や
雑
誌
中
の
資
料
紹
介
な
ど
に
お
い
て
、
本
稿
で
対
象

と
し
た
作
品
の
幾
つ
か
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
尾
張
徳
川
家
に
伝
来

し
た
作
品
は
そ
れ
を
以
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
ほ
か
の

伝
来
の
明
確
で
な
い
作
品
と
比
較
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
中
で
の
分
類
比
較
を

試
み
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
代
易
政
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
作
例

の
別
や
、
あ
る
い
は
初
代
、
二
代
、
三
代
易
政
と
の
在
世
期
間
が
重
な
り
、
前

後
す
る
よ
う
に
銘
を
残
し
て
い
る
柴
山
の
作
品
と
の
識
別
と
い
う
問
題
点
に
つ

な
げ
て
い
け
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

　

た
だ
し
一
覧
紹
介
の
前
に
、
芝
山
易
政
を
祖
と
す
る
芝
山
家
系
譜
、
象
嵌
技

法
や
作
風
に
つ
い
て
一
旦
整
理
し
た
い
。

①
芝
山
家
の
系
譜

　

前
田
氏
の
記
録
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
前
期
に
お
け
る
芝
山
家
の
系
図
を
端

的
に
表
し
て
い
る）

13
（

。
ま
た
初
代
、
二
代
、
三
代
の
業
名
は
易
政
で
、
本
名
は
専

蔵
と
い
う
。
こ
こ
に
奥
住
氏
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
考
察
、『
東
京
名
工
鑑
』、
筆

者
に
よ
る
芝
山
師
の
聞
き
取
り
に
基
づ
く
情
報
を
加
味
し
て
示
す
こ
と
と
し
た

い）
14
（

。『
東
京
名
工
鑑
』
は
、
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
し
た
作
者
本
人

へ
の
聞
き
取
り
調
査
結
果
を
東
京
府
が
編
纂
し
た
も
の
で
、
信
憑
性
の
高
い
情

報
と
い
え
る
。

　

前
田
氏
の
記
録
は
、
奥
住
氏
の
論
著
で
い
く
つ
か
の
矛
盾
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
や
は
り
こ
こ
で
初
代
易
政
以
降
の
系
譜
を
追
う
前
に
、
初
代
易
政
の
生
没
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年
、
事
歴
に
関
す
る
奥
住
氏
の
考
察
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
易
政
の
生
年
は
、
前
田
氏
に
よ
る
明
治
三
十
二
年
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
六
十
二
歳
で
没
し
た
と
あ
る
た
め
、
遡
る
と
安
永

五
年
（
一
七
七
五
）
と
な
る
と
指
摘
し
た
。

　

易
政
が
象
嵌
を
始
め
た
年
は
、
同
氏
の
明
治
三
十
一
年
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

易
政
三
十
二
、
三
十
三
歳
の
頃
に
象
嵌
工
に
な
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
と
あ
る

た
め
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
以
降
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が

同
記
録
中
に
、
易
政
は
安
永
年
間（
一
七
七
二

－

一
七
八
一
）末
か
ら
天
明（
一

七
八
一

－

一
七
八
九
）の
年
代
よ
り
象
嵌
の
技
を
創
め
た
と
あ
る
。
奥
住
氏
は
、

同
記
録
に
み
る
こ
の
創
業
年
を
誤
記
と
仮
定
し
た
。

　

以
下
私
見
で
あ
る
が
、
奥
住
氏
の
指
摘
と
前
田
氏
の
両
記
録
を
す
り
合
わ
せ

る
と
、
二
つ
の
創
業
年
代
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
創
業
年
代
は

①
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
年
＝
易
政
三
十
三
歳
）
以
降
と
な
る
説
、
②
安
永
末

（
一
七
八
一
年
＝
易
政
七
歳
）
か
ら
天
明
末
（
一
七
八
九
年
＝
易
政
十
五
歳
）

と
な
る
説
に
分
か
れ
、
前
田
氏
の
記
録
に
矛
盾
が
生
じ
る
。

　

さ
ら
に
奥
住
氏
は
、
別
の
史
料
を
用
い
て
創
業
年
代
に
つ
い
て
の
考
察
を
重

ね
た
。『
東
京
名
工
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
初
代
易
政
の
弟
子
・
宗
一
が
五
十
年
前

に
開
業
し
た
と
あ
る
の
で
、
逆
算
す
る
と
文
政
年
間（
一
八
一
八

－

一
八
三
〇
）

に
は
技
術
を
確
立
し
、易
政
は
弟
子
へ
伝
授
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。

ま
た
『
解
説
』
に
よ
れ
ば
、
芝
山
象
嵌
の
創
業
年
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）

と
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
奥
住
氏
は
、
明
治
三
十
一
年
の
記

録
が
誤
記
だ
と
す
れ
ば
、
概
ね
文
化
年
間
（
一
八
〇
四

－

一
八
一
八
）
に
易
政

が
創
業
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
た
。

　

以
下
私
見
で
あ
る
が
、
便
宜
上
前
田
氏
の
記
録
に
み
る
没
年
（
一
八
三
六
年

＝
易
政
六
十
二
歳
）を
基
準
と
し
て
、『
東
京
名
工
鑑
』に
み
る
宗
一
の
開
業
年
、

『
解
説
』
に
み
る
芝
山
象
嵌
の
創
業
年
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
易
政
は
早
く
と

も
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
年
＝
易
政
三
十
六
歳
）
頃
か
ら
創
業
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
そ
の
結
果
、
易
政
が
早
く
と
も
安
永
年
間
末
頃
よ
り
象
嵌
を
始
め
た

と
す
る
前
田
氏
の
報
告
（
明
治
三
十
一
年
）
内
容
に
疑
義
が
生
じ
る
。

　

以
上
、
論
旨
か
ら
す
る
と
易
政
は
安
永
五
年
（
一
七
七
五
）
に
生
ま
れ
、
文

化
七
年
頃
か
ら
文
政
年
間
末
頃
に
か
け
て
技
術
を
習
得
、
弟
子
を
抱
え
る
ま
で

に
大
成
し
、
天
保
七
年
六
十
二
歳
で
没
し
た
と
推
定
で
き
る
。
奥
住
氏
の
指
摘

し
た
年
代
と
重
な
る
た
め
、
こ
の
事
歴
の
妥
当
性
は
高
い
と
い
え
る
。

　

次
に
『
東
京
名
工
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
初
代
易
政
は
妻
の
甥
を
養
子
と
し
て
技

法
を
継
承
さ
せ
、
二
代
と
し
た
こ
と
、
こ
の
の
ち
二
代
易
政
の
子
が
三
代
を
継

承
し
て
浅
草
に
移
り
、
三
代
易
政
は
安
政
年
間
（
一
八
五
四

－

一
八
六
〇
）
に

家
業
を
相
続
し
て
、
幕
府
の
用
品
を
つ
く
っ
て
い
た
が
明
治
維
新
に
よ
り
衰
退

し
た
た
め
、
明
治
四
、
五
年
頃
よ
り
海
外
流
出
用
に
転
じ
た
と
い
う
。

　

筆
者
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
初
代
易
政
亡
き
あ
と
、
芝
山
家
は
養
子
や
弟

子
を
迎
え
な
が
ら
も
、
四
代
続
く
こ
と
に
な
る
。
五
代
目
を
継
ぐ
予
定
で
あ
っ

た
専
蔵
（
四
代
の
実
子
）
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
出
兵
と
な
る
前
に
、
四
代
易

政
の
手
に
よ
っ
て
解
散
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
の
ち
芝
山
象
嵌
の
本
流
を

支
え
て
い
た
三
十
名
ほ
ど
の
弟
子
た
ち
は
散
り
散
り
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
お

横
浜
芝
山
漆
器
は
、
横
浜
開
港
後
、
芝
山
象
嵌
製
作
関
係
者
が
横
浜
へ
移
住
し

始
め
た
折
、
東
京
の
芝
山
象
嵌
に
対
し
て
横
浜
漆
器
と
称
し
た
が
、
昭
和
期
に

入
る
と
横
浜
芝
山
漆
器
と
銘
打
っ
て
、
海
外
向
け
輸
出
漆
器
の
地
位
を
築
い
た

と
い
う
。
戦
前
解
消
し
た
本
流
の
芝
山
象
嵌
製
作
は
、
戦
後
、
芝
山
家
の
末
裔

が
宮
崎
輝
生
氏
に
五
代
芝
山
姓
を
受
け
継
ぐ
よ
う
打
診
し
た
の
ち
再
開
し
た
と

い
う
。

　

こ
こ
で
は
筆
者
の
加
筆
修
正
部
分
を
太
文
字
明
朝
体
表
記
し
て
前
田
氏
の
系
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譜
と
区
別
す
る
。
系
譜
に
登
場
す
る
人
物
の
名
称
、
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
前

田
氏
の
前
記
録
に
拠
る
と
こ
ろ
多
大
だ
が
、
こ
れ
以
上
の
比
較
検
討
材
料
の
な

い
こ
と
か
ら
、
現
時
点
の
記
録
と
し
て
と
ど
め
て
お
く
。

②
芝
山
象
嵌
に
つ
い
て

　

初
期
作
例
の
調
査
に
あ
た
り
、
横
浜
芝
山
漆
器
に
み
る
象
嵌
技
法
を
参
考
と

し
た
。
初
期
の
芝
山
象
嵌
作
品
と
横
浜
芝
山
漆
器
と
の
つ
な
が
り
は
判
然
と
し

な
い
な
が
ら
、
両
者
は
多
種
多
様
な
素
材
を
用
い
て
文
様
を
切
り
出
す
こ
と
、

文
様
の
表
面
に
精
緻
な
彫
刻
を
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
蒔
絵
や
螺
鈿
を
ほ
ど
こ
し

た
完
成
品
の
器
面
を
削
り
取
っ
て
文
様
を
嵌
装
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
地
に

残
る
象
嵌
技
法
と
比
べ
て
関
連
性
は
高
く
、
一
連
の
象
嵌
技
法
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
。
ま
た
横
浜
芝
山
漆
器
の
技
法
を
参
考
に
す
る
こ
と

で
、
初
期
作
例
の
技
法
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　

さ
ら
に
二
章
の
作
品
詳
述
以
降
、
技
法
名
称
は
複
数
に
わ
た
る
た
め
、
あ
ら

か
じ
め
一
定
の
共
通
認
識
を
有
す
る
こ
と
で
、
初
期
作
例
を
読
み
解
く
こ
と
が

可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
芝
山
師
に
受
け
継
が
れ
た
技
法
を
拠
り
所
と
す
る
だ
け
で
は
、
初

期
作
例
の
解
明
に
つ
な
が
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
詳
細
な
作
風
を
把
握
す

る
た
め
に
、初
代
易
政
に
師
事
し
た
芝
山
宗
一
在
銘
品
を
一
点
取
り
上
げ
た
い
。

こ
の
作
品
の
製
作
下
限
年
は
明
治
だ
が
、
初
期
作
例
の
輪
郭
を
探
索
す
る
上
で

重
要
な
手
が
か
り
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

② 

│ 

１
象
嵌
技
法
に
つ
い
て

　

現
存
す
る
芝
山
象
嵌
技
法
は
（
１
）
寄よ

せ

貝が
い

（
２
）
平ひ
ら

模も

様よ
う

【
図
１
・
２
】
で

 
芝
山
家
系
譜 　
※
前
田
香
雪
「
芝
山
氏
系
図）
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」
を
、
筆
者
が
再
構
成
し
た
。

大
野
木
文
左
衛
門
の
子
・
専
蔵

初
代
易
政
後
妻
の
甥
（
養
子
）・
専
蔵

幼
名　

徳
太
郎

二
代
易
政
の
子
・
専
蔵

幼
名　

安
太
郎

三
代
易
政
の
養
子

宮
崎
姓

①
易　
　

政
 

②
易　
　

政

 

③
易　
　

政

 

④
易　
　

政

 

⑤
輝　
　

生

（
安
永
五

－

天
保
七
・
一
二
）

（
？

－

文
久
二
・
八
）

（
？

－

明
治
二
〇
・
一
〇
）

（
昭
和
一
一
年
）

幼
名　

宗
七
（
惣
七
）　

初
代
易
政
の
弟
子

幼
名　

吉
之
助

宗
一
の
弟
子

片
岡
姓

三
代
易
政
の
弟
子

宗　
　

一

宗　
　

明

源 

次 

郎

芝
山
姓
を
拝
領

（
文
化
八

－

明
治
一
九
・
一
〇
）

榮
藏政　

　

明



─ 11 ─

あ
り
、
各
技
法
は
二
十
以
上
の
工
程
に
細
分
化
で
き
る）

16
（

。
こ
の
う
ち
後
半
の
工

程
は
両
技
法
に
共
通
す
る
も
の
で
、器
面
に
文
様
を
嵌
入
す
る
と
こ
ろ
か
ら「
彫

込
」
と
も
称
す
る
。
こ
こ
で
は
作
業
手
順
の
異
な
る
前
半
工
程
に
焦
点
を
あ
て

て
、
寄
貝
、
平
模
様
の
特
長
を
紹
介
す
る
。
な
お
現
在
の
芝
山
師
は
下
絵
を
描

く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
が
、
分
業
制
の
敷
か
れ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
、
下
絵

と
象
嵌
は
別
々
の
作
者
が
担
当
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
し
で
も
不
要
な

混
乱
を
避
け
る
た
め
、
各
技
法
の
主
要
な
工
程
だ
け
を
列
挙
す
る
形
で
書
き
出

し
た
。

（
１
）
寄
貝

①

下
絵
貼
り

貝
、
象
牙
な
ど
に
文
様
に
適
し
た
所
を
選
出
し
て
貼
る

②

す
り
か
け

下
絵
に
そ
っ
て
、
文
様
を
パ
ー
ツ
に
分
け
て
切
断
す
る

③

鑢
か
け

②
で
生
じ
た
各
パ
ー
ツ
の
輪
郭
を
鑢
で
整
え
る

④

肉
取
り

大
ま
か
な
彫
刻
を
し
て
、
立
体
的
な
陰
影
を
つ
け
る

⑤

寄
貝

各
パ
ー
ツ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
つ
に
接
着
す
る

⑥

彫
刻

文
様
に
毛
彫
す
る

⑦

彩
色

染
料
、
顔
料
な
ど
で
文
様
に
補
色
を
ほ
ど
こ
す

素
材
の
特
性
を
活
か
し
て
、
彩
色
し
な
い
場
合
も
あ
る

　

寄
貝
は
、
異
素
材
か
ら
な
る
パ
ー
ツ
を
寄
せ
合
わ
せ
て
、
一
つ
の
文
様
を
形

づ
く
る
。
た
と
え
ば
貝
片
な
ど
を
鳥
の
嘴
、
頭
、
頸
、
風
切
羽
、
尾
羽
、
脚
な

ど
の
パ
ー
ツ
ご
と
に
切
断
し
た
の
ち
、
立
体
感
を
考
慮
し
て
、
パ
ー
ツ
同
士
を

隙
間
な
く
継
ぎ
合
わ
せ
る
高
度
な
技
術
で
あ
る
。
花
の
寄
貝
で
あ
れ
ば
花
び
ら

一
枚
一
枚
を
、
葉
の
寄
貝
で
あ
れ
ば
葉
脈
一
つ
一
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
つ

の
ま
と
ま
り
の
あ
る
花
や
葉
を
構
成
す
る
。
つ
ま
り
一
房
の
花
や
一
葉
の
中
に

白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
鼈
甲
な
ど
が
混
在
す
る
こ
と
が
あ
り
、
見
た
目
に
も
複
雑

で
あ
る
。

（
２
）
平
模
様

①

下
絵
貼
り

寄
貝
工
程
と
同
じ

②

す
り
か
け

下
絵
に
そ
っ
て
、
文
様
を
切
断
す
る

③

鑢
か
け

②
で
生
じ
た
文
様
の
輪
郭
を
鑢
で
整
え
る

④

肉
付
け

文
様
に
肉
付
け
彫
刻
を
ほ
ど
こ
す

⑤

彫
刻

文
様
に
毛
彫
す
る

⑥

磨
き

角
の
粉
で
文
様
表
面
を
磨
く

⑦

艶
出
し

さ
ら
に
艶
を
出
す
工
程
を
経
て
仕
上
げ
る

　

平
模
様
は
、
基
本
的
に
一
つ
の
素
材
が
一
つ
の
文
様
に
対
応
し
て
い
る
。
一

枚
の
貝
片
か
ら
鳥
の
文
様
を
切
り
出
す
だ
け
で
あ
り
、
見
た
目
に
も
シ
ン
プ
ル

で
あ
る
。
草
花
の
平
模
様
で
あ
れ
ば
、
花
に
珊
瑚
、
一
葉
に
鼈
甲
、
別
の
一
葉

に
染
角
と
い
う
よ
う
に
、
各
部
位
に
各
素
材
が
対
応
す
る
。
た
だ
し
寄
貝
に
み

る
極
め
て
複
雑
な
パ
ー
ツ
構
成
は
み
ら
れ
な
い
。

　

以
上
、
簡
単
に
工
程
の
解
説
を
行
っ
た
。
一
連
の
技
術
や
製
作
工
程
が
初
期

作
例
の
製
作
工
程
に
直
接
当
て
は
ま
る
と
思
え
な
い
。
現
在
、
芝
山
師
一
人
で
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行
う
製
作
は
木
地
師
や
指
物
師
、
塗
師
、
蒔
絵
師
、
青
貝
師
、
芝
山（
彫
刻
）師
、

彫
込
師
な
ど
と
分
業
し
て
い
た）

17
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可
能
性
が
高
い
。
彫
嵌
の
技
術
を
創
始
し
た
初

代
易
政
の
役
割
を
、
こ
れ
ら
の
工
程
の
中
に
位
置
づ
け
て
よ
い
か
ど
う
か
再
考

の
必
要
は
あ
る
が
、
易
政
の
技
術
は
彫
り
嵌
め
る
と
い
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
芝
山（
彫

刻
）
師
・
彫
込
師
に
み
る
製
作
工
程
を
範
疇
と
す
る
。
初
期
作
例
の
探
索
、
調

査
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
芝
山
象
嵌
作
品
た
ら
し
め
る
技
法
を
よ
り
明
確
に
し

た
い
と
思
う
。

　

一
旦
趣
旨
か
ら
離
れ
る
形
と
な
っ
た
が
、
今
回
は
作
品
詳
述
の
観
点
か
ら
、

通
行
の
技
術
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
従
来
よ
り
も
厳
密
に
象
嵌
技
法
を
書
き

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

② 

│ 

２
初
期
芝
山
象
嵌
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
来
歴
が
定
か
で
あ
り
、
明
治
時
代
に
芝
山
宗
一
が
製
作
し
た
芝
山

象
嵌
作
品
を
参
考
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
本
稿
は
初
代
易
政
と
初
期
作
例

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
弟
子
の
作
例
を
基
準
に

取
り
上
げ
る
こ
と
は
本
旨
か
ら
外
れ
る
。
し
か
し
宗
一
は
棟
梁
か
ら
芝
山
姓
を

与
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
名
工
で
あ
り
、
正
統
な
技
術
継
承
者
と
い
え
る
。

　

先
に
結
論
を
述
べ
る
形
に
な
る
が
、
こ
の
箱
の
意
匠
は
細
か
い
な
が
ら
も
、

象
嵌
技
法
の
み
に
よ
り
彩
り
豊
か
に
表
さ
れ
て
お
り
、
宗
一
の
確
か
な
技
術
を

感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
前
期
に
お
け
る
芝
山
象
嵌
作
品
の
代
表
例
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
翻
っ
て
、
初
代
の
関
与
す
る
初
期
作
例
の
片
鱗
を
う
か
が
わ

せ
る
重
要
な
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。

　

花
卉
円
文
螺
鈿
箱　
　

一
合　
　

東
京
国
立
博
物
館

 

【
図
３
】

　
　
　

縦
一
二
・
二　

横
一
八
・
三　

高
八
・
二

　
　
　

製
作
下
限
年　

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）

　
　
　

蓋
裏
金
蒔
絵
銘
「
八
十
三
叟
／
芝
山
宗
一
製　
（
白
文
方
印
）」

　
　
　

列
品
番
号
Ｈ

－

一
六
六　

　
　
　

画
像
番
号
Ｃ
〇
〇
四
七
六
九
八

　

芝
山
宗
一
（
一
八
一
一

－

一
八
九
六
）
が
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
シ

カ
ゴ
万
国
博
覧
会
出
品
の
た
め
に
製
作
し
た
作
品）
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。

　

長
方
形
、
角
丸
、
合
口
造
の
箱
で
、
蓋
表
の
四
方
に
塵
居
を
、
置
口
に
金
属

を
め
ぐ
ら
す
。
蓋
表
と
身
の
四
方
に
か
け
て
黒
漆
塗
と
し
て
、
蓋
裏
、
身
の
内

側
、
底
面
に
梨
子
地
を
ほ
ど
こ
す
。
蓋
裏
隅
に
金
蒔
絵
、
楷
書
体
で
銘
を
記
す
。

　

花
丸
文
は
、
蓋
表
に
五
つ
、
短
側
面
に
二
つ
ず
つ
、
長
側
面
に
三
つ
ず
つ
、

合
計
十
五
つ
配
置
す
る
。
蓋
表
の
花
丸
文
は
、
１
牡
丹
に
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、

染
角
、
鼈
甲
、
２
桜
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
３
菊
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
染
角
、
４

花
菖
蒲
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
５
木
蓮
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
黒
蝶
貝
、
染
角
な
ど

を
そ
れ
ぞ
れ
交
え
て
平
模
様
と
す
る
。

　

短
側
面
の
花
丸
文
は
、
６
南
天
に
珊
瑚
、
染
角
、
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
７
桔
梗

に
白
蝶
貝
、
染
角
、
黒
蝶
貝
、
鼈
甲
、
も
う
一
面
は
８
百
合
に
白
蝶
貝
、
染
角
、

黒
蝶
貝
、
鼈
甲
、
９
夏
椿
と
思
わ
れ
る
花
木
に
白
蝶
貝
、
染
角
、
黒
蝶
貝
、
珊

瑚
、
鼈
甲
を
交
え
て
平
模
様
と
し
て
い
る
。

　

長
側
面
の
花
丸
文
は
、
10
梅
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
11
立
葵
あ
る
い
は
芙
蓉
に

白
蝶
貝
、
染
角
、
黒
蝶
貝
、
鼈
甲
、
12
萱
草
科
と
思
わ
れ
る
草
花
に
白
蝶
貝
、

鼈
甲
、
も
う
一
面
は
13
長
春
に
白
蝶
貝
、
染
角
、
黒
蝶
貝
、
鼈
甲
、
14
辛
夷
に
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白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
15
木
槿
と
思
わ
れ
る
花
木
に
白
蝶
貝
、
染
角
、
黒
蝶
貝
、
鼈

甲
、
珊
瑚
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
交
え
て
平
模
様
で
表
す
。

　

花
弁
、
花
芯
、
葉
脈
、
枝
な
ど
に
み
る
線
刻
は
総
じ
て
陰
刻
だ
が
、
線
に
強

弱
を
つ
け
て
い
る
た
め
、
植
物
の
質
感
だ
け
で
な
く
、
奥
に
回
り
込
ん
で
い
る

立
体
的
な
表
現
も
優
れ
る
。
い
ず
れ
の
文
様
も
艶
や
か
な
光
沢
を
放
ち
、
漆
面

に
隙
間
な
く
き
っ
ち
り
嵌
装
さ
れ
て
い
る
。

　

花
丸
文
の
文
様
は
総
じ
て
一
定
の
高
さ
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
文
様
の
接
着
面
を
一
律
の
高
さ
に
な
る
ま
で
研
ぎ
出
し
、
か
つ
漆
面
内
部

を
平
滑
に
さ
ら
い
、
漆
面
に
対
し
て
水
平
に
装
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
取
り
扱
う
素
材
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
田
氏

の
記
録
に
よ
れ
ば
、
易
政
が
発
案
し
た
と
す
る
象
嵌
技
法
は
、
金
銀
玉
石
介
甲

の
類
を
用
い
て
花
鳥
文
様
を
象
り
、
木
地
に
嵌
め
込
む
と
い
う
一
連
の
作
業
を

さ
す
。ま
た
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
二
代
易
政
の
煙
草
入
に
、

金
銀
象
嵌
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る）

19
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。

　

少
な
く
と
も
、
初
代
易
政
お
よ
び
一
派
の
手
に
よ
る
芝
山
象
嵌
作
品
は
、
二

種
類
以
上
の
素
材
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
素
材
や
意
匠
ご
と
に
複
数
の
象
嵌
技

術
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
、
器
胎
に
木
地
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
蒔

絵
を
併
用
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
一
連
の
技
法
に
基
づ
く
と
仮
定

で
き
る
。

　

以
上
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
系
譜
、
技
法
例
に
つ
い
て
紹
介

し
た
。
ほ
か
に
も
細
か
な
技
法
が
あ
り
、
し
か
る
べ
き
製
作
工
程
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
本
論
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
、
技
法
研
究
・
製
作
工
程

の
詳
述
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い）

20
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第
二
章　

大
阪
市
立
美
術
館
蔵
品
を
中
心
と
す
る
芝
山
象
嵌
作
品

　

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
初
代
芝
山
易
政
お
よ
び
一
派
の
作
品
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
本
稿
の
副
題
に
、
館
蔵
品
を
中
心
と
す
る
と
し
た
の

は
、
調
査
し
た
作
品
の
多
く
は
当
館
の
所
蔵
で
あ
り
、
Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏

（
一
八
八
八

－

一
九
六
四
）
の
旧
蔵
品
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
館
の
漆
工

品
の
ほ
と
ん
ど
は
、
カ
ザ
ー
ル
氏
の
蒐
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
も
よ

く
、
江
戸
か
ら
明
治
・
大
正
に
か
け
て
の
多
岐
に
わ
た
る
貴
重
な
作
例
を
含
ん

で
い
る
。

　

こ
れ
と
同
様
に
海
外
の
コ
レ
ク
タ
ー
が
蒐
集
し
た
も
の
で
、
現
在
は
東
京
国

立
博
物
館
所
蔵
の
作
例
を
取
り
上
げ
た
。
米
国
・
ボ
ス
ト
ン
在
住
の
実
業
家
ク

イ
ン
シ
ー
・
Ａ
・
シ
ョ
ー
氏
（
一
八
二
五

－

一
九
〇
八
）
の
旧
蔵
品
で
あ
り
、

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
東
京
帝
室
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
漆
工
品
の
一

つ
で
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
質
の
高
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
知
ら
れ
て
お
り
、
し
ば

し
ば
展
示
に
登
場
す
る
。

　

た
だ
し
今
回
は
、
特
定
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
限
定
し
す
ぎ
る
と
分
析
や
考
察

に
偏
り
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
、
館
内
外
で
確
認
さ
れ
た
、
芝
山
在

銘
で
な
い
も
の
の
芝
山
象
嵌
の
技
法
に
よ
る
と
称
さ
れ
る
作
品
も
取
り
上
げ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
あ
と
で
作
品
を
分
類
比
較
す
る
際
、
初
代
芝
山
易
政
の
活
躍

時
期
以
降
に
製
作
さ
れ
た
も
の
が
当
然
含
ま
れ
う
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

ま
た
単
に
芝
山
在
銘
品
で
あ
る
と
か
芝
山
象
嵌
技
法
に
よ
る
作
品
と
称
さ
れ

る
も
の
の
み
な
ら
ず
、前
に
触
れ
た
柴
山
作
の
在
銘
品
も
含
め
分
類
比
較
す
る
。

と
い
う
の
も
、
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
印
籠
の
一
つ
に
柴
山
作
在
銘
の
も
の
が
存

し
て
い
る
。芝
山
在
銘
以
外
の
作
品
も
比
較
対
象
に
含
め
て
考
え
直
す
こ
と
で
、
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そ
の
相
違
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
た
。
た
だ
し
前
述

し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
初
代
芝
山
易
政
に
関
連
し
た
作
品
に
限
定
す
る

こ
と
に
あ
り
、
そ
の
選
択
に
は
特
に
そ
の
伝
来
・
来
歴
に
こ
だ
わ
っ
た
。

　

具
体
的
に
述
べ
る
と
、
第
一
に
、
尾
張
徳
川
家
に
伝
来
し
た
作
例
を
取
り
上

げ
る
。
徳
川
美
術
館
に
は
三
十
四
点
の
印
籠
が
現
存
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明

治
以
降
の
海
外
流
出
後
の
残
数
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
さ
ら
に
多
く
の
数
が

所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
来
歴
の
典
拠
と
な
る
の
は「
御
印
籠
附）

21
（

」で
、

幕
末
の
尾
張
徳
川
家
の
印
籠
蒐
集
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
番
よ
り
六
十

七
番
ま
で
合
計
六
十
七
点
の
印
籠
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
意
匠
や
画
題
が
明
確

に
示
さ
れ
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
印
籠
を
識
別
す
る
た
め

の
記
録
な
の
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
技
法
で
あ
る
と
か
、
作
者
・
銘
な
ど
の

副
次
的
情
報
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。

　

第
二
に
、
國
學
院
大
學
所
蔵
品
の
中
か
ら
芝
山
在
銘
品
を
取
り
上
げ
た
。
國

學
院
大
學
は
、
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
（
一
八
一
二

－
一
八
八
六
）
を
初
代
総
裁

と
す
る
皇
典
講
究
所
に
端
を
発
す
る
学
校
法
人
で
あ
る
。
現
在
、
学
内
の
博
物

館
に
お
い
て
有
栖
川
宮
家
旧
蔵
資
料
を
収
蔵
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
寛
永
二
年

（
一
六
二
五
）
の
宮
家
創
設
か
ら
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
断
絶
ま
で
に
、

有
栖
川
宮
家
が
入
手
し
た
当
初
よ
り
長
く
同
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。

有
栖
川
宮
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
、
作
品
を
お
さ
め

る
桐
箱
蓋
裏
に
来
歴
に
関
す
る
墨
書
が
あ
る
。
購
入
の
年
月
や
経
緯
は
も
と
よ

り
、
購
入
者
や
所
用
者
ま
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
大
阪
市
立
美
術
館
蔵
品
に
限
っ
た
こ
と
で
な
い
が
、
確
た
る
伝
来
・

来
歴
は
判
然
と
し
な
い
が
、
同
技
法
を
駆
使
し
た
と
み
ら
れ
る
在
銘
・
無
銘
作

品
も
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
。
こ
こ
で
よ
り
厳
密
な
考
察
を
行
う
に
は
、
研

究
対
象
を
同
種
の
器
形
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
同
じ
用
途

を
有
す
る
器
種
に
絞
り
分
類
比
較
を
試
み
た
。
そ
の
中
で
も
江
戸
時
代
に
お
け

る
装
身
具
の
代
表
で
あ
り
、
一
般
の
需
要
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
印
籠
を
取
り

上
げ
る
。
つ
ま
り
印
籠
は
母
体
数
が
大
き
く
、
そ
れ
に
比
例
し
て
在
銘
品
の
数

も
多
い
。
勿
論
、
印
籠
の
銘
は
後
補
な
ど
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
分
類

上
の
手
が
か
り
に
な
る
。

　

表
１
に
は
、
こ
う
し
た
伝
来
の
明
確
な
作
品
も
し
く
は
来
歴
の
裏
付
け
が
と

れ
る
作
例
を
最
初
に
取
り
上
げ
、
次
に
便
宜
上
概
ね
在
銘
、
無
銘
の
順
に
計
十

一
件
の
名
称
・
作
者
銘
・
所
蔵
・
来
歴
を
掲
載
し
た
。
蒔
絵
師
の
銘
が
あ
る
も

の
は
括
弧
（　

）
内
に
記
し
た
。
ま
た
作
品
の
来
歴
欄
に
は
、
前
述
の
よ
う
な

伝
来
を
示
す
資
料
や
外
箱
な
ど
の
記
載
情
報
を
略
記
し
た
。
さ
ら
に
こ
こ
に
あ

げ
た
も
の
の
う
ち
、
所
蔵
先
に
お
け
る
作
品
名
称
を
、
作
品
情
報
中
に
明
記
し

た
。

　

次
に
、
表
１
の
順
に
各
作
品
の
形
状
や
技
法
な
ど
に
つ
い
て
詳
述
し
、
さ
ら

に
作
者
や
来
歴
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。
そ
の
凡
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

凡
例

◇ 

作
品
情
報
は
、
表
１
№
、
名
称
、
員
数
、
所
蔵
者
、
法
量（
単
位 

㎝
）、
時
代
・
世
紀
、
作
者
・

銘
の
順
に
記
し
た
。
ま
た
寄
贈
者
、
所
蔵
先
に
お
け
る
登
録
番
号
や
名
称
の
わ
か
る
も
の
は
末

尾
に
記
し
た
。

◇
銘
や
引
用
史
料
の
／
は
改
行
を
表
す
。

◇
冒
頭
の
作
品
番
号
と
図
版
番
号
は
一
致
す
る
。

◇
作
品
記
述
は
概
ね
、
形
状
、
塗
り
、
文
様
、
加
飾
技
法
、
内
容
品
・
附
属
品
の
順
と
し
た
。

◇ 
金
・
銀
な
ど
の
金
属
名
称
、
象
嵌
物
の
名
称
は
、
看
取
さ
れ
る
色
味
を
表
現
し
た
も
の
で
、
分

析
検
査
に
よ
っ
て
判
明
す
る
実
際
の
種
類
・
成
分
と
は
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

◇
本
稿
で
の
「
短
冊
形
」「
巻
軸
形
」
な
ど
の
銘
の
形
状
に
つ
い
て
は
四
章
で
詳
述
し
た
。
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１
象
牙
地
松
鴛
鴦
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

愛
知
・
徳
川
美
術
館

 

【
図
１

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
九
・
二　

横
四
・
三　

厚
二
・
六

　
　
　

江
戸
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
巻
軸
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
作
」

　
　
　

所
蔵
先
作
品
名
称　

松
鴛
鴦
蒔
絵
印
籠　

銘　

芝
山
作

　

江
戸
形
四
段
の
印
籠
。
象
牙
の
地
に
、
松
を
背
景
と
し
て
菊
花
と
水
辺
に
遊

ぶ
鴛
鴦
と
を
蒔
絵
と
象
嵌
と
で
表
す
。

　

松
と
水
辺
の
土
坡
と
を
高
蒔
絵
し
、
そ
の
上
か
ら
大
き
さ
の
異
な
る
蒔
絵
粉

を
蒔
き
暈
し
て
濃
淡
を
つ
け
る
。
霞
と
土
坡
に
蒔
絵
の
上
か
ら
方
形
を
お
び
た

金
切
金
を
置
く
。
水
面
に
金
と
青
金
の
研
出
蒔
絵
を
ほ
ど
こ
し
、
波
紋
を
金
の

付
描
で
表
す
。

　

菊
の
枝
葉
を
緑
の
色
漆
で
描
い
た
あ
と
薄
肉
高
蒔
絵
と
付
描
し
て
い
る
。
八

重
咲
の
菊
花
に
白
蝶
貝
の
白
く
み
え
る
部
位
と
黄
色
く
み
え
る
部
位
と
を
配
す

る
。
こ
の
菊
花
の
一
つ
が
嵌
装
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
剥
落
面
に
、
赤
系
顔

料
を
確
認
で
き
る
た
め
、
一
部
の
菊
花
に
伏
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
八
重
咲
菊
の
花
芯
に
色
味
の
異
な
る
貝
片
、
あ
る
い
は
球
状
の
金
を

嵌
め
込
む
。
比
較
的
小
振
り
の
菊
花
に
珊
瑚
を
用
い
て
、
花
弁
と
花
芯
と
を
線

刻
す
る
。

表
１№

 

名
称

 

作
者
銘

 

所
蔵

 

来
歴

１

象
牙
地
松
鴛
鴦
蒔
絵
象
嵌
印
籠

芝
山
作

愛
知
・
徳
川
美
術
館

「
御
印
籠
附
」

２

象
牙
地
林
和
靖
蒔
絵
象
嵌
印
籠

柴
山
作

愛
知
・
徳
川
美
術
館

「
御
印
籠
附
」

３

象
牙
地
松
牡
丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠

無
銘

愛
知
・
徳
川
美
術
館

「
御
印
籠
附
」

４

金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠

芝
山

東
京
・
國
學
院
大
學

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

５

金
溜
地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠

芝
山
作
（
可
夾
斎
）

大
阪
市
立
美
術
館

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

６

黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔
絵
象
嵌
印
籠

芝
山

大
阪
市
立
美
術
館

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

７

金
溜
地
琴
高
鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠

芝
山
（
松
花
斎
）

大
阪
市
立
美
術
館

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

８

金
溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵
象
嵌
印
籠

芝
山

大
阪
市
立
美
術
館

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

９

青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印
籠

芝
山
作

東
京
国
立
博
物
館

ク
イ
ン
シ
ー
・
Ａ
・
シ
ョ
ー
氏
旧
蔵

10

象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺
鴒
象
嵌
印
籠

芝
山

大
阪
市
立
美
術
館

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

11

象
牙
地
柘
榴
鶺
鴒
梅
鷹
象
嵌
印
籠

芝
山

大
阪
市
立
美
術
館

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

 
 

＊
来
歴
欄
資
料

 
 

　

№
１

－

３
「
御
印
籠
附
」・
註
21
参
照

 
 

　

№
４　

 

桐
箱
蓋
裏
墨
書
・
註
22
参
照
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印
籠
の
表
と
裏
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
対
の
鴛
鴦
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
雌

の
胴
体
に
白
蝶
貝
、
嘴
と
脚
に
珊
瑚
、
眼
に
珠
状
の
黒
系
異
物
を
嵌
め
て
い
る
。

雌
固
有
の
斑
紋
を
胸
か
ら
腹
部
に
か
け
て
彫
り
表
す
ほ
か
、
後
頭
へ
向
か
っ
て

の
び
る
ア
イ
リ
ン
グ
を
刻
ん
で
い
る
。
一
方
雄
の
胴
体
に
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、

そ
し
て
鼈
甲
と
思
わ
れ
る
茶
系
の
異
物
を
寄
せ
集
め
て
寄
貝
と
す
る
。
寄
貝
技

法
を
用
い
る
こ
と
で
、
雄
特
有
の
冠
羽
や
銀
杏
羽
の
表
情
の
違
い
を
巧
み
に
表

す
。
嘴
と
脚
と
は
雌
と
同
様
に
珊
瑚
を
用
い
て
い
る
。
表
側
の
雄
の
眼
に
球
状

の
黒
系
異
物
、
裏
側
の
雄
の
眼
に
球
状
の
貝
片
を
確
認
で
き
る
。
水
面
に
頭
を

の
ぞ
か
せ
る
岩
に
孔
雀
石
を
用
い
て
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

　

象
嵌
技
法
は
、
雄
の
胴
体
を
除
け
ば
、
総
じ
て
平
模
様
を
駆
使
し
て
い
る
。

底
裏
に
巻
軸
（
巻
子
）
を
意
匠
化
し
た
よ
う
な
形
の
白
蝶
貝
に
線
刻
し
て
「
芝

山
作
」
と
あ
る
。
銘
の
四
方
に
は
幾
何
学
模
様
を
線
刻
し
た
縁
取
り
が
あ
る
。

　

印
籠
は
黒
柿
地
燕
波
饅
頭
根
付
、
瑪
瑙
緒
締
玉
、
紫
印
籠
紐
が
添
い
、「
象

牙
松
鴛
鴦
青
貝
高
蒔
絵
印
籠
」
と
墨
書
し
た
袋
に
収
納
さ
れ
る
。
袋
に
は
「
印

籠　

二
部　

第
五
號
」
の
小
札
が
付
さ
れ
る
。

　
「
御
印
籠
附
」
に
「
拾
八
番　

花
鴛
鴦
」
と
あ
る
。
鴛
鴦
を
意
匠
と
し
た
印

籠
は
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
当
該
の
作
例
と
判
断
で
き
る
。

２
象
牙
地
林
和
靖
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

愛
知
・
徳
川
美
術
館

 

【
図
２

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
九
・
〇　

横
四
・
八　

厚
二
・
四

　
　
　

江
戸
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
巻
軸
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
柴
山
作
」

　
　
　

所
蔵
先
作
品
名
称　

林
和
靖
蒔
絵
印
籠　

銘　

柴
山
作

　

江
戸
形
三
段
の
印
籠
。
象
牙
の
地
に
、
庭
の
梅
木
を
背
に
し
て
、
鶴
を
愛
で

る
林
和
靖
と
唐
子
を
、
蒔
絵
と
象
嵌
と
で
描
い
て
い
る
。

　

蓋
鬘
の
雲
、
木
の
幹
や
枝
、
土
坡
を
中
心
に
高
蒔
絵
し
、
大
き
さ
の
異
な
る

蒔
絵
粉
を
蒔
き
暈
す
。
ま
た
雲
や
土
坡
の
一
部
に
方
形
や
長
方
形
の
切
金
を
ほ

ど
こ
す
。
鶴
の
胴
体
に
白
蝶
貝
、
頭
頂
に
珊
瑚
、
脚
や
尾
羽
に
鼈
甲
を
象
嵌
し

て
い
る
。
眼
に
半
透
明
か
つ
黒
み
が
か
っ
た
濃
茶
系
の
異
物
を
確
認
で
き
る
た

め
、
鼈
甲
の
斑
部
分
を
球
状
に
加
工
し
て
嵌
装
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
紅
梅

に
珊
瑚
、
白
梅
に
白
蝶
貝
を
用
い
て
お
り
、
一
部
の
花
芯
に
金
で
あ
る
と
か
、

孔
雀
石
と
思
わ
れ
る
緑
系
異
物
を
嵌
め
込
む
。
花
弁
中
央
か
ら
同
心
円
状
に
広

が
る
雄
蕊
に
毛
彫
り
す
る
。
林
和
靖
の
顔
と
手
の
み
、
白
蝶
貝
を
嵌
め
込
ん
で

お
り
、
眼
に
黒
系
異
物
を
象
嵌
し
て
い
る
。
ま
た
口
元
に
朱
漆
を
塗
布
す
る
。

一
方
唐
子
の
顔
と
手
の
み
、
銀
に
彫
刻
し
て
嵌
装
す
る
。
象
嵌
技
法
は
鶴
に
寄

貝
、
人
物
や
梅
に
平
模
様
を
駆
使
し
て
い
る
。

　

底
裏
に
巻
軸
を
模
し
た
よ
う
な
形
に
線
刻
し
て
「
柴
山
作
」
と
あ
る
。
今
回

の
調
査
に
お
い
て
「
柴
山
」
在
銘
品
は
、
こ
の
一
点
を
除
い
て
ほ
か
に
確
認
で

き
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
№
１
の
銘
に
み
る
幾
何
学
模
様
の
縁
取
り
は
な
い
。

ま
た
文
字
の
線
刻
は
浅
く
、
ト
メ
・
ハ
ネ
の
意
識
は
弱
い
。
そ
の
特
徴
は
柴
と

作
の
二
字
に
よ
く
み
ら
れ
る
。

　

印
籠
は
象
牙
地
獅
子
牡
丹
柳
左
根
付
、金
水
晶
緒
締
玉
、紫
印
籠
紐
が
添
い
、

「
象
牙
林
和
靖
青
貝
高
蒔
絵
印
籠
」と
墨
書
し
た
袋
に
収
納
さ
れ
る
。袋
に
は「
印

籠　

二
部　

第
九
號
」
の
小
札
が
付
さ
れ
る
。

　
「
御
印
籠
附
」
に
「
四
番　

桜
鶴
寿
老
／
損
有
」
と
あ
る
が
、
印
籠
に
描
か

れ
て
い
る
丸
み
を
お
び
た
五
つ
花
弁
や
、
独
特
の
枝
ぶ
り
は
梅
の
特
徴
を
捉
え

て
い
る
。
ま
た
鶴
を
熱
心
に
見
つ
め
る
老
人
は
、
北
宋
の
詩
人
・
林
和
靖
を
想

起
さ
せ
る
。
花
木
、
鶴
、
叟
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
意
匠
の
記
録
は
、
ほ
か
に
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見
当
た
ら
な
い
た
め
、
こ
の
印
籠
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
記
録
中
に
あ

る
「
損
有
」
の
付
記
は
、
象
嵌
の
欠
損
を
さ
す
か
判
然
と
し
な
い
。

３
象
牙
地
松
牡
丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

愛
知
・
徳
川
美
術
館

 

【
図
３

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
九
・
〇　

横
四
・
七　

厚
二
・
一

　
　
　

江
戸
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

無
銘

　
　
　

所
蔵
先
作
品
名
称　

松
・
牡
丹
に
鳥
蒔
絵
印
籠

　

江
戸
形
三
段
の
印
籠
。
鞘
を
模
し
て
い
る
象
牙
の
地
に
、
唐
草
、
鳳
凰
を
蒔

絵
し
、
菊
花
を
象
嵌
す
る
。
金
溜
地
に
は
、
松
、
岩
、
下
草
な
ど
を
高
蒔
絵
、

小
鳥
、
牡
丹
の
花
や
蕾
を
象
嵌
し
て
い
る
。
ま
た
二
、
三
段
目
の
背
景
に
蒔
き

つ
け
る
金
粉
の
大
き
さ
、
密
度
に
変
化
を
つ
け
る
。
松
、
岩
、
土
坡
に
高
蒔
絵

し
、
方
形
の
金
切
金
を
置
く
ほ
か
、
松
の
実
、
洞
の
周
囲
に
金
付
描
し
て
ア
ク

セ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
牡
丹
の
枝
葉
に
金
、
青
金
で
高
蒔
絵
し
、
葉
脈
に
付
描

す
る
。
白
い
牡
丹
に
白
蝶
貝
、
赤
い
牡
丹
に
珊
瑚
を
用
い
て
平
模
様
と
し
て
お

り
、
雀
を
は
じ
め
と
す
る
小
鳥
の
頭
、
眼
、
嘴
、
風
切
羽
、
脚
な
ど
の
各
部
位

に
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
な
ど
を
交
え
て
寄
貝
と
し
て
い
る
。
線
刻

は
総
じ
て
陰
刻
で
あ
る
。

　

印
籠
に
は
象
牙
地
貝
形
彫
根
付
、
珊
瑚
緒
締
玉
、
紫
印
籠
紐
が
添
い
、「
印

籠　

三
部　

第
二
三
號
」
の
小
札
が
付
さ
れ
る
。

　
「
御
印
籠
附
」
に
「
拾
弐
番　

象
牙
唐
草
／
花
鳥
」
と
あ
り
、
当
該
の
も
の

と
わ
か
る
。

４
金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

東
京
・
國
學
院
大
學

 

【
図
４

－

１
〜
４
】

　
　
　

縦
九
・
〇　

横
五
・
三　

厚
二
・
〇

　
　
　

江
戸
時
代
・
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

　
　
　

短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」

　
　
　

所
蔵
先
作
品
名
称　

沃
懸
地
菊
蝶
図
螺
鈿
印
籠　

銘　

芝
山

　

小
判
形
四
段
の
印
籠
で
、
立
ち
上
が
り
を
梨
子
地
と
す
る
。
金
溜
地
に
、
菊

と
蝶
と
を
象
嵌
で
表
す
。
菊
花
に
白
蝶
貝
、
珊
瑚
を
、
一
部
の
花
芯
に
金
、
球

状
の
黒
系
異
物
を
、
そ
し
て
枝
葉
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
染
角
な
ど
を
交
え
て
平

模
様
と
し
て
い
る
。
ま
た
蝶
に
白
蝶
貝
を
用
い
て
平
模
様
と
す
る
。
線
刻
は
総

じ
て
陰
刻
で
あ
り
、
菊
の
花
弁
、
葉
脈
、
一
部
の
花
芯
、
蝶
の
羽
や
触
角
に
み

ら
れ
る
。

　

底
裏
に
短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」
と
あ
る
。
後
述
の
通
り
、
こ
の
印

籠
は
伝
来
に
よ
れ
ば
京
都
で
購
入
さ
れ
た
も
の
と
あ
る
か
ら
、
江
戸
だ
け
で
な

く
、
京
都
で
受
注
生
産
さ
れ
た
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ

し
今
の
と
こ
ろ
、
製
作
地
や
販
路
な
ど
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
今
後
の
課
題

と
し
て
調
査
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

表
１
の
来
歴
欄
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
印
籠
を
収
納
す
る
桐
箱
の
蓋
裏

に
「
文
久
二
壬
戌
年
四
月
／
輪
王
寺
宮
就　

御
上
洛
／
爲
御
土
産
被
進
」
と
墨

書
し
て
あ
る）

23
（

。
ま
た
蓋
表
の
貼
札
に
隠
れ
て
全
文
を
読
み
取
れ
な
い
が
、「
菊
」

「
芝
山
作
」
の
墨
書
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
印
籠
は
有
栖
川
宮
幟

仁
親
王
（
一
八
一
二

－

一
八
八
六
）
の
弟
宮
で
あ
る
慈
性
入
道
親
王
（
一
八
一

三

－

一
八
六
八
）
が
、
幕
末
に
仕
事
で
赴
い
た
京
都
で
土
産
と
し
て
購
入
し
、

兄
宮
に
進
呈
し
た
と
さ
れ
る）

24
（

。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
慈
性
入
道
親
王
は
輪
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王
寺
宮
門
跡
の
法
嗣
へ
転
じ
て
お
り
、
関
東
へ
下
っ
て
い
る
。
そ
の
の
ち
文
久

二
年
に
上
洛
し
て
お
り
、
第
二
三
〇
世
天
台
座
主
に
就
任
し
て
い
る）

25
（

。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
こ
の
印
籠
は
幕
末
期
の
有
栖
川
宮
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
製
作
下
限
年
は
遅
く
と
も
一
八
六
二
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

印
籠
は
菊
花
彫
漆
根
付
、
珊
瑚
緒
締
玉
、
紫
印
籠
紐
が
添
い
、
朱
布
に
包
ん

で
桐
箱
に
収
納
さ
れ
る
。

５
金
溜
地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

大
阪
市
立
美
術
館

 

【
図
５

－
１
〜
３
】

　
　
　

縦
九
・
五　

横
四
・
五　

厚
二
・
六　

　
　
　

江
戸
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
金
蒔
絵
銘
「
芝
山
作
」
／
金
蒔
絵
銘
「
可
夾
斎
」

　
　
　

登
録
番
号
Ｏ
Ｍ
〇
〇
四
七
一
七

　
　
　

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

　

江
戸
形
四
段
の
印
籠
で
、
立
ち
上
が
り
を
梨
子
地
と
す
る
。
金
溜
地
に
、
東

天
紅
、
紅
白
梅
、
桜
を
高
蒔
絵
と
象
嵌
と
で
表
す
。
背
景
の
金
粉
は
蓋
鬘
か
ら

四
段
目
に
か
け
て
蒔
き
暈
し
て
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
様
相
を
呈
す
る
。
蓋
鬘
の

雲
に
高
蒔
絵
を
ほ
ど
こ
し
て
、
方
形
の
金
銀
切
金
を
置
く
。
一
面
に
み
る
雄
鶏

の
鶏
冠
、
嘴
、
胴
体
、
尾
羽
に
、
そ
れ
ぞ
れ
色
漆
を
ほ
ど
こ
す
。
も
う
一
面
に

み
る
雌
鶏
と
雛
と
に
高
蒔
絵
、
雌
鶏
の
鶏
冠
に
朱
漆
を
用
い
る
。
総
じ
て
鶏
の

眼
に
黒
漆
を
ほ
ど
こ
す
。

　

ま
た
雄
鶏
の
足
元
に
み
る
鼓
と
根
古
志
形
の
架
台
に
金
高
蒔
絵
す
る
が
、
太

鼓
胴
の
み
青
金
を
蒔
い
て
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
地
面
は
金
粉
の
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
を
活
か
し
、
地
の
黒
蝋
色
塗
を
透
か
す
。
さ
ら
に
下
草
を
模
し
た
と

思
わ
れ
る
金
切
金
を
横
線
状
に
配
す
る
。
加
え
て
、
花
木
の
幹
や
枝
に
高
蒔
絵

し
、
葉
に
青
金
と
金
を
用
い
て
変
化
を
つ
け
る
。

　

梅
桜
の
花
弁
と
蕾
に
白
蝶
貝
と
珊
瑚
、
蕾
の
萼
に
緑
系
の
異
物
、
花
芯
に
金

を
平
模
様
と
す
る
。
線
刻
は
総
じ
て
陰
刻
で
あ
る
。

　

底
裏
に
金
蒔
絵
銘
「
芝
山
作
」「
可
夾
斎
」
と
あ
る
。
本
作
の
作
風
は
蒔
絵

を
主
役
に
し
て
お
り
、
象
嵌
を
脇
役
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
本
作
に
至
っ
て
は

銘
を
金
蒔
絵
で
統
一
す
る
。
芝
山
銘
を
蒔
絵
し
た
作
例
は
、
今
回
の
調
査
で
は

ほ
か
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。し
か
し
類
例
は
ま
だ
あ
る
は
ず
で
、

今
後
の
調
査
を
俟
ち
た
い
。

　

可
夾
斎
は
、
可
夾
斎
枩
山
と
号
し
、
通
称
を
白
井
枩
五
郎
と
い
う
。
幕
末
期

に
江
戸
を
中
心
に
活
躍
し
た
蒔
絵
師
と
さ
れ
る）

26
（

。

　

印
籠
に
水
晶
緒
締
玉
、
紫
印
籠
紐
が
添
う
。

６
黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

大
阪
市
立
美
術
館

 

【
図
６

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
〇　

横
五
・
四　

厚
二
・
〇

　
　
　

江
戸
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
二
重
入
角
短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」

　
　
　

登
録
番
号
Ｏ
Ｍ
〇
〇
四
八
七
一

　
　
　

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

　

常
形
三
段
の
印
籠
で
、
立
ち
上
が
り
を
梨
子
地
と
す
る
。
蓋
鬘
の
上
部
と
紐

通
に
金
溜
地
を
ほ
ど
こ
し
、
そ
れ
以
外
の
総
体
に
黒
蝋
色
塗
の
上
か
ら
淡
い
梨

子
地
粉
を
蒔
き
つ
け
る
。

　

水
辺
の
草
花
に
薄
肉
高
蒔
絵
、
水
流
に
研
出
蒔
絵
と
す
る
。
一
方
飛
蝗
、
蝶
、
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蜻
蛉
、
蛍
、
天
道
虫
な
ど
の
昆
虫
に
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
を
交
え

て
嵌
装
し
て
い
る
。
象
嵌
技
法
は
平
模
様
と
寄
貝
、
線
刻
は
陰
刻
と
す
る
。

　

底
裏
に
二
重
入
角
短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」
と
あ
る
。
ほ
か
に
も
類

例
は
ま
だ
あ
る
は
ず
で
、
継
続
調
査
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

印
籠
に
紫
印
籠
紐
が
添
う
。

７
金
溜
地
琴
高
鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

大
阪
市
立
美
術
館

 

【
図
７

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
四　

横
五
・
九　

厚
一
・
八

　
　
　

江
戸

－

明
治
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」
／
金
蒔
絵
銘
「
松
花
斎
」

　
　
　

登
録
番
号
Ｏ
Ｍ
〇
〇
四
八
八
五

　
　
　

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

　

小
判
形
四
段
の
印
籠
で
、
立
ち
上
が
り
を
梨
子
地
と
す
る
。
金
溜
地
に
、
琴

高
仙
人
と
鍾
離
権
と
を
お
も
に
高
蒔
絵
で
表
す
。
蓋
鬘
か
ら
一
段
目
に
か
か
る

雲
と
、
両
仙
人
の
背
景
に
広
が
る
波
に
赤
金
、
雲
間
の
空
に
青
金
を
用
い
て
、

金
蒔
絵
の
表
情
に
変
化
を
つ
け
る
。
波
の
う
ね
り
や
飛
沫
に
黄
み
が
か
っ
た
金

で
付
描
し
て
立
体
感
を
演
出
す
る
。
二
人
の
仙
人
の
顔
の
み
象
牙
で
平
模
様
と

し
て
お
り
、
琴
高
仙
人
の
眉
、
眼
、
髭
、
頭
に
い
た
だ
く
冠
帽
は
黒
漆
、
口
元

は
朱
漆
で
表
現
す
る
。
鍾
離
権
の
眼
、
冠
帽
、
剣
に
黒
漆
、
口
元
は
琴
高
仙
人

と
同
様
に
朱
漆
を
用
い
る
。
鯛
の
眼
に
ガ
ラ
ス
と
み
ら
れ
る
透
明
異
物
で
、
瞳

部
分
を
黒
く
伏
彩
色
し
て
嵌
装
す
る
。

　

底
裏
に
短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」、
金
蒔
絵
銘
「
松
花
斎
」
と
あ
る
。

松
花
斎
と
号
す
る
人
物
は
複
数
確
認
さ
れ
て
い
る）

27
（

。
生
没
年
は
定
か
で
な
い
が

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
動
し
た
蒔
絵
師
と
思
わ
れ
る
。

８
金
溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

大
阪
市
立
美
術
館

 

【
図
８

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
〇　

横
五
・
三　

厚
二
・
〇

　
　
　

江
戸

－

明
治
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
小
判
形
堆
朱
線
刻
銘
「
芝
山
」

　
　
　

登
録
番
号
Ｏ
Ｍ
〇
〇
四
八
七
〇

　
　
　

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

　

常
形
三
段
の
印
籠
で
、
立
ち
上
が
り
を
梨
子
地
と
す
る
。
金
溜
地
に
、
布
袋

と
唐
子
と
を
象
嵌
で
表
す
。
布
袋
や
唐
子
の
顔
や
手
を
中
心
に
象
牙
を
用
い
る

が
、
布
袋
の
足
に
は
白
蝶
貝
を
嵌
装
し
て
い
る
。
布
袋
や
唐
子
の
毛
髪
、
布
袋

の
髭
な
ど
は
、
象
牙
を
線
刻
し
て
で
き
た
溝
に
墨
を
拭
い
て
表
現
す
る
。
布
袋

や
唐
子
の
口
元
に
朱
漆
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
布
袋
の
携
え
る
袋
に
鼈
甲
、
身

に
ま
と
う
赤
い
衣
に
黄
・
黒
・
朱
な
ど
の
色
漆
を
層
状
に
塗
り
重
ね
た
堆
朱
と

し
、
唐
子
の
衣
の
一
部
に
同
様
の
堆
朱
、
表
衣
と
靴
に
黒
蝶
貝
を
嵌
装
す
る
。

袋
の
縫
い
目
で
あ
る
と
か
、衣
の
皺
や
模
様
な
ど
に
彫
刻
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。

布
袋
の
頭
上
や
足
元
に
み
る
楓
に
鼈
甲
、
染
角
、
白
蝶
貝
、
唐
子
の
頭
上
に
み

る
瓢
箪
に
白
蝶
貝
、
飾
り
紐
に
堆
朱
、
蝶
に
黒
蝶
貝
を
嵌
め
て
い
る
。
象
嵌
技

法
は
総
じ
て
平
模
様
、
線
刻
は
陰
刻
で
あ
る
。

　

底
裏
に
小
判
形
堆
朱
線
刻
銘「
芝
山
」と
あ
る
。
類
例
は
ま
だ
あ
る
は
ず
で
、

引
き
続
き
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

印
籠
に
紫
印
籠
紐
が
添
う
。
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９
青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

東
京
国
立
博
物
館

 

【
図
９

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
八　

横
五
・
八　

厚
二
・
〇

　
　
　

江
戸

－

明
治
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
巻
軸
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
作
」

　
　
　

列
品
番
号
Ｈ

－

三
一
一

　
　
　

画
像
番
号
Ｃ
〇
〇
五
九
七
一
〇
・
Ｃ
〇
〇
五
九
七
一
一
・

　
　
　
　
　
　
　

Ｎ
〇
一
九
二
三
四
一

　
　
　

所
蔵
先
作
品
名
称　

花
鳥
円
文
蒔
絵
螺
鈿
印
籠

　
　
　

ク
イ
ン
シ
ー
・
Ａ
・
シ
ョ
ー
氏
旧
蔵

　

常
形
四
段
の
印
籠
で
、
立
ち
上
が
り
を
梨
子
地
と
す
る
。
地
文
様
に
ア
ワ
ビ

の
薄
貝
を
規
則
的
に
敷
き
詰
め
て
、
網
代
編
み
を
模
す
。
円
文
は
印
籠
の
一
面

に
四
つ
、
も
う
一
面
に
三
つ
計
七
つ
配
し
て
お
り
、
金
高
蒔
絵
、
金
切
金
、
象

嵌
を
交
え
て
花
鳥
を
表
現
し
て
い
る
。
一
面
の
蓋
鬘
に
か
か
る
円
文
は
、
１
梅

の
花
弁
に
珊
瑚
、
花
芯
に
球
状
の
金
で
平
模
様
、
枝
に
高
蒔
絵
す
る
。
１
と
接

地
す
る
円
文
は
、
２
椿
の
花
と
葉
の
一
部
に
白
蝶
貝
、
染
角
、
鼈
甲
で
平
模
様
、

枝
と
一
部
の
葉
に
高
蒔
絵
、
小
鳥
に
白
蝶
貝
、
染
角
で
寄
貝
す
る
。

　

画
面
中
央
の
円
文
は
、
３
桐
花
に
白
蝶
貝
で
平
模
様
、
葉
に
金
、
青
金
で
高

蒔
絵
、
鳳
凰
の
頭
、
嘴
、
風
切
羽
、
脚
な
ど
の
各
部
位
に
白
蝶
貝
、
ア
ワ
ビ
貝
、

鼈
甲
、
堆
朱
を
交
え
て
寄
貝
と
し
、
尾
羽
に
金
、
青
金
で
高
蒔
絵
す
る
。
最
下

段
の
円
文
は
、
４
牡
丹
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
、
染
角
で
平
模
様
、
枝
と
一
部
の
葉

に
金
、
青
金
で
高
蒔
絵
、
小
鳥
に
染
角
な
ど
を
交
え
て
平
模
様
と
す
る
。

　

も
う
一
面
の
蓋
鬘
に
か
か
る
円
文
は
、
５
菖
蒲
に
白
蝶
貝
で
平
模
様
、
二
羽

の
燕
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
な
ど
を
交
え
て
寄
貝
す
る
。
中
央
の
円
文
は
、
松
に
金
、

青
金
で
高
蒔
絵
、
樹
皮
や
針
葉
に
付
描
、
鷹
に
白
蝶
貝
、
鼈
甲
な
ど
を
交
え
て

寄
貝
と
す
る
。
最
下
段
の
円
文
は
、
菊
花
に
白
蝶
貝
、
染
角
で
平
模
様
、
枝
葉

に
金
、
青
金
で
高
蒔
絵
、
小
鳥
に
鼈
甲
、
黒
蝶
貝
な
ど
を
交
え
て
寄
貝
と
す
る
。

ま
た
二
輪
の
菊
花
芯
は
薄
赤
系
の
色
相
を
呈
し
て
お
り
、
白
蝶
貝
に
伏
彩
色
し

て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
鳥
の
眼
は
す
べ
て
、
ガ
ラ
ス
と
思
わ
れ
る
透
明

異
物
に
、
瞳
部
分
を
黒
く
伏
彩
色
し
て
嵌
装
す
る
。

　

底
裏
に
巻
軸
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
作
」
と
あ
る
。

　

印
籠
は
菊
桐
蒔
絵
螺
鈿
箱
根
付
、
銅
製
鍍
銀
緒
締
玉
、
紫
印
籠
紐
が
添
う
。

10
象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺
鴒
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

大
阪
市
立
美
術
館

 

【
図
10

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
〇　

横
五
・
五　

厚
一
・
九

　
　
　

江
戸

－

明
治
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
小
判
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」

　
　
　

登
録
番
号
Ｏ
Ｍ
〇
〇
四
八
六
八

　
　
　

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

　

常
形
四
段
の
印
籠
。
象
牙
の
地
に
、
架
に
坐
す
鸚
鵡
と
長
春
の
枝
に
と
ま
る

鶺
鴒
と
を
象
嵌
で
表
す
。
一
面
に
は
、
鸚
鵡
の
頭
上
に
み
え
る
楓
に
白
蝶
貝
、

染
角
、
鼈
甲
を
、
架
と
飾
り
紐
な
ど
に
鼈
甲
、
白
蝶
貝
、
珊
瑚
な
ど
を
交
え
て

平
模
様
と
し
て
い
る
。
鸚
鵡
の
頭
頂
、
顔
、
嘴
、
腹
、
風
切
羽
、
尾
、
脚
な
ど

の
各
部
位
に
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
鼈
甲
、
珊
瑚
で
寄
貝
と
す
る
。

　

も
う
一
面
に
は
、
長
春
の
花
に
一
片
の
白
蝶
貝
、
蕾
と
枝
葉
に
染
角
と
鼈
甲

と
を
交
え
て
平
模
様
と
し
て
い
る
。
鶺
鴒
の
顔
、
嘴
、
腹
、
風
切
羽
、
尾
、
脚

な
ど
の
部
位
ご
と
に
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
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寄
貝
で
表
す
。
鸚
鵡
、
鶺
鴒
の
眼
に
、
球
状
か
つ
黒
系
金
属
物
を
象
嵌
す
る
。

線
刻
は
総
じ
て
陰
刻
で
あ
る
。

　

印
籠
に
象
牙
地
宝
尽
象
嵌
饅
頭
根
付
、
象
牙
地
宝
尽
象
嵌
緒
締
玉
、
紫
印
籠

紐
が
添
う
。

11
象
牙
地
柘
榴
鶺
鴒
梅
鷹
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

大
阪
市
立
美
術
館

 

【
図
11

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
〇　

横
五
・
五　

厚
一
・
九

　
　
　

江
戸

－

明
治
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
小
判
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」

　
　
　

登
録
番
号
Ｏ
Ｍ
〇
〇
四
八
六
九

　
　
　

Ｕ
・
Ａ
・
カ
ザ
ー
ル
氏
旧
蔵

　

常
形
四
段
の
印
籠
。
象
牙
の
地
に
、
柘
榴
の
枝
に
と
ま
る
鶺
鴒
と
、
梅
木
に

架
鷹
と
を
象
嵌
で
表
す
。
一
面
に
は
、
柘
榴
の
実
に
染
角
、
枝
葉
に
鼈
甲
、
染

角
、
黒
蝶
貝
を
交
え
て
平
模
様
と
す
る
。
鶺
鴒
の
頭
頂
、
嘴
、
顔
、
腹
、
背
、

脚
な
ど
の
各
部
位
に
白
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
寄
貝
で
表

す
。

　

も
う
一
面
に
は
、
架
に
と
ま
る
鷹
の
顔
、
嘴
、
風
切
羽
、
腹
部
、
脚
な
ど
の

部
位
ご
と
に
お
も
に
黒
蝶
貝
、
白
蝶
貝
を
組
み
合
わ
せ
て
寄
貝
で
表
す
。
架
に

鼈
甲
、
伏
彩
色
し
た
白
蝶
貝
を
、
紐
に
鼈
甲
、
珊
瑚
を
交
え
て
平
模
様
と
し
て

い
る
。
梅
の
枝
に
鼈
甲
、
花
と
蕾
に
白
蝶
貝
を
平
模
様
で
表
す
。
鶺
鴒
、
鷹
の

眼
に
、
球
状
か
つ
黒
系
金
属
物
を
象
嵌
す
る
。
線
刻
は
総
じ
て
陰
刻
と
す
る
。

　

底
裏
に
小
判
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
」
と
あ
る
。

　

印
籠
に
象
牙
地
打
出
小
槌
象
嵌
饅
頭
根
付
、
象
牙
地
宝
尽
象
嵌
緒
締
玉
、
紫

印
籠
紐
が
添
う
。

　

№
10
の
印
籠
と
同
形
同
サ
イ
ズ
で
あ
り
、
銘
も
共
通
す
る
。
作
風
や
作
者
に

つ
い
て
四
章
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
三
章　

基
準
作
例
に
つ
い
て

　

尾
張
徳
川
家
伝
来
や
有
栖
川
宮
家
伝
来
の
品
を
含
め
た
十
一
件
の
作
品
を
比

較
す
る
前
に
、こ
こ
で
は
初
期
芝
山
象
嵌
の
作
例
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る「
基

準
作
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
特
に
最
初
に
取
り
上
げ
る
作
例
は
、
Ⅰ

鉄
刀
木
地
紫
陽
花
模
様
象
嵌
印
籠
で
あ
り
、
ど
の
作
例
よ
り
も
初
代
芝
山
易
政

が
そ
の
製
作
に
関
与
し
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
印
籠
は
、
平
成
七
年
（
一
九

九
五
）
小
池
富
雄
氏
の
作
品
解
説
に
お
い
て
芝
山
易
政
の
作
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
、
色
ガ
ラ
ス
、
石
、
金
、
鼈
甲
と
い
う
高
価
な
素
材
を
用
い
た
、
象
嵌
技

法
で
花
を
描
い
た
中
で
は
最
高
の
作
と
紹
介
さ
れ
て
い
る）

28
（

。
こ
こ
で
は
作
品
の

技
法
や
素
材
に
つ
い
て
解
説
し
た
上
で
、
初
期
作
例
と
芝
山
易
政
と
の
関
連
性

に
つ
い
て
詳
述
し
た
い
。

Ⅰ
鉄
刀
木
地
紫
陽
花
模
様
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

愛
知
・
徳
川
美
術
館

 

【
口
絵
１

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
八　

横
五
・
〇　

厚
二
・
三

　
　
　

江
戸
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
角
切
短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
易
政
作
」

　
　
　

所
蔵
先
作
品
名
称　

紫
陽
花
蒔
絵
印
籠　

銘　

芝
山
易
政
作

　

常
形
三
段
の
印
籠
で
、
最
下
段
を
深
く
し
て
い
る
。
鉄
刀
木
の
地
に
、
紫
陽
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花
の
花
を
色
ガ
ラ
ス
と
金
、
枝
葉
を
孔
雀
石
、
鼈
甲
、
金
な
ど
を
交
え
て
表
す
。

　

丸
い
実
を
結
ぶ
真
花
に
、
球
や
楕
円
状
で
濃
淡
さ
ま
ざ
ま
の
青
い
ガ
ラ
ス
を

嵌
め
込
む
。
萼
（
装
飾
花
と
も
）
に
青
の
濃
淡
と
白
の
ガ
ラ
ス
を
用
い
て
、
そ

の
表
面
に
線
刻
と
窪
み
を
ほ
ど
こ
し
て
四
枚
の
萼
片
と
し
、
こ
れ
ら
の
十
文
字

状
の
萼
中
央
に
金
を
嵌
装
す
る
。
一
部
の
葉
に
孔
雀
石
を
用
い
て
濃
緑
の
葉
を

表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
陰
刻
と
陽
刻
を
駆
使
し
て
葉
脈
の
わ
ず
か
な
凸
凹
ま

で
も
描
写
す
る
。
さ
ら
に
一
部
の
葉
に
鼈
甲
を
用
い
て
、
葉
脈
を
線
刻
あ
る
い

は
金
泥
で
線
描
し
て
い
る
。
ま
た
一
部
の
葉
に
金
板
を
用
い
て
、
葉
脈
に
陰
刻

と
陽
刻
と
を
ほ
ど
こ
す
。
さ
ら
に
一
部
の
枝
と
葉
と
を
下
地
で
嵩
あ
げ
し
て
、

金
の
薄
板
を
貼
り
付
け
て
い
る
。

　

底
裏
に
「
芝
山
易
政
作
」
の
銘
が
あ
り
、
芝
山
象
嵌
の
創
始
者
、
芝
山
易
政

の
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

印
籠
は
象
牙
地
鳳
凰
鏡
蓋
根
付
、
瑪
瑙
緒
締
玉
、
紫
印
籠
紐
が
添
い
、「
鉄

刀
木
紫
陽
花
蒔
絵
印
籠
」
と
墨
書
し
た
袋
に
収
納
さ
れ
る
。
袋
に
は
「
印
籠　

二
部　

第
一
號
」
の
小
札
が
付
さ
れ
る
。

　
「
御
印
籠
附
」
に
「
三
拾
番　

紫
陽
花
」
と
あ
る
。
紫
陽
花
を
意
匠
と
す
る

印
籠
は
、
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
当
該
の
も
の
と
わ
か
る
。
尾
州
に
の

ぼ
っ
た
印
籠
と
下
屋
敷
の
「
戸
山
屋
敷
」（
現
新
宿
区
）
に
置
か
れ
た
印
籠
と

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
注
記
が
み
え
る
た
め
、
反
対
に
、
こ
の
作
品
を
含
め
注
記
の

な
い
印
籠
は
上
屋
敷
の
市
ヶ
谷
邸
に
置
か
れ
、
藩
主
の
日
常
の
具
と
し
て
供
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

29
（

。

　

次
に
芝
山
易
政
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
幕
末
期
の
尾
張
徳
川
家

の
印
籠
収
蔵
数
を
示
す
「
御
印
籠
附
」
の
中
で
、
紫
陽
花
を
意
匠
化
し
て
い
る

印
籠
は
一
点
の
み
で
あ
り
、
印
籠
底
裏
に
は
芝
山
易
政
の
銘
を
存
す
る
が
、
初

代
芝
山
易
政
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
没
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ

る
と
、
こ
の
印
籠
は
ほ
ぼ
十
九
世
紀
前
半
の
製
作
と
な
り
、
そ
の
下
限
年
を
一

八
三
六
年
と
仮
定
で
き
る
。
印
籠
底
裏
の
在
銘
に
芝
山
易
政
と
線
刻
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
少
な
く
と
も
初
期
芝
山
象
嵌
の
作
例
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

　

し
か
し
初
代
易
政
の
作
と
す
る
に
は
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
作
者
か
ら
話
を
聞
き
取
っ
た
『
東
京
名
工
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
初
代
易
政

の
没
年
か
ら
慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）
の
あ
い
だ
に
、
初
代
の
妻
の
甥
子
が
二

代
と
な
り
、
続
い
て
二
代
の
子
が
三
代（
眞
凌
斎
）易
政
と
な
り
安
政
年
間（
一

八
五
四

－

一
八
六
〇
）
に
家
業
を
相
続
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
八
三
六
年
か
ら

一
八
五
四
年
ま
で
の
十
八
年
の
あ
い
だ
に
、
三
人
の
芝
山
易
政
が
在
世
し
て
お

り
、
こ
の
芝
山
易
政
銘
を
し
て
初
代
作
と
断
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
残
念
な

が
ら
易
政
が
印
籠
を
製
作
し
た
際
、
注
文
主
で
あ
る
と
か
納
期
な
ど
を
記
録
し

た
目
録
な
ど
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
印
籠
の
在
銘
が
特
定
の
易
政
一

人
を
さ
す
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
棟
梁
で
あ
る
芝
山
易
政
が
何
ら
か
の

形
で
関
与
し
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
印
籠
は
こ
れ
ま
で
も
芝
山
象
嵌
作
品
の
最
上
の
作
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

き
た
が）

30
（

、
そ
の
伝
来
や
希
少
な
異
素
材
を
組
み
合
わ
せ
た
加
飾
を
中
心
に
注
目

さ
れ
、
象
嵌
技
法
や
細
部
表
現
に
お
い
て
ほ
か
の
作
例
と
比
較
す
る
実
際
の
標

準
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
趣
の
印
籠
で
、
原
羊
遊
斎
（
一
七
六
九

－

一
八
四

五
）在
銘
の
も
の
が
永
青
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る）

31
（

。《
紫
陽
花
象
嵌
蒔
絵
印
籠
》

と
称
す
る
常
形
四
段
の
印
籠
で
あ
り
、
細
川
家
に
伝
来
し
た
。
紫
陽
花
の
構
図

は
Ⅰ
に
非
常
に
近
似
し
て
い
る
。
蒔
絵
師
と
し
て
活
躍
し
た
原
羊
遊
斎
と
、
象

嵌
を
生
業
と
す
る
芝
山
易
政
と
を
関
係
づ
け
る
に
足
る
だ
け
の
資
料
は
今
の
と

こ
ろ
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
も
反
れ
る
た
め
、
こ
の
二
件
の

関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
触
れ
な

い
が
、
二
件
の
中
で
こ
の
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
作
例
は
最
も
構
図
的
に
整
っ
て
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お
り
、
か
つ
技
術
的
に
高
度
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
印
籠
は
、
そ
の
意

味
か
ら
こ
れ
ま
で
最
上
の
作
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
芝

山
易
政
作
の
初
期
代
表
例
と
し
て
位
置
づ
け
、
次
章
に
お
い
て
実
質
的
な
基
準

と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
芝
山
易
政
作
と
知
れ
る
初
期
作
例
の
基
準
作
は
論

文
に
掲
載
・
考
察
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
筆
者
は
何
と
か
芝
山
銘
と
初
期
作
例

と
を
結
び
つ
け
る
資
料
を
探
し
た
い
と
思
い
、
国
内
外
の
工
芸
を
専
門
と
す
る

博
物
館
・
美
術
館
の
図
録
を
探
っ
た
。
在
外
博
物
館
に
み
る
日
本
の
装
身
具
に

関
す
る
図
録）

32
（

を
探
索
し
た
と
こ
ろ
、Ⅰ
と
同
形
の
も
の
で
あ
り
、「
芝
山
易
政
作
」

銘
で
象
嵌
を
ほ
ど
こ
し
た
印
籠
が
一
件
見
つ
か
っ
た
。

Ⅱ
木
地
桃
芭
蕉
扇
象
嵌
印
籠　
　

一
合　
　

ド
イ
ツ
・
ラ
ッ
カ
ー
芸
術
博
物
館）

33
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【
図
２

－

１
〜
３
】

　
　
　

縦
八
・
四　

横
五
・
二　

厚
二
・
五

　
　
　

江
戸
時
代
・
十
九
世
紀

　
　
　

底
裏
角
切
短
冊
形
白
蝶
貝
線
刻
銘
「
芝
山
易
政
作
」

　

こ
の
印
籠
は
ラ
ッ
カ
ー
芸
術
博
物
館
（M

useum
 für Lackkunst in 

M
ünster

）
の
収
蔵
品
で
あ
る
。
同
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
に
貢
献
し
た

D
r. H
erberts

の
旧
蔵
品
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。筆
者
未
見
に
つ
き
、

作
品
の
概
要
を
述
べ
る
。

　

常
形
四
段
の
印
籠
。
地
の
材
質
は
木
製
で
、
濃
褐
色
の
地
、
淡
黄
色
を
し
た

縞
模
様
の
木
目
、
し
ぼ
に
似
た
波
状
の
皺
な
ど
か
ら
鉄
刀
木
と
推
察
さ
れ
る
。

鉄
刀
木
は
濃
色
、
縞
模
様
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
細
か
な
し
ぼ
を
有
す

る
杢
目
が
独
特
な
た
め
、
紋
理
材
と
も
称
す
る
。

　

嵌
装
部
分
の
素
材
は
細
か
い
た
め
判
然
と
し
な
い
が
、
一
面
は
台
に
堆
朱
、

桃
花
に
貝
片
、
枝
葉
に
鼈
甲
、
石
を
用
い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
も
う
一
面
は

桃
の
花
枝
に
貝
片
、
鼈
甲
、
扇
に
堆
朱
、
貝
片
、
鼈
甲
を
嵌
装
し
、
か
つ
扇
に

梨
子
地
を
蒔
き
つ
け
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
底
裏
に
は
角
切
短
冊
形
の
材
に
線

刻
銘
「
芝
山
易
政
作
」
と
あ
る
。
こ
の
銘
部
分
の
材
質
は
白
い
光
沢
を
放
つ
真

珠
層
の
特
長
を
そ
な
え
て
い
る
た
め
、
白
蝶
貝
と
看
取
で
き
る
。
銘
の
形
状
や

銘
の
書
き
ぶ
り
は
Ⅰ
に
共
通
す
る
。

　

印
籠
は
堆
朱
人
物
根
付
、
緑
印
籠
紐
が
添
う
。

　

お
も
な
意
匠
は
、
桃
と
鐘
離
権
を
暗
示
す
る
芭
蕉
扇
で
あ
る）

34
（

。
試
み
に
「
御

印
籠
附
」に
あ
た
っ
た
が
、
桃
と
扇
と
を
意
匠
と
す
る
印
籠
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
今
の
と
こ
ろ
遺
物
帳
な
ど
の
記
録
に
そ
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。し
か
し
形
や
段
数
は
Ⅰ
鉄
刀
木
地
紫
陽
花
模
様
象
嵌
印
籠
と
同
じ
で
あ
り
、

サ
イ
ズ
は
数
ミ
リ
の
誤
差
を
除
け
ば
同
寸
と
い
え
る
。
さ
ら
に
Ⅰ
と
Ⅱ
は
木
目

を
活
か
し
た
木
地
に
象
嵌
を
主
体
と
す
る
作
風
で
あ
り
、
作
者
銘
お
よ
び
銘
の

形
状
も
類
似
す
る
。

　

部
分
的
な
所
見
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、
江
戸
時
代
後
期
・
十
九
世
紀
に
芝
山

易
政
作
の
初
期
作
例
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
第
一
次
資
料
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。
と
も
か
く
こ
の
印
籠
の
存
在
は
「
芝
山
易
政
」
と
「
初
期
作

例
」
の
一
つ
の
姿
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
芝
山
と
現
存
す
る
芝
山
象
嵌

印
籠
と
を
結
び
つ
け
る
資
料
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
。

　

勿
論
、
こ
の
印
籠
が
初
代
芝
山
易
政
の
作
で
あ
る
と
か
、
Ⅰ
鉄
刀
木
地
紫
陽

花
模
様
象
嵌
印
籠
の
ツ
レ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
な
芝

山
易
政
と
初
期
芝
山
象
嵌
作
品
の
一
つ
の
姿
を
結
び
つ
け
る
作
例
が
極
め
て
少

な
い
状
況
か
ら
は
、
一
歩
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
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つ
ま
り
、
作
品
を
分
類
比
較
し
て
作
者
の
比
定
へ
と
結
論
づ
け
て
い
く
過
程

の
中
で
、
こ
の
印
籠
の
存
在
が
重
要
な
前
提
と
な
る
。

　

今
後
同
館
へ
の
作
品
調
査
は
数
年
以
内
に
行
う
予
定
で
あ
り
、
こ
の
印
籠
に

関
す
る
研
究
結
果
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

　

な
お
、
芝
山
易
政
作
と
い
わ
れ
る
鉄
刀
木
地
象
嵌
印
籠
は
、
現
在
こ
の
ほ
か

に
一
件
知
ら
れ
て
い
る）

35
（

。
し
か
し
直
ち
に
初
代
易
政
と
の
関
係
を
辿
れ
る
も
の

で
な
く
、
使
用
し
て
い
る
素
材
や
技
法
表
現
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

三
件
の
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細

に
触
れ
な
い
が
、
三
件
の
中
で
は
Ⅰ
の
作
例
が
最
も
豪
華
、
か
つ
平
模
様
に
よ

る
象
嵌
で
初
発
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
こ
れ
ま
で
象
嵌

技
法
に
よ
る
意
匠
表
現
の
中
で
一
級
資
料
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
木
地
象
嵌
印
籠
を
芝
山
易
政
作
と
す
る
史
料
的
裏
付
け
を
得
た
本
稿
に
お
い

て
も
、
こ
の
Ⅰ
の
作
品
を
そ
の
代
表
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

第
四
章　

作
品
の
分
類
と
製
作
年
代
お
よ
び
作
者

　

二
章
と
三
章
で
詳
述
し
た
印
籠
を
分
類
比
較
し
、
そ
の
製
作
年
代
や
作
者
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
製
作
年
代
の
基
準
と
な
る
の
が
前
章

ま
で
に
取
り
上
げ
た
、
伝
来
の
記
録
と
意
匠
に
よ
っ
て
概
ね
製
作
下
限
年
が
明

確
な
№
１

－

４
の
作
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
芝
山
一
派
の
作
と
し
て
そ
の
基
準
と

な
る
の
が
、
三
章
で
取
り
上
げ
た
Ⅰ
鉄
刀
木
地
紫
陽
花
模
様
象
嵌
印
籠
と
Ⅱ
な

ど
の
一
連
の
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ⅱ
木
地
桃
芭
蕉
扇
象
嵌
印
籠
の
材

質
や
技
法
は
現
段
階
で
確
証
を
得
な
い
た
め
、
看
取
可
能
な
意
匠
・
銘
の
形

状
・
嵌
装
し
て
あ
る
表
面
の
様
子
を
分
類
比
較
の
対
象
と
し
た
。

（
１
）
分
類
と
製
作
年
代

　

こ
こ
で
は
作
品
を
分
類
す
る
に
あ
た
り
、
何
を
物
差
し
と
す
る
か
が
問
題
に

な
る
。
美
術
史
研
究
に
お
い
て
は
作
品
を
意
匠
別
に
分
類
し
、
そ
の
中
で
各
モ

チ
ー
フ
の
描
か
れ
方
や
特
徴
、
モ
チ
ー
フ
の
頻
出
数
な
ど
を
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
製
作
年
代
を
比
定
す
る
方
法
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
研
究
は
同
趣
の

意
匠
に
限
っ
て
比
較
で
き
る
た
め
、
編
年
に
関
し
て
い
え
ば
特
定
の
作
例
に
偏

っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
製
作
年
代
が
明
確
で
な
い
作
例
が
多
け

れ
ば
、
限
ら
れ
た
比
較
材
料
に
よ
っ
て
作
品
同
士
の
前
後
関
係
を
推
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
年
代
配
列
に
も
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
伝
来
の
記
録
や
銘
に
よ
っ
て
明
ら
か

な
作
例
を
目
安
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
こ
れ
ら
は
意
匠
、
法
量
も
ま

ち
ま
ち
で
簡
単
に
文
様
表
現
や
器
種
の
形
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

こ
で
、
同
文
様
表
現
を
除
い
た
基
準
を
定
め
る
た
め
に
は
、
材
質
や
技
法
に
着

目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
芝
山
作
と
伝
え
ら
れ
る
作
品
は
金
、
貴
石
、

貝
甲
な
ど
に
彫
刻
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
が
多
く
、
こ
れ
は
芝
山
象
嵌
様
式
の
特

色
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
き
た）

36
（

。
こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
主
要
な
材
質
、
表
現
技

法
に
着
目
し
て
作
品
を
分
類
し
、
編
年
を
試
み
た
い
。

　

表
２
は
、
作
品
№
の
順
に
、
器
胎
・
意
匠
・
銘
に
み
る
材
質
、
象
嵌
技
法
、

そ
し
て
各
作
品
を
識
別
す
る
目
安
と
し
て
、
意
匠
と
銘
に
み
る
形
状
と
を
付
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
表
を
構
成
す
る
便
宜
上
、
材
質
の
掲
載
順
は
器
胎
、
地
の

嵌
装
部
分
、
底
裏
銘
部
分
と
し
た
。
ま
た
地
に
嵌
め
る
素
材
は
、
概
ね
主
要
な

文
様
順
に
並
べ
た
。

　

こ
こ
で
表
に
示
し
た
各
銘
の
形
状
に
つ
い
て
、
一
定
の
基
準
を
述
べ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
「
短
冊
形
」
は
、
文
字
な
ど
を
書
き
付
け
る
短
冊
に
、

見
た
目
や
用
途
が
通
ず
る
た
め
、
銘
の
形
状
と
し
て
呼
び
な
ぞ
ら
え
る
に
は
説
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得
力
が
あ
る
と
い
え
る
。
左
表
に
み
る
「
角
切
短
冊
形
」「
入
角
短
冊
形
」
は
、

と
も
に
短
冊
形
の
角
を
欠
い
た
変
則
的
な
形
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か

ら
、
短
冊
形
の
範
疇
に
お
さ
ま
る
。

　
「
小
判
形
」
は
、
楕
円
形
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
し
か
し
縦
に
膨
ら
ん
だ
姿

を
想
像
で
き
る
と
い
う
点
で
、
小
判
の
名
を
借
り
て
銘
の
形
状
を
表
す
方
が
妥

当
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　
「
巻
軸
形
」
は
、
角
で
も
円
で
も
な
い
形
状
で
あ
り
、
分
類
の
都
合
上
筆
者

が
試
み
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
見
た
目
に
形
の
近
し
い
も
の
で
、
銘
を
記
す

も
の
と
い
う
観
点
か
ら
巻
軸
（
巻
子
）
形
と
呼
称
し
た
。
最
適
な
命
名
は
今
後

の
研
究
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
、
本
稿
は
「
巻
軸
形
」
に
統
一
し
て
い
る
。

　

本
稿
の
分
類
で
は
、　

器
胎
を
象
牙
と
す
る
も
の
よ
り
、
数
量
的
に
Ⅰ
や
Ⅱ

な
ど
に
み
る
木
胎
と
し
て
括
っ
た
作
品
の
方
が
多
い
。
製
作
下
限
年
の
わ
か
っ

て
い
る
作
例
は
№
４
金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
が
、
こ
の
器
胎
の
材

質
か
ら
相
対
的
な
前
後
関
係
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
№
５
金
溜

地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
７
金
溜
地
琴
高
鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
８

金
溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵
象
嵌
印
籠
や
、№
６
黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、

№
９
青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印
籠
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
に
み
ら
れ
た
木
目
を
活
か

す
も
の
か
ら
、
髹
漆
、
蒔
絵
、
青
貝
の
装
飾
技
法
を
加
え
る
傾
向
に
進
ん
で
お

表
２№

材
質

技
法

意
匠

銘
の
形
状

Ⅰ

①
鉄
刀
木
地

②
色
ガ
ラ
ス
、
孔
雀
石
、
鼈
甲
、
金

③
白
蝶
貝

平
模
様

紫
陽
花

角
切
短
冊
形

Ⅱ

①
木
地

②　

│

③　

│

│

桃
、
芭
蕉
扇

角
切
短
冊
形

１

①
象
牙
地

②
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
孔
雀
石
、
金

③
白
蝶
貝

寄
貝
、
平
模
様

松
に
鴛
鴦

巻
軸
形

２

①
象
牙
地

②
白
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
、
金
、
銀

③
白
蝶
貝

寄
貝
、
平
模
様

鶴
に
林
和
靖

巻
軸
形

３

①
象
牙
地

②
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲

③
（
無
銘
）

寄
貝
、
平
模
様

松
、
牡
丹
に
小
鳥

４

①
木
製
金
溜
地

②
白
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
、
象
牙
、
金

③
白
蝶
貝

平
模
様

菊
に
蝶

短
冊
形

５

①
木
製
金
溜
地

②
白
蝶
貝
、
珊
瑚
、
金

③
（
金
蒔
絵
銘
）

平
模
様

梅
、
桜
に
東
天
紅

６

①
木
製
黒
漆
地

②
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲

③
白
蝶
貝

寄
貝
、
平
模
様

水
辺
に
草
虫

二
重
入
角
短
冊
形

７

①
木
製
金
溜
地

②
象
牙

③
白
蝶
貝

平
模
様

琴
高
、
鐘
離
権

短
冊
形

８

①
木
製
金
溜
地

②
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
鼈
甲
、
象
牙
、
堆
朱

③
堆
朱

平
模
様

布
袋
、
唐
子

小
判
形

９

①
木
製
青
貝
地

②
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
、
象
牙

③
白
蝶
貝

寄
貝
、
平
模
様

花
鳥
円
文

巻
軸
形

10

①
象
牙
地

②
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲

③
白
蝶
貝

寄
貝
、
平
模
様

楓
に
鸚
鵡
、
長
春
に
鶺
鴒

小
判
形

11

①
象
牙
地

②
白
蝶
貝
、
黒
蝶
貝
、
珊
瑚
、
鼈
甲
、
象
牙

③
白
蝶
貝

寄
貝
、
平
模
様

柘
榴
に
鶺
鴒
、
梅
に
鷹

小
判
形

 

※
不
詳
箇
所
は
│
傍
線
で
示
し
た
。
材
質
の
掲
載
は
①
器
胎
②
地
の
嵌
装
部
分
③
底
裏
銘
部
分
の
順
と
し
た
。
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り
、Ⅰ
・
Ⅱ
か
ら
№
４

－

９
へ
と
い
う
時
間
の
流
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
№
４
の
製
作
下
限
年
は
遅
く
と
も
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
金
溜
地
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
は
早
い
も
の
で
十
九
世
紀
半
ば
過
ぎ
の
製

作
と
考
え
ら
れ
る
。

　

象
牙
地
を
器
胎
と
す
る
中
で
は
、
来
歴
の
明
確
な
作
例
は
№
１
象
牙
地
松
鴛

鴦
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
２
象
牙
地
林
和
靖
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
３
象
牙
地
松
牡

丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
生
成
り
あ
る
い
は
飴
色
が
か
っ
た

象
牙
地
に
金
蒔
絵
し
て
い
る
。一
方
№
10
象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺
鴒
象
嵌
印
籠
、

№
11
象
牙
地
柘
榴
鶺
鴒
梅
鷹
象
嵌
印
籠
は
象
牙
地
の
白
さ
を
活
か
す
も
の
で
あ

り
、
象
嵌
面
に
鮮
や
か
な
発
色
を
し
た
顔
料
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

観
察
に
よ
れ
ば
№
１

－

３
か
ら
№
10
・
11
へ
と
い
う
時
間
経
過
を
見
出
せ
る
。

№
１

－

３
の
存
在
は
幕
末
ま
で
記
録
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
№
10
・
11

は
そ
れ
よ
り
年
代
の
下
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

地
の
嵌
装
部
分
に
み
る
素
材
は
、
Ⅰ
・
№
７
を
除
い
て
、
白
蝶
貝
を
用
い
る

作
品
が
圧
倒
的
に
多
い
。
次
い
で
使
用
頻
度
の
高
い
素
材
は
、
珊
瑚
、
鼈
甲
、

黒
蝶
貝
、
金
、
象
牙
、
孔
雀
石
の
順
で
あ
る
。
一
方
色
ガ
ラ
ス
は
Ⅰ
、
堆
朱
は

№
８
に
限
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
底
裏
銘
部
分
に
み
る
素
材
は
№
３
無
銘
、
№

５
金
蒔
絵
銘
、
№
８
堆
朱
線
刻
銘
を
除
け
ば
、
す
べ
て
白
蝶
貝
を
使
用
し
て
い

る
。
伝
来
の
わ
か
っ
て
い
る
№
１

－

４
に
み
ら
れ
る
素
材
は
、
ほ
か
の
作
品
に

も
み
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
素
材
の
種
類
や
数
量
の
多
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま

ま
作
品
を
時
間
順
に
並
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
で
取
り
上
げ
て

い
る
作
品
の
う
ち
№
５
の
素
材
は
少
な
く
と
も
三
種
類
で
あ
り
、
№
７
に
次
い

で
少
な
い
。
銘
は
金
蒔
絵
銘
と
な
っ
て
い
る
。
№
７
に
み
る
素
材
の
種
類
は
一

番
少
な
く
、
両
仙
人
の
顔
貌
に
み
る
象
牙
と
、
銘
に
み
る
白
蝶
貝
の
二
つ
で
あ

る
。
№
５
・
７
は
Ⅰ
に
み
ら
れ
た
象
嵌
主
体
の
意
匠
表
現
か
ら
離
れ
て
い
き
、

む
し
ろ
蒔
絵
に
よ
る
意
匠
表
現
の
傾
向
が
顕
著
な
形
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も

の
で
、
象
嵌
と
そ
の
ほ
か
の
装
飾
技
法
を
併
用
す
る
№
６
・
８
・
９
よ
り
も
さ

ら
に
後
発
の
作
例
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

各
作
品
の
技
法
に
つ
い
て
、全
作
品
は
平
模
様
を
用
い
て
い
る
。№
１
・
２
・

３
・
６
・
９
・
10
・
11
は
寄
貝
を
併
用
し
て
鳥
や
昆
虫
を
表
す
傾
向
が
高
い
と

い
え
る
。
た
だ
し
技
法
の
有
無
や
種
類
に
よ
っ
て
作
品
の
製
作
年
代
を
測
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
来
歴
の
明
確
な
も
の
で
、
Ⅰ
・
№
４
は
平
模
様
で
意
匠

表
現
し
て
い
る
。
Ⅰ
は
№
４
に
比
べ
て
、
蒔
絵
な
ど
の
加
飾
を
極
力
排
し
て
お

り
、
象
嵌
を
主
体
と
す
る
作
風
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
分
初
発
的
な
作
例
に

該
当
す
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
製
作
年
代
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
芝
山
派
の
作
と
し
て
基
準
に
す

べ
き
Ⅰ
鉄
刀
木
地
紫
陽
花
模
様
象
嵌
印
籠
に
み
る
、
木
地
に
平
模
様
を
ほ
ど
こ

し
た
作
例
は
、
遅
く
と
も
江
戸
時
代
・
十
九
世
紀
半
ば
過
ぎ
、
№
４
金
溜
地
菊

蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠
の
購
入
記
録
が
あ
る
文
久
年
間
（
一
八
六
一

－

一
八
六
四
）

ま
で
に
あ
ら
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
・
十
九
世
紀
後
半
に
は
鉄
刀
木
を

は
じ
め
と
す
る
木
地
や
、
象
牙
地
に
平
模
様
や
寄
貝
を
併
用
し
た
作
例
と
、
金

溜
地
、
黒
漆
地
、
青
貝
地
に
平
模
様
や
寄
貝
を
併
用
し
た
作
例
と
が
併
存
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
芝
山
象
嵌
作
品
と
伝
わ
る
も
の

は
、
木
目
を
活
か
し
た
木
地
や
漆
塗
な
ど
を
ほ
ど
こ
し
た
器
面
に
限
ら
ず
、
象

牙
地
に
も
象
嵌
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
象
嵌
技
法
は
よ
り
早
い

作
例
で
は
木
地
に
平
模
様
、
そ
の
あ
と
の
作
例
で
は
器
面
に
加
飾
を
ほ
ど
こ
し

た
地
に
平
模
様
、
あ
る
い
は
平
模
様
と
寄
貝
を
併
用
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
芝
山
象
嵌
を
ほ
ど
こ
す
印
籠
の
中
に
は
蒔
絵
を
交
え
て
意
匠
構
成
す
る
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作
例
が
認
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
一
章
に
お
い
て
、
前
田
氏
は
多
種
多
様
な
素
材
を
用
い
る
と
い
わ
れ
て

い
た
が
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
作
品
は
お
も
に
八
種
類
の
素
材
を
使
い
分
け
て

お
り
、使
用
す
る
素
材
に
分
布
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。い
う
ま
で
も
な
く
、

所
用
者
の
身
分
に
よ
っ
て
、
印
籠
に
用
い
る
素
材
に
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ

れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
希
少
な
素
材
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分

価
値
の
高
い
も
の
と
い
え
る
。こ
こ
か
ら
所
用
者
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
が
、

本
稿
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
、
印
籠
と
所
用
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
２
）
作
者

　

こ
こ
で
は
象
嵌
部
分
に
み
る
技
法
を
具
体
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
芝
山
の
作
で
あ
る
可
能
性
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
芝
山
易
政

一
派
の
作
と
し
て
基
準
と
な
る
の
は
、
三
章
で
取
り
上
げ
た
Ⅰ
鉄
刀
木
地
紫
陽

花
模
様
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
技
法
の
比
較
と
は
、
同
じ
象
嵌
技
法

を
取
り
上
げ
て
、
象
嵌
表
現
の
仕
方
や
器
面
へ
の
嵌
装
方
法
を
比
べ
て
い
く
こ

と
で
あ
る
。
Ⅰ
は
色
ガ
ラ
ス
、
孔
雀
石
、
鼈
甲
、
金
な
ど
を
交
え
て
平
模
様
と

し
て
い
る
。
器
面
か
ら
突
出
す
る
文
様
の
厚
み
は
概
ね
一
律
で
あ
る
。
合
口
に

か
か
る
文
様
は
シ
ャ
ー
プ
に
切
断
さ
れ
て
お
り
隙
間
が
な
い
。

　

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
平
模
様
に
み
る
鑢
か
け
、
彫
刻
、
彫
込
と
い
っ
た
複

数
の
工
程
を
取
り
上
げ
、
Ⅰ
も
し
く
は
ほ
か
の
作
品
で
、
そ
の
加
工
の
仕
方
な

ど
を
比
べ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
合
口
切
断
面
の
加
工
技
術
も
み
て
い
く
。

　

た
だ
し
、
各
印
籠
の
嵌
装
・
合
口
部
分
、
お
よ
び
切
断
面
の
拡
大
図
版
は
、

調
査
の
及
ば
な
か
っ
た
も
の
や
使
用
不
可
能
な
も
の
な
ど
が
あ
り
、
二
章
表

１
・
本
章
表
２
の
す
べ
て
の
作
品
に
つ
い
て
画
像
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
こ
で
来
歴
の
確
か
な
作
品
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
画
像
に
絞
っ
て
掲

載
す
る
こ
と
と
し
た
。
鑢
か
け
す
る
部
分
は
滑
ら
か
か
ど
う
か
な
ど
の
文
様
の

形
状
、
嵌
め
込
む
部
分
は
隙
間
が
な
い
か
ど
う
か
な
ど
の
表
面
の
様
態
、
切
断

面
に
み
る
彫
込
は
浅
い
か
ど
う
か
な
ど
の
内
部
の
構
造
に
着
目
す
る
と
、
次
の

四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
図
版
四
章
中
の
画
像
掲
載
は

こ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
と
し
て
い
る
。

①
鑢
か
け

　

Ⅰ
で
は
、
萼
の
周
縁
に
糸
面
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
【
図
１
】。
鋸
歯
状
の
葉

周
縁
に
丸
み
を
つ
け
て
鑢
か
け
し
て
い
る
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
孔
雀
石
の
硬
さ

が
感
じ
ら
れ
る
。

　

Ⅰ
の
色
ガ
ラ
ス
側
面
を
観
察
す
る
と
、
器
面
に
対
し
て
垂
直
（
90
度
）
か
ら

外
角
気
味
に
傾
斜
を
つ
け
て
、
鑢
か
け
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
木
地

凹
部
に
対
し
て
文
様
側
面
が
外
側
に
張
り
出
す
こ
と
で
、
嵌
め
込
む
際
に
多
少

窮
屈
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
文
様
の
剥
落
を
防
ぐ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
に
み
る
鑢
か
け
は
、
精
度
の
高
い
技
術
に
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

　

Ⅱ
は
花
弁
や
枝
の
周
縁
を
面
取
り
し
て
い
る【
図
２
】。
ま
た
花
、
萼
、
葉
、

枝
な
ど
の
隣
接
箇
所
を
中
心
に
硬
さ
が
み
ら
れ
る
が
、
桃
の
実
や
台
の
輪
郭
は

滑
ら
か
で
あ
る
。
文
様
の
形
状
が
複
雑
に
な
る
ほ
ど
鑢
か
け
は
難
し
く
な
る
よ

う
で
、表
情
の
硬
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
同
一
作
品
中
に
共
存
す
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
Ⅰ
・
Ⅱ
と
№
１
象
牙
地
松
鴛
鴦
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
２
象
牙

地
林
和
靖
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
３
象
牙
地
松
牡
丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠
は
技
法

的
に
近
し
く
、
№
１
は
菊
花
弁
の
一
部
に
、
№
３
は
小
鳥
の
姿
に
硬
さ
が
み
ら

れ
る
【
図
３
・
４
】。
特
に
№
２
に
み
る
林
和
精
の
髭
や
左
手
に
鑢
か
け
の
直
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線
的
な
跡
が
み
て
と
れ
る
【
図
５
】。

　

ま
た
こ
れ
と
よ
く
似
た
も
の
と
し
て
は
、№
４
金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、

№
９
青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印
籠
が
あ
る
。
№
４
に
み
る
菊
花
弁
の
周
縁

と
、
№
９
に
み
る
花
鳥
の
一
部
に
若
干
面
取
り
跡
が
看
取
さ
れ
る
の
で
、
ほ
ぼ

共
通
し
た
手
法
を
と
っ
て
い
る
と
み
な
せ
る
【
図
６
・
７
】。

　

一
方
、
Ⅰ
の
グ
ル
ー
プ
と
幾
分
異
な
る
の
が
、
№
８
金
溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵

象
嵌
印
籠
、
№
10
象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺
鴒
象
嵌
印
籠
、
№
11
象
牙
地
柘
榴
鶺

鴒
梅
鷹
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
文
様
に
面
取
り
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
№

８
に
み
る
布
袋
・
唐
子
の
指
先
や
衣
な
ど
の
輪
郭
は
丸
み
を
お
び
て
お
り
、
文

様
の
細
部
を
切
り
出
す
意
識
は
み
ら
れ
な
い
【
図
８
】。
ま
た
№
10
と
11
に
み

る
葉
は
、
鋸
歯
状
の
表
現
か
ら
離
れ
た
簡
略
的
な
描
か
れ
方
で
、
技
法
的
に
は

Ⅰ
と
か
な
り
異
な
る
【
図
９
・
10
】。

　

Ⅰ
の
グ
ル
ー
プ
、
№
８
の
グ
ル
ー
プ
と
も
つ
な
が
り
を
見
出
し
難
い
例
と
し

て
は
、
№
５
金
溜
地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
６
黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔
絵
象

嵌
印
籠
、
№
７
金
溜
地
琴
高
鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
蒔
絵

を
主
体
と
し
て
お
り
、
花
や
虫
、
人
物
の
顔
貌
と
い
う
ご
く
小
さ
な
文
様
を
切

り
出
し
て
鑢
か
け
し
て
い
る
。
文
様
に
面
取
り
し
た
跡
は
み
ら
れ
な
い
【
図
11

〜
13
】。

②
肉
付
け
・
彫
刻

　

Ⅰ
で
は
、
萼
表
面
に
椀
状
の
窪
み
を
ほ
ど
こ
し
て
お
り
、
葉
脈
に
凹
状
の
陰

刻
・
凸
状
の
陽
刻
を
使
い
分
け
て
変
化
を
つ
け
て
い
る
【
図
14
】。
Ⅰ
は
こ
れ

ら
の
肉
付
け
と
称
す
る
立
体
的
な
彫
刻
を
主
体
と
し
て
お
り
、
毛
彫
は
確
認
で

き
な
い
。
ま
た
文
様
の
立
ち
上
が
り
は
器
面
に
対
し
て
ほ
ぼ
垂
直
か
ら
外
角
気

味
に
突
出
し
て
い
る
。

　

Ⅱ
は
桃
を
中
心
と
す
る
文
様
に
肉
付
け
を
ほ
ど
こ
す
。
桃
の
枝
や
扇
の
飾
り

紐
に
み
る
文
様
に
立
ち
上
が
り
が
あ
り
立
体
的
で
あ
る
。
一
方
桃
の
実
や
台
に

み
る
文
様
に
は
立
ち
上
が
り
が
な
く
、
な
だ
ら
か
に
裾
を
引
い
て
い
る
。
ま
た

花
弁
や
葉
の
反
り
返
る
さ
ま
で
あ
る
と
か
、
桃
花
の
蕊
や
葉
脈
、
扇
の
飾
り
に

毛
彫
し
て
い
る
【
図
15
】。

　

肉
付
け
・
毛
彫
を
併
用
す
る
手
法
は
№
１
以
降
す
べ
て
の
作
品
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
技
法
的
に
Ⅱ
と
近
し
い
の
が
、
№
４
金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵

象
嵌
印
籠
、
№
９
青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
各
文
様
は
立
ち

上
が
り
が
あ
る
が
、
器
面
よ
り
も
や
や
盛
り
上
が
る
だ
け
で
な
だ
ら
か
な
様
相

を
呈
す
る
。
№
４
・
９
に
み
る
花
弁
や
葉
脈
の
毛
彫
は
、
最
低
限
に
抑
え
ら
れ

て
お
り
、
Ⅰ
・
Ⅱ
や
№
１
よ
り
も
様
式
化
さ
れ
た
形
と
と
ら
え
ら
れ
る
【
図

16
・
17
】。
さ
ら
に
№
５
金
溜
地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠
に
み
る
花
の
蕾
や
蕊
、

№
６
黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔
絵
象
嵌
印
籠
に
み
る
草
虫
の
紋
や
節
は
、
文
様
の
小

さ
さ
の
問
題
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
立
ち
上
が
り
が
な
く
平
坦
、
か
つ
描
法
の

簡
略
化
が
進
ん
で
い
る
【
図
18
・
19
】。

　

№
10
象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺
鴒
象
嵌
印
籠
、
№
11
象
牙
地
柘
榴
鶺
鴒
梅
鷹
象

嵌
印
籠
両
方
は
、蒔
絵
や
青
貝
な
ど
の
加
飾
を
主
体
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

寄
貝
し
た
鳥
類
を
画
面
上
大
き
く
配
し
て
い
る
。
一
方
、
周
辺
の
景
物
に
み
る

肉
付
け
は
平
坦
で
あ
り
、
№
10
の
長
春
や
№
11
の
柘
榴
に
み
る
毛
彫
は
必
要
最

低
限
に
と
ど
ま
る
【
図
20
・
21
】。

　

こ
れ
ら
の
寄
貝
と
平
模
様
と
を
併
用
す
る
作
品
に
お
い
て
、
彫
刻
の
表
現
は

少
し
ず
つ
異
な
り
、
す
べ
て
の
作
品
中
に
な
だ
ら
か
に
裾
を
引
く
肉
付
け
が
み

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
寄
貝
を
併
用
す
る
作
品
に
お
い
て
、
概
ね
平

模
様
の
肉
付
け
や
毛
彫
を
抑
え
る
傾
向
は
高
い
。
№
１
象
牙
地
松
鴛
鴦
蒔
絵
象

嵌
印
籠
は
寄
貝
を
駆
使
す
る
鴛
鴦
の
立
体
感
が
目
立
っ
て
い
る
。
一
方
菊
花
や
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岩
な
ど
の
文
様
は
比
較
的
平
坦
で
あ
り
、
肉
付
け
を
控
え
て
い
る
。
た
だ
し
毛

彫
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
種
々
の
菊
花
弁
や
蕊
を
細
か
く
彫
り
表
す
。
こ
れ

ら
の
寄
貝
、
平
模
様
は
、
一
つ
の
印
籠
の
中
で
蒔
絵
な
ど
の
加
飾
技
法
と
同
化

す
る
こ
と
な
く
、
互
い
を
引
き
立
て
合
う
【
図
22
】。

　

こ
の
手
法
に
近
い
の
が
№
２
象
牙
地
林
和
靖
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
３
象
牙
地

松
牡
丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
№
２
は
唐
子
に
み
る
銀
象
嵌
の
立
体
感

が
看
取
さ
れ
る
一
方
、
林
和
靖
や
鶴
な
ど
に
み
る
文
様
の
肉
付
け
は
控
え
め
で

あ
る
。
花
の
蕊
や
鶴
の
羽
根
を
中
心
に
毛
彫
し
て
い
る
が
、
鶴
の
尾
羽
や
脚
に

み
る
線
刻
は
大
ら
か
か
つ
簡
略
化
さ
れ
た
形
と
と
ら
え
ら
れ
る
【
図
23
】。
ま

た
№
３
は
一
面
金
溜
地
の
背
景
に
、
小
鳥
や
牡
丹
の
文
様
が
立
体
的
に
彫
り
表

さ
れ
る
。
特
に
牡
丹
に
み
る
花
弁
の
彫
刻
は
巧
み
で
、
陰
影
を
立
体
的
に
表
し

て
お
り
、
重
な
り
合
う
花
弁
の
重
み
、
薄
さ
、
柔
ら
か
さ
な
ど
を
再
現
し
て
い

る
【
図
24
】。
こ
の
印
籠
は
無
銘
な
が
ら
、
優
れ
た
描
写
力
を
有
す
る
作
者
の

手
に
よ
る
も
の
と
一
考
さ
れ
る
。

　

こ
の
肉
付
け
や
毛
彫
の
緩
急
を
強
調
さ
せ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の

は
、
№
８
金
溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
布
袋
や
唐
子
を
中
心
に

肉
付
け
を
ほ
ど
こ
し
、
非
常
に
量
感
豊
か
な
仕
上
り
で
あ
る
。
顔
貌
や
体
の
一

部
に
毛
彫
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
が
、
細
か
く
描
き
込
む
意
識
は
低
い
【
図
25
】。

　

肉
付
け
・
毛
彫
を
併
用
す
る
作
品
に
分
類
さ
れ
な
が
ら
、
№
７
金
溜
地
琴
高

鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠
は
い
ず
れ
と
も
つ
な
が
り
を
見
出
し
難
い
。
№
７
は
肉

付
け
、
毛
彫
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
文
様
が
両
仙
人
の
顔
に
限
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
高
蒔
絵
し
て
い
る
面
よ
り
も
若
干
低
い
位
置
に
嵌
装
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
文
様
は
器
面
よ
り
凹
ん
だ
状
態
に
み
え
る
【
図
26
】。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
蒔
絵
や
青
貝
な
ど
の
加
飾
技
法
を
併
用
す
る
作
品
№
１

－

９
の
中
で
、
№
１
・
２
・
３
お
よ
び
№
８
は
、
文
様
ご
と
に
肉
付
け
・
毛
彫

の
表
現
に
強
弱
を
つ
け
て
い
る
。
№
８
に
至
っ
て
は
文
様
の
量
感
は
極
め
て
豊

か
に
な
り
、
皺
な
ど
に
み
る
細
部
の
毛
彫
表
現
は
簡
略
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

ま
た
№
４
・
９
は
、
Ⅰ
や
№
１
・
３
に
み
る
精
緻
な
彫
刻
表
現
と
異
な
り
、

と
も
に
形
式
的
な
表
現
に
落
ち
着
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
№
５
・
６
の
各
文
様
は
肉
付
け
、
毛
彫
両
方
と
も
簡
略
化
が
進
ん
で

い
る
。
た
だ
し
細
か
な
文
様
を
ア
ク
セ
ン
ト
と
す
る
点
で
共
通
す
る
。
一
方
№

７
は
、
蒔
絵
装
飾
の
方
が
広
範
に
及
び
か
つ
目
立
っ
て
お
り
、
凹
状
に
嵌
め
込

ま
れ
て
い
る
文
様
を
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
効
果
的
に
用
い
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
し
か
し
い
ず
れ
も
花
や
虫
、
人
物
の
顔
と
い
っ
た
、
小
さ
な
文
様
を
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
一
部
分
に
配
す
る
表
現
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
こ

れ
ら
の
表
現
形
式
が
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
作
品
と
異
な
る
の
は
否
め
な
い
の

で
、
№
５
・
６
・
７
は
芝
山
派
と
関
連
を
持
つ
作
者
の
手
に
な
る
も
の
と
位
置

づ
け
た
い
。

③
彫
込

　

Ⅰ
の
切
断
面
お
よ
び
剥
落
面
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
彫
込
は
比
較
的
浅
く
、

目
測
で
１
ミ
リ
程
度
で
あ
っ
た
【
図
27
】。
鉄
刀
木
は
硬
質
な
材
で
加
工
が
難

し
く
、
彫
込
に
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
地
さ
ら
い
は
ほ
と
ん
ど
ほ
ど

こ
さ
れ
ず
、
木
地
内
部
を
刳
っ
た
跡
が
凸
凹
状
に
み
ら
れ
る
。
一
方
、
嵌
装
面

は
ほ
ぼ
一
律
の
高
さ
で
あ
り
、極
端
な
凸
凹
は
み
ら
れ
な
い
。こ
の
こ
と
か
ら
、

球
状
・
や
や
棒
状
の
色
ガ
ラ
ス
部
分
を
除
く
、
文
様
底
部
を
平
滑
に
研
ぎ
出
し

て
、
地
に
嵌
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

Ⅱ
扇
の
切
断
面
を
み
る
と
、
彫
込
は
比
較
的
浅
い
こ
と
が
わ
か
る
【
図
28
】。

鉄
刀
木
の
硬
質
な
胎
を
用
い
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
彫
込
は
比
較
的
浅
く
な

る
だ
ろ
う
。
ま
た
木
地
凹
部
は
凸
凹
し
て
い
る
。
両
作
品
に
み
る
彫
込
は
、
浅
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く
窪
ん
だ
凹
部
に
文
様
を
貼
り
付
け
る
方
法
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

技
法
的
に
Ⅰ
・
Ⅱ
と
近
し
い
の
が
、
№
１
象
牙
地
松
鴛
鴦
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、

№
２
象
牙
地
林
和
靖
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。№
１
菊
花
の
剥
落
面
を
み
る
と
、

象
牙
地
凹
部
は
一
様
で
な
く
、
凸
凹
し
た
陰
影
を
確
認
で
き
る
【
図
29
】。
ま

た
№
２
に
み
る
鶴
の
文
様
の
一
部
は
剥
落
し
て
い
る
。
こ
の
剥
落
面
に
は
接
着

剤
と
み
ら
れ
る
白
濁
し
た
塊
が
残
る
が
、
脚
の
付
け
根
周
辺
や
腹
部
の
縁
に
直

線
的
か
つ
鋭
利
な
溝
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
地
さ
ら
い
す
る
過
程
で
生
じ
た
合

透
刀
（
平
刀
）
な
ど
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
【
図
30
】。
こ
れ
よ
り
も
地
さ
ら

い
が
平
滑
な
傾
向
へ
と
進
ん
で
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
、
№
３
象
牙
地
松

牡
丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
№
３
菊
唐
草
の
剥
落
面
を
み
る
と
、
接
着

剤
と
思
わ
れ
る
白
濁
し
た
塊
が
大
部
分
を
占
め
る
が
、縁
に
刳
っ
た
跡
は
な
く
、

シ
ャ
ー
プ
な
彫
込
で
あ
る
【
図
31
】。
Ⅰ
・
Ⅱ
と
器
胎
の
違
い
が
あ
る
が
、
た

だ
や
は
り
№
１

－

３
各
作
品
も
彫
込
は
比
較
的
浅
く
、
文
様
底
部
を
象
牙
地
凹

部
に
隙
間
な
く
嵌
め
込
む
と
い
う
意
識
は
読
み
取
れ
な
い
。

　

技
法
的
に
若
干
異
な
る
の
が
、
№
４
金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
８
金

溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
９
青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ

る
。
№
４
の
合
口
切
断
面
を
観
察
す
る
と
、
彫
込
は
比
較
的
深
く
、
地
さ
ら
い

は
平
滑
で
あ
る
。
こ
れ
は
鉄
刀
木
地
の
よ
う
に
硬
質
で
な
く
、
む
し
ろ
加
工
し

や
す
い
木
地
で
あ
る
た
め
に
、
彫
込
が
深
く
な
る
の
か
検
討
の
余
地
を
残
す
。

し
か
し
ま
た
文
様
の
厚
み
も
増
し
て
い
る
【
図
32
】。
こ
の
こ
と
か
ら
彫
刻
刀

な
ど
の
道
具
類
は
、
Ⅰ
の
頃
よ
り
改
良
が
進
ん
で
お
り
、
素
材
を
シ
ャ
ー
プ
に

切
断
・
加
工
す
る
ま
で
に
発
展
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
№
４
は
文

久
二
年
（
一
八
六
二
）
が
製
作
下
限
年
で
あ
り
、
Ⅰ
は
早
く
と
も
初
代
易
政
が

没
す
る
一
八
三
六
年
ま
で
に
製
作
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
お
よ
そ

三
十
年
の
間
に
、
鋸
を
は
じ
め
と
し
て
牙
彫
刀
や
合
透
刀
な
ど
の
彫
刻
刀
類
の

開
発
・
改
良
、
技
法
の
洗
練
が
は
か
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

№
８
の
合
口
切
断
面
を
み
る
と
、
肉
厚
な
文
様
は
木
地
凹
部
に
密
着
し
て
お

り
、
地
さ
ら
い
は
平
滑
で
あ
る
【
図
33
】。
た
だ
し
文
様
の
切
断
面
が
は
っ
き

り
看
取
で
き
る
№
４
に
対
し
て
、
№
８
に
み
る
文
様
の
切
断
面
は
木
口
と
同
じ

金
地
の
化
粧
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。一
方
№
９
に
み
る
文
様
は
比
較
的
薄
い
が
、

器
面
に
隙
間
な
く
嵌
装
さ
れ
て
い
る
【
図
34
】。
ま
た
同
様
の
手
法
で
、
文
様

断
面
は
木
口
と
同
じ
金
地
の
化
粧
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
彫
込
が
深
く
な
る
傾
向
に
あ
る
の
が
、
№
10
象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺

鴒
象
嵌
印
籠
、
№
11
象
牙
地
柘
榴
鶺
鴒
梅
鷹
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
両
作
品
の
文

様
表
面
は
な
だ
ら
か
で
あ
り
、
厚
み
や
量
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
両
合
口
切
断
面
を
観
察
す
る
と
、
象
牙
地
凹
部
に
深
く
嵌
め
込
ま
れ
て

お
り
、
文
様
に
厚
み
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
【
図
35
・
36
】。

　

な
お
№
５
金
溜
地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
６
黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔
絵
象

嵌
印
籠
、
№
７
金
溜
地
琴
高
鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠
は
文
様
の
剥
落
が
な
く
、

合
口
切
断
面
に
文
様
を
配
し
て
い
な
い
た
め
、
詳
述
の
対
象
か
ら
外
れ
る
。

④
合
口

　

Ⅰ
の
合
口
は
、
萼
片
や
枝
葉
な
ど
と
重
な
る
が
【
図
37
】、
文
様
切
断
面
は

一
様
に
平
滑
で
シ
ャ
ー
プ
な
仕
上
り
で
あ
る
。
段
を
ま
た
ぐ
文
様
の
ズ
レ
や
隙

間
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
文
様
は
概
ね
一
致
す
る
。

　

Ⅱ
の
合
口
は
、
扇
や
桃
の
枝
な
ど
と
重
な
る
【
図
38
】。
文
様
の
切
断
面
は

整
っ
て
い
る
が
、
段
を
ま
た
ぐ
扇
文
様
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。
原
因
は
木
地

の
縮
み
か
判
然
と
し
な
い
。
よ
り
複
雑
な
文
様
を
合
口
に
配
し
て
い
る
Ⅰ
の
方

が
、
技
術
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

Ⅰ
・
Ⅱ
の
ほ
か
に
文
様
を
合
口
に
ま
た
が
る
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
の
は
、
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№
１
象
牙
地
松
鴛
鴦
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、№
８
金
溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、

№
10
象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺
鴒
象
嵌
印
籠
、
№
11
象
牙
地
柘
榴
鶺
鴒
梅
鷹
象
嵌

印
籠
で
あ
る
。
№
１
は
鴛
鴦
や
菊
花
の
文
様
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
合
口
上
に
配
し

て
い
る
【
図
39
】。
ま
た
№
８
は
布
袋
や
唐
子
の
身
体
を
数
段
に
わ
た
っ
て
嵌

装
す
る
【
図
40
】。
こ
の
手
法
に
最
も
近
い
の
が
№
10
・
11
で
、
№
10
に
み
る

鸚
鵡
、
№
11
に
み
る
鷹
の
文
様
は
二
、
三
段
に
わ
た
り
嵌
装
さ
れ
て
い
る
【
図

41
・
42
】。

　

こ
う
し
て
み
る
と
№
８
・
10
・
11
は
、
文
様
の
中
の
比
較
的
単
純
な
形
を
し

た
部
位
を
選
ん
で
、
合
口
に
配
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
№
１
に
み
る
技
術
の

方
が
、
よ
り
小
さ
く
複
雑
な
形
の
文
様
を
切
り
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
度

で
洗
練
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
№
２
象
牙
地
林
和
靖
蒔
絵
象
嵌
印
籠
を
は
じ
め
と
す
る
各
作
品
の
文

様
は
、
基
本
的
に
各
段
の
中
に
お
さ
ま
る
。
№
２
は
、
林
和
靖
や
唐
子
の
切
断

を
避
け
る
構
図
を
採
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
鶴
な
ど
の
文
様
も
合
口
と
交

差
し
な
い
。
そ
の
傾
向
は
花
の
配
置
に
も
み
ら
れ
る
が
【
図
43
】、
背
景
に
製

作
時
間
の
制
限
で
あ
る
と
か
、作
業
の
煩
雑
さ
な
ど
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
や
は
り
文
様
を
合
口
に
あ
わ
せ
て
切
断
、
か
つ
齟
齬
な
く
接
地
す
る
表
現

は
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
り
、
象
嵌
技
術
の
高
さ
を
推
し
量
る
一
材
料
だ
と
思

う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
製
作
に
関
与
し
た
作
者
の
技
術
は
Ⅰ
・
Ⅱ
、
№
１

な
ど
に
み
る
技
術
水
準
に
及
ば
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
線
刻
銘
「
柴
山
作
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
№
２
は
芝
山
派
で
も
別
系
統
な
ど
を
想
定
す
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。

　

№
２
と
同
様
に
、
各
段
に
文
様
を
お
さ
め
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
№
５
金
溜

地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
６
黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
７
金

溜
地
琴
高
鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
合
口
と
交
差
す
る
こ

と
な
く
花
鳥
な
ど
の
文
様
が
器
面
に
嵌
装
さ
れ
て
い
る
【
図
44
〜
46
】。
あ
る

い
は
合
口
に
文
様
の
一
部
が
若
干
か
か
る
も
の
と
し
て
は
、
№
３
象
牙
地
松
牡

丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠
に
み
る
小
鳥
の
羽
部
分
【
図
47
】
で
あ
る
と
か
、
№
４

金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠
【
図
48
】、
№
９
青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印

籠
に
み
る
花
弁
の
一
端
【
図
49
】
な
ど
が
あ
る
。
三
作
品
は
文
様
の
一
部
分
を

合
口
に
配
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
大
部
分
の
文
様
を
各
段
に
お
さ
め
る
。

　

以
上
、
平
模
様
で
表
し
た
嵌
装
部
分
の
様
態
や
切
断
面
内
部
の
構
造
が
Ⅰ
も

し
く
は
Ⅱ
と
共
通
す
る
作
品
に
つ
い
て
、
芝
山
派
の
作
と
比
定
で
き
る
か
ど
う

か
を
検
討
し
た
。

　

鑢
か
け
に
関
し
て
、
す
べ
て
の
作
品
に
必
ず
み
ら
れ
る
の
は
、
文
様
周
縁
を

鑢
か
け
し
て
バ
リ
と
称
す
る
凸
凹
を
取
り
除
い
て
い
る
こ
と
と
、
文
様
周
縁
と

器
面
と
が
隙
間
な
く
接
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鑢
か
け
は
文
様
の
見
た
目
を

左
右
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
あ
と
の
彫
込
工
程
に
影
響
が
及
ぶ
た
め
、
丁
寧

な
下
処
理
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
文
様
ご
と
に
面
取
り
跡
や

硬
さ
の
残
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
作
品
に
み
る
鑢
か
け
は
一

定
の
水
準
に
達
し
て
い
る
。

　

ま
た
彫
刻
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
作
品
の
多
く
は
複
数
の
技
法
を

巧
み
に
使
い
分
け
て
い
る
。
寄
貝
の
立
体
感
を
活
か
す
一
方
、
平
模
様
の
肉
付

け
を
抑
え
る
で
あ
る
と
か
、
平
坦
な
肉
付
け
な
が
ら
細
や
か
な
毛
彫
を
ほ
ど
こ

し
て
い
る
。
あ
る
い
は
蒔
絵
や
青
貝
な
ど
の
加
飾
技
法
を
併
用
す
る
作
品
で
あ

れ
ば
、
彫
刻
に
変
化
を
つ
け
て
お
り
、
互
い
の
技
法
が
引
き
立
つ
よ
う
工
夫
を

凝
ら
し
て
い
る
。
た
だ
し
Ⅰ
の
葉
に
み
る
陰
刻
・
陽
刻
表
現
は
ほ
か
に
み
あ
た

ら
な
か
っ
た
。
Ⅰ
は
葉
脈
の
表
現
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
意

識
は
Ⅱ
の
桃
葉
の
表
現
に
も
み
ら
れ
、
葉
の
表
裏
や
捩
れ
な
ど
を
彫
り
表
し
て

い
る
。
つ
ま
り
初
期
作
例
で
あ
り
な
が
ら
、
一
部
の
技
法
は
既
に
完
成
し
て
い
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る
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
彫
込
に
つ
い
て
、
Ⅰ
・
Ⅱ
両
作
品
に
み
る
彫
込
は
浅
い
。
文
様
の
剥

落
面
は
凸
凹
し
て
お
り
、
こ
れ
が
接
着
剤
の
痕
跡
か
ど
う
か
再
考
の
余
地
は
あ

る
が
、
地
さ
ら
い
の
技
法
は
発
展
途
上
に
あ
る
。
文
様
を
器
面
に
押
し
込
む
と

い
う
よ
り
も
表
面
に
貼
り
付
け
る
と
い
う
意
識
が
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
文
様
の
高
さ
は
一
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
様
底
部
を
平
滑
に
研
ぎ

出
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
時
代
が
下
る
と
、
文
様
底
部
を
平
滑
に
研
ぎ
出

す
だ
け
で
な
く
、器
面
凹
部
を
平
坦
に
地
さ
ら
い
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

Ⅰ
か
ら
№
４
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
象
嵌
方
法
の
技
術
は
高
度
化
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
中
に
あ
っ
て
、
Ⅰ
・
Ⅱ
と
共
通
す
る
技
法
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
表
現

方
法
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
は
、
№
１
象
牙
地
松
鴛
鴦
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。

文
様
ご
と
に
鑢
か
け
の
表
情
が
異
な
っ
て
お
り
、
文
様
に
立
ち
上
が
り
が
残
る

ほ
か
、
彫
込
は
比
較
的
浅
く
凸
凹
し
て
い
る
。
ま
た
菊
花
や
葉
な
ど
の
文
様
を

描
き
分
け
る
意
識
や
、合
口
に
文
様
を
多
数
配
置
す
る
構
図
も
類
似
し
て
お
り
、

芝
山
派
の
初
期
作
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
じ
よ
う
に
Ⅰ
・
Ⅱ
や
№
１
と
共
通
す
る
表
現
が
複
数
に
及
ぶ
の
が
、
№
３

象
牙
地
松
牡
丹
小
鳥
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
４
金
溜
地
菊
蝶
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№

９
青
貝
地
花
鳥
円
文
蒔
絵
象
嵌
印
籠
で
あ
る
。
№
３
は
鑢
か
け
に
硬
さ
を
、
文

様
に
若
干
立
ち
上
が
り
を
残
す
ほ
か
、
牡
丹
に
み
る
細
か
な
質
感
表
現
や
、
一

部
で
あ
る
が
文
様
を
合
口
に
配
す
る
点
で
、
芝
山
派
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
№
４
、
№
９
も
、
若
干
面
取
り
跡
の
あ
る
点
で
Ⅰ
や
№
１
な
ど
の
表

現
と
類
似
す
る
が
、
金
溜
地
や
青
貝
地
と
い
っ
た
加
飾
を
併
用
し
て
お
り
、
花

鳥
に
み
る
毛
彫
は
形
式
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
年
代
の
製
作
と
す
る

の
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
№
９
は
木
口
に
露
出
す
る
文
様
断
面
に
金
地
を
ほ
ど
こ

し
て
い
る
点
で
、
№
４
よ
り
も
鑑
賞
用
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ
た
表

現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
Ⅰ
の
グ
ル
ー
プ
や
№
４
よ
り
も
時
代
の
下
が
っ
た
芝

山
派
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
と
同
様
に
、
№
２
は
鑢
か
け
の
跡
が
あ
り
、
彫
込
の
浅
さ
や

凸
凹
は
Ⅰ
や
№
１
な
ど
の
表
現
と
類
似
す
る
が
、
彫
刻
の
大
ら
か
さ
や
、
構
図

の
取
り
方
に
独
自
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。
芝
山
と
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
作
者

の
製
作
と
位
置
づ
け
た
。

　

ま
た
、
№
10
象
牙
地
楓
鸚
鵡
長
春
鶺
鴒
象
嵌
印
籠
、
№
11
象
牙
地
柘
榴
鶺
鴒

梅
鷹
象
嵌
印
籠
両
作
品
は
、
寄
貝
と
平
模
様
と
を
併
用
す
る
も
の
で
、
表
現
技

法
は
№
１
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
み
な
せ
る
が
、
描
法
な
ど
に
形
式
化
・
簡
略
化

が
認
め
ら
れ
る
。文
様
自
体
の
厚
み
や
彫
込
の
深
さ
が
増
す
傾
向
に
あ
る
の
で
、

初
期
作
例
よ
り
も
大
分
年
代
が
下
が
っ
た
芝
山
派
の
作
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。

　

ま
た
、
梅
や
桜
、
草
虫
を
描
き
な
が
ら
Ⅰ
な
ど
と
類
似
性
を
見
出
し
得
な
か

っ
た
も
の
に
№
５
金
溜
地
東
天
紅
蒔
絵
象
嵌
印
籠
、
№
６
黒
漆
地
水
辺
草
虫
蒔

絵
象
嵌
印
籠
が
あ
げ
ら
れ
る
。
描
法
・
技
法
と
も
に
簡
略
化
が
進
み
、
い
ず
れ

も
Ⅰ
や
№
１
と
似
た
点
が
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
種
々
の
素
材
を
切
り
出
し

て
文
様
を
表
す
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
作
品
と
共
通
し
て
お
り
、
芝

山
派
と
の
関
連
は
捨
て
き
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
№
８
金
溜
地
布
袋
唐
子
蒔
絵
象
嵌
印
籠
は
木
胎
の
加
飾
方
法
や
、

彫
込
の
深
さ
、
木
口
に
み
る
文
様
断
面
に
金
地
の
化
粧
を
ほ
ど
こ
す
な
ど
の
表

現
が
№
９
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
Ⅰ
や
№
１
と
比
較
す
れ
ば
、
文
様
は
単
純
化

し
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
ほ
ど
丸
み
を
お
び
た
形
状
で
、
毛
彫
は
簡
略

化
が
進
み
、
芝
山
派
に
特
徴
的
な
精
緻
な
鑢
か
け
・
彫
刻
な
ど
と
は
様
相
を
異

に
し
て
い
る
。
現
段
階
で
は
、
芝
山
派
に
も
帰
し
が
た
い
。
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ま
た
№
７
金
溜
地
琴
高
鍾
離
権
蒔
絵
象
嵌
印
籠
も
芝
山
銘
の
あ
る
も
の
だ

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
蒔
絵
主
体
の
作
例
で
あ
る
。
金
高
蒔
絵
中
に
仙
人
の

顔
貌
を
埋
め
る
よ
う
に
象
嵌
し
て
お
り
、
器
面
よ
り
文
様
が
突
出
す
る
と
い
う

基
本
的
な
芝
山
象
嵌
技
法
と
異
な
る
た
め
、
芝
山
派
と
は
別
の
作
者
を
想
定
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
、
尾
張
徳
川
家
や
有
栖
川
宮
家
に
伝
来
す
る
品
、
海
外
コ
レ
ク
タ
ー
の

旧
蔵
品
で
芝
山
作
と
い
わ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
初
期
作
例
に

お
け
る
初
代
・
二
代
・
三
代
易
政
の
別
や
、「
柴
山
作
」
在
銘
品
と
の
識
別
と

い
う
問
題
の
解
明
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
製
作
年
代
や
作
者
に
つ
い
て

整
理
を
試
み
た
。

　

勿
論
、
初
期
作
例
の
在
銘
品
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
易
政
の
筆
跡
に
触

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
現
時
点
で
の
調
査
研
究
に
お
い
て
、
易
政
そ

の
人
の
筆
跡
は
、
こ
れ
ま
で
た
だ
一
点
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、

作
者
銘
に
関
す
る
考
察
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

む
す
び

　

い
わ
ゆ
る
「
芝
山
漆
器
」
あ
る
い
は
「
芝
山
」「
芝
山
派
」
と
い
う
概
念
は
、

伝
来
や
横
浜
芝
山
漆
器
の
存
在
、
あ
る
い
は
様
式
論
の
敷
衍
な
ど
に
よ
り
、
そ

の
領
域
を
広
げ
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
た
。
在
銘
か
つ

伝
来
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
作
例
を
核
と
し
て
、
今
一
度
芝
山
象
嵌
の
定
義
づ

け
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
本
論
を
試
み
た
。
目
覚
ま
し
い
成
果
を
得
た

と
は
い
え
な
い
が
、
以
前
よ
り
技
法
に
踏
み
込
ん
で
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
分
、
作
品
に
つ
い
て
従
来
よ
り
も
厳
密
に
論
ず
る
こ
と
が

で
き
た
と
思
う
。
た
だ
し
今
回
は
、
国
内
に
所
在
を
つ
き
と
め
た
も
の
の
、
時

間
の
制
約
が
あ
り
詳
し
い
調
査
に
至
ら
な
か
っ
た
芝
山
易
政
在
銘
の
作
例
が
あ

る）
37
（

。
引
き
続
き
初
期
作
例
と
初
代
芝
山
易
政
と
の
関
係
を
示
す
作
品
を
探
索
、

研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
芝
山
象
嵌
作
品
の
輪
郭
を
明
確
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

註 

※
各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
最
終
閲
覧
日
は
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
。

１　

岩
井
胤
夫
「
永
田

治
の
活
躍
年
代
と
そ
の
系
譜
」、
桑
原
康
郎
「
永
田

治
と
琳
派
」

（『
謎
の
蒔
絵
師
永
田

治
│
尾
形
光
琳
の
後
継
者
を
名
乗
っ
た
男
│
』【
展
覧
会
図
録
】

Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ 

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ 

令
和
元
年
）
参
考
。

２　

東
京
府
勧
業
課
編
『
東
京
名
工
鑑
』
有
隣
堂　

明
治
十
二
年
（
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

　
　

前
田
香
雪
「
芝
山
象
眼
創
製
者
の
傳
及
其
系
統
」『
日
本
美
術
協
会
報
告
』
第
一
二
二

号　

明
治
三
十
一
年

　
　

前
田
香
雪
「
芝
山
象
嵌
ノ
創
製
其
傳
系
」『
京
都
美
術
協
会
雑
誌
』
第
八
十
号　

明
治

三
十
二
年

　
　

前
田
香
雪
（
一
八
四
一

－

一
九
一
六
）
は
明
治
時
代
の
鑑
識
家
、
美
術
家
。
江
戸
生

ま
れ
。
日
本
美
術
協
会
の
前
進
で
あ
る
龍
池
会
の
設
立
を
助
け
、
日
本
美
術
院
で
は

国
宝
修
繕
の
監
督
、
東
京
美
術
学
校
の
考
古
学
講
師
な
ど
歴
任
し
た
（
監
田
力
「
前

田
香
雪
」
の
項
、
下
中
邦
彦
編
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
第
五
巻　

平
凡
社
〔
初
版
昭

和
十
三
年
〕
復
刻
版
同
五
十
四
年
参
照
）。

３　

こ
れ
ら
記
載
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
奥
住
淳
「
芝

山
専
蔵
│
芝
山
象
嵌
創
業
者
の
人
物
像
を
探
る
│
」（
芝
山
町
総
務
課
「
広
報
し
ば
や

ま
」
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
）、 

奥
住
淳
「
芝
山
象
嵌
創
業
の
由
来
と
芝
山
専
蔵
」

『
芝
山
象
嵌
と
横
浜
芝
山
漆
器
』【
展
覧
会
図
録
】
芝
山
町
立
芝
山
古
墳
・
は
に
わ
博

物
館　

平
成
二
十
一
年
。

４　

註
３
奥
住
同
図
録
掲
載
論
文

５　

註
２
前
田
両
前
掲
書

６　

岩
下
英
夫
「
芝
山
漆
器
の
調
査
研
究
」
神
奈
川
県
工
芸
指
導
所
鎌
倉
支
所　

昭
和
五

十
一
年

　
　

赤
堀
郁
彦
「
芝
山
漆
器
物
語
」『
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団　

横
浜
学
セ
ミ
ナ
ー

十
九
』
横
浜
学
連
絡
会
議　

平
成
九
年

７　

宮
崎
輝
生
氏
は
横
浜
の
伝
統
工
芸
・
芝
山
漆
器
を
伝
承
す
る
芝
山
師
。
昭
和
十
一
年
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生
ま
れ
。
横
浜
市
在
住
。
昭
和
二
十
七
年
、
父
正
徳
か
ら
象
嵌
技
術
を
習
得
す
る
。

平
成
二
十
二
年
横
浜
文
化
賞
・
令
和
元
年
神
奈
川
文
化
賞
受
賞
。

８　
「
芝
山
漆
器
、
材
料
と
用
具
」
芝
山
漆
器
研
究
会　

昭
和
五
十
七
年
。
横
浜
芝
山
漆
器

研
究
会
は
象
嵌
技
法
を
宮
崎
輝
生
氏
、
髹
漆
・
蒔
絵
技
法
を
赤
堀
郁
彦
氏
に
学
び
、

技
術
継
承
に
努
め
る
。
令
和
元
年
九
月
時
点
の
会
員
数
は
お
よ
そ
三
十
名
。

９　

小
泉
和
子
「
芝
山
象
嵌
」
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
編
『
日
本
の
象
牙
美
術
│
明
治
の

象
牙
彫
刻
を
中
心
に
│
』【
展
覧
会
図
録
】
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館　

平
成
八
年

10　

沼
田
英
子「
芝
山
細
工
に
つ
い
て
の
基
礎
研
究
」横
浜
美
術
館
学
芸
部『
横
浜
美
術
館
・

横
浜
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
研
究
紀
要
』
第
七
号　

横
浜
美
術
館
・
横
浜
市
民
ギ
ャ
ラ
リ

ー　

平
成
十
七
年

11　

主
要
な
論
著
を
掲
げ
る
。「
第
三
編
近
代
・
現
代　

三
横
浜
地
方
（
一
）
芝
山
漆
器
」

の
項
、
神
奈
川
県
県
民
部
県
史
編
集
室
編
『
神
奈
川
県
史
各
論
編
三　

文
化
』
昭
和

五
十
五
年
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ハ
ッ
ト
「
江
戸
・
明
治
時
代
の
日
本
の
漆
芸
」『
ナ
セ
ル
・

Ｄ
・
ハ
リ
リ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
│
海
を
渡
っ
た
日
本
の
美
術
│
』
第
四
巻　

漆
芸
篇

上　

同
朋
舎
出
版　

平
成
七
年
、
中
山
敏
「
和
文
化
の
あ
る
風
景
（
三
十
六
）
│
横

浜
の
伝
統
工
芸
│
芝
山
漆
器
の
今
昔
」『
か
な
が
わ
風
土
記　

郷
土
の
歴
史
・
民
俗
・

文
化
を
綴
る
地
域
文
化
総
合
誌
』
№
三
一
八　

丸
井
図
書
出
版　

平
成
十
六
年
一
月

一
日
、「
開
港
一
五
〇
周
年
横
浜
は
じ
め
て
物
語
と
現
代
の
匠
七　

芝
山
漆
器
」
横
濱

十
八
号　

神
奈
川
新
聞
社
・
横
浜
市　

平
成
十
九
年
十
月
五
日
、
田
中
敦
子
「
遠
近

見
聞
録
七　

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
華
、
芝
山
細
工
」『
ひ
と
と
き
』
五
月
号　

ウ
ェ
ッ
ジ　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日
、
横
浜
開
港
資
料
館
「『
明
治
の
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
横

浜
芝
山
漆
器
の
世
界
〜
金
子
皓
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
〜
』
展 

展
示
案
内
」
横

浜
市
ふ
る
さ
と
歴
史
財
団　

平
成
二
十
八
年
、
註
６
岩
下
、
赤
堀
前
掲
書
、
註
９
小

泉
前
掲
論
文
、
註
10
沼
田
前
掲
論
文
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

12　

註
２
前
田
明
治
三
十
一
年
前
掲
書
。「
芝
山
氏
系
図
」
初
代
の
項
目
に
「
彫
嵌
」
と
み

え
る
。
限
ら
れ
た
考
察
だ
が
、
こ
の
技
術
は
彫
刻
と
嵌
装
の
二
技
法
を
さ
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。 

13　

註
２
前
田
明
治
三
十
一
年
前
掲
書

14　

芝
山
師
へ
の
聞
き
取
り
調
査
・
平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日
（
火
）
於
横
浜
市
産
業

振
興
セ
ン
タ
ー
。
筆
者
は
横
浜
芝
山
漆
器
研
究
会
に
所
属
し
て
お
り
、
技
法
修
得
や

作
品
製
作
、
芝
山
師
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
続
け
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
情
報
や
知
識

が
初
期
作
例
の
技
法
解
明
に
少
な
か
ら
ず
役
立
つ
と
考
え
て
い
る
。

15　

註
２
前
田
明
治
三
十
一
年
前
掲
書

16　

註
８
前
掲
書
参
照
。
芝
山
象
嵌
技
法
は
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
中
で
浮
き
上
げ

と
称
す
る
技
法
は
現
在
途
絶
え
て
い
る
が
、
花
弁
一
枚
一
枚
を
器
面
に
差
し
込
み
、

よ
り
立
体
的
な
意
匠
表
現
を
特
長
と
す
る
。
花
弁
の
裏
側
は
当
て
木
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、

木
ネ
ジ
な
ど
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
掛
か
り
な
技
法
は
、
明
治
時
代
を
中
心

と
す
る
横
浜
芝
山
漆
器
に
み
ら
れ
る
特
長
の
一
つ
で
あ
り
、
飾
額
・
飾
壺
な
ど
に
み

ら
れ
る
。（
作
品
二
十
一
芝
山
細
工
吊
り
花
籠
図
飾
額
『
華
麗
な
る
日
本
の
輸
出
工
芸

世
界
を
驚
か
せ
た
精
美
の
技　

金
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』【
展
覧
会
図
録
】
た
ば
こ
と
塩

の
博
物
館　

平
成
二
十
三
年
参
考
）

17　

芝
山
（
彫
刻
）
師
は
文
様
に
彫
刻
を
ほ
ど
こ
し
、
彫
込
師
は
完
成
し
た
文
様
の
嵌
込

を
行
う
。
註
９
小
泉
前
掲
論
文
、
註
10
沼
田
前
掲
論
文
参
照
。

18　

竹
内
奈
美
子
「
彫
嵌
の
系
譜
」
藤
澤
繁
編
『
彫
嵌　

美
し
き
匠
の
技
』【
展
覧
会
図
録
】　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
竹
柳
堂　

平
成
二
十
五
年
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
美
術
部
編
『
内

国
勧
業
博
覧
会
美
術
品
出
品
目
録
』
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所　

平
成
八
年
、
東
京

国
立
文
化
財
研
究
所
美
術
部
編
『
明
治
期
万
国
博
覧
会
美
術
品
出
品
目
録
』
東
京
国

立
文
化
財
研
究
所　

平
成
九
年
。

19　

註
18
平
成
八
年
目
録

20　

す
な
わ
ち
作
風
や
技
法
な
ど
か
ら
直
ち
に
初
期
芝
山
象
嵌
作
品
の
独
自
性
が
求
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
芝
山
象
嵌
創
始
の
背
景
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
、
芝
山

象
嵌
の
特
長
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
易
政
登
場
以
前
に
種
々
の
素
材
を
用
い
る
象
嵌

を
得
意
と
し
た
人
物
に
小
川
破
笠
（
一
六
六
三

－

一
七
四
七
）
が
い
る
。

　
　

破
笠
は
元
禄
時
代
、
松
尾
芭
蕉
に
師
事
し
て
、
俳
諧
・
絵
画
分
野
で
活
躍
。
享
保
年

間
の
五
十
歳
代
後
半
か
ら
古
墨
を
意
匠
し
た
硯
箱
や
箪
笥
、
印
籠
を
作
り
始
め
た
。

こ
れ
ら
は
笠
翁
細
工
と
よ
ば
れ
人
気
を
博
し
た
と
い
う
（
内
田
篤
呉
『
硯
箱
の
美　

蒔
絵
の
精
華
』
淡
交
社　

平
成
十
八
年
参
照
）。
ま
た
、
こ
の
細
工
に
み
る
特
長
の
一

つ
は
嵌
め
込
む
形
に
合
わ
せ
て
、陶
板
を
作
成
す
る
型
物
陶
板
で
あ
る（
小
林
祐
子「
江

戸
漆
工
の
革
新
者
小
川
破
笠
」『
日
本
美
術
大
全
集
第
十
三
巻　

宗
達
・
光
琳
と
桂
離

宮
』
小
学
館　

平
成
二
十
五
年
参
照
）。

　
　
　

一
方
中
国
で
は
、
清
時
代
を
中
心
と
し
て
「
百
宝
嵌
」 

が
流
行
し
た
。
こ
の
手
法

は
玉
石
や
貝
、
珊
瑚
、
玳
瑁
、
象
牙
、
犀
角
、
ガ
ラ
ス
な
ど
異
素
材
に
彫
刻
を
ほ
ど

こ
し
、
木
地
や
漆
面
に
象
嵌
す
る
も
の
で
、
江
戸
時
代
、
日
本
の
工
芸
品
に
影
響
を

与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
西
岡
康
宏
「
漆
工
芸
」
中
野
徹
・
西
上
実
編
『
世
界

美
術
大
全
集　

東
洋
編
』
第
九
巻
・
清　

小
学
館　

平
成
十
年
参
考
）。
さ
ら
に
芝
山

は
こ
の
百
宝
嵌
と
同
系
の
技
法
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
三
田
村
有
純
「
芝
山
細
工
」

の
項
、
漆
工
史
学
会
編
『
漆
工
辞
典
』
初
版
平
成
二
十
四
年
参
照
）。
し
か
し
今
の
と

こ
ろ
芝
山
易
政
と
中
国
清
時
代
の
工
芸
、
小
川
破
笠
と
の
関
わ
り
を
直
接
結
び
つ
け

る
証
拠
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
芝
山
象
嵌
創
始
の
背
景
や
芝
山
象
嵌
の
独
自
性
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
調
査
研
究
を
俟
ち
た
い
。

21　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
。
御
三
家
筆
頭
、
六
十
二
万
石
余
で
あ
っ
た
尾
張
徳
川
家

の
印
籠
蒐
集
に
関
す
る
幕
末
期
の
記
録
。

22　

印
籠
を
お
さ
め
る
桐
箱
蓋
裏
の
墨
書
。「
文
久
二
壬
戌
年
四
月
／
輪
王
寺
宮
就　

御
上

洛
／
爲
御
土
産
被
進
」
と
あ
る
（
國
學
院
大
學
校
史
資
料
課
編
『
有
栖
川
宮
ゆ
か
り

の
名
品
』
学
校
法
人
國
學
院
大
學　

平
成
九
年
参
照
）。
な
お
蓋
裏
墨
書
は
本
文
第
二

章
図
４
に
掲
載
。
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23　

註
22
同
書
参
照

24　
『
國
學
院
大
學
博
物
館
』
國
學
院
大
學
博
物
館　

平
成
二
十
七
年
参
照

25　

塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
（
補
任
部
）
続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和

三
十
三
年（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）、『
門
跡
傳　

八　

輪
王
寺
』

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
参
照
。

26　

高
尾
曜
「
新
訂
・
増
補　

近
世
蒔
絵
師
銘
鑑
│
印
篭
蒔
絵
師
を
中
心
に
」
村
田
理
如

企
画
・
監
修
『
骨
董
緑
青
』
二
十
四
号　

マ
リ
ア
書
房　

平
成
十
七
年
、
高
尾
曜
「
蒔

絵
師
伝
記
江
戸　

白
井
可
夾
斎
」
の
項
、
蒔
絵
博
物
館http://w

w
w
.m
akie-

m
useum

.com
/m
kakosai.htm

l

、
註
18
前
掲
図
録
参
照
。
な
お
当
館
蔵
《
蓬
莱
山

蒔
絵
組
杯
》（
登
録
番
号
Ｏ
Ｍ
〇
〇
六
六
五
五
）、《
流
水
鯉
蒔
絵
杯
》（
登
録
番
号
Ｏ

Ｍ
〇
〇
六
六
五
九
）
の
底
裏
に
金
蒔
絵
銘
「
可
夾
斎
枩
山
」
と
あ
り
、
作
者
は
同
一

人
物
と
み
ら
れ
る
（『
盃
の
な
か
の
小
さ
な
世
界
』【
展
覧
会
図
録
】
大
阪
市
立
美
術

館　

平
成
二
十
五
年
参
照
）。

27　

註
26
高
尾
同
書

28　

小
池
富
雄「
尾
張
徳
川
家
の
印
籠
」（「
別
冊
太
陽　

骨
董
を
楽
し
む
四　

印
籠
と
根
付
」

平
凡
社　

平
成
七
年
一
月
五
日
）

29　

註
28
小
池
同
書

30　

荒
川
浩
和
編
「
印
籠
」
第
五
集　

マ
リ
ア
書
房　

昭
和
四
十
七
年
、
荒
川
浩
和
編
「
日

本
の
美
術　

一
九
五　

印
籠
と
根
付
」
至
文
堂　

昭
和
五
十
七
年
、
註
28
小
池
前
掲

書
な
ど
に
み
え
る
。

31　

同
趣
の
下
絵
を
も
と
に
製
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
件
の
印
籠
の
関
係
は
何
ら

判
然
と
し
な
い
（
作
品
一
〇
三　

五
島
美
術
館
学
芸
部
編
『
羊
遊
斎　

江
戸
琳
派
の

蒔
絵
師
』【
展
覧
会
図
録
】
五
島
美
術
館　

平
成
十
一
年
参
考
）。

32　

M
onika K

opplin, O
stasiatische Lackkunst : ausgew

ählte A
rbeite, M

ünster, 
Germ

any

：M
useum

 für Lackkunst, 1993

　
　

右
図
録
の
ご
提
供
は
、
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
後
藤
文
子
氏
に
よ
る
。

33　

ラ
ッ
カ
ー
芸
術
博
物
館
は
ラ
ッ
カ
ー
や
漆
塗
料
を
専
門
テ
ー
マ
と
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
漆
芸
研
究
を
先
駆
け
る
館
。二
十
世
紀
前
半
頃
よ
り
、Dr. Erich Zschocke

（
一

九
〇
一

－

一
九
七
八
）
とD

r.K
urt H

erberts

（
一
九
〇
一

－

一
九
八
九
）
の
熱
心

な
作
品
蒐
集
に
よ
っ
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
。
現
在
、
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
は
約
二
千
件
に
お
よ
ん
で
お
り
、
東
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
イ
ス
ラ
ム
諸
国

の
美
術
工
芸
品
を
所
蔵
す
る
。
こ
の
中
で
日
本
の
漆
芸
品
の
点
数
が
最
も
多
く
、
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
を
担
う
。
現
在
同
館
は
国
際
的
化
学
総
合
メ
ー
カ
ーBA

SF

傘

下
で
、
自
動
車
・
工
業
用
な
ど
の
ラ
ッ
カ
ー
塗
料
や
建
造
物
塗
料
な
ど
の
製
造
・
販

売
を
行
うBA

SF Coating Gm
bh

に
属
し
て
い
る
（T

H
E H
IST
O
RY
 O
F T
H
E 

M
U
SE
U
M
 O
F
 L
A
C
Q
U
E
R
 A
R
T

　

https://w
w
w
.m
useum

-fuer
-

lackkunst.de/en/story

参
照
）。

34　

註
33
同
博
物
館D

r. Patricia Frick

の
ご
教
示
に
よ
る
。

35　

茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
《
鴛
鴦
芝
山
象
嵌
印
籠
》。
小
判
形
三
段
印
籠
と
根
付
に
芝
山
易

政
の
銘
が
あ
る
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）、
一
橋
家
六
代
慶
昌
が
十
二
代
将
軍
家
慶

よ
り
拝
領
し
た
も
の
で
、
以
後
一
橋
徳
川
家
に
伝
来
し
た
と
い
う
（
図
一
七
七
『
サ

ム
ラ
イ
・
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム　

刀
と
印
籠 

│
武
士
の
こ
だ
わ
り
』【
展
覧
会
図
録
】
東

京
富
士
美
術
館　

平
成
三
十
一
年
参
照
）。

36　

註
２
前
田
明
治
三
十
一
年
前
掲
書

37　

註
35
前
掲
印
籠

﹇
付
記
﹈
本
稿
の
執
筆
・
図
版
の
掲
載
に
あ
た
り
、
貴
重
な
作
品
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
所
蔵
機
関
お
よ
び
所
蔵
者
の
皆
様
、
助
成
を
い
た
だ
き
ま
し
た
出
光
文
化

福
祉
財
団
、
な
ら
び
に
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
多
く
の
関
係
者
の
方
々
に

対
し
ま
し
て
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

な
お
、
本
稿
の
一
部
は
平
成
二
十
八
年
度
公
益
財
団
法
人
出
光
文
化
福
祉
財
団
の

調
査
・
研
究
事
業
助
成
に
基
づ
く
『
国
内
所
在
作
品
を
踏
ま
え
た
芝
山
漆
器
の
総
合

的
研
究
』
の
成
果
に
よ
る
も
の
で
す
。

図
版

　

図
版
凡
例

　

◇
口
絵
１
の
番
号
Ⅰ
は
、三
章
本
文
作
品
番
号
、四
章
表
２
の
№
・
本
文
作
品
番
号
と
一
致
す
る
。

　

◇ 

三
章
モ
ノ
ク
ロ
図
版
の
番
号
Ⅱ
は
、
四
章
表
２
の
№
・
本
文
作
品
番
号
と
一
致
す
る
。
四
章

モ
ノ
ク
ロ
図
版
の
作
品
番
号
は
、
二
章
表
１
の
№
・
本
文
作
品
記
述
番
号
、
四
章
表
２
の
№
・

本
文
作
品
番
号
と
一
致
す
る
。

　

◇ 

図
版
写
真
お
よ
び
フ
ォ
ト
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
、
各
所
蔵
機
関
、
所
蔵
者
様
か
ら
提
供
を
受
け
た
。

こ
の
ほ
か
は
筆
者
が
撮
影
し
た
。

　
　

・ 

徳
川
美
術
館
所
蔵　

Ⓒ
徳
川
美
術
館
イ
メ
ー
ジ
ア
ー
カ
イ
ブ/D

N
Partcom

 

： 

口
絵
１（
＝

三
章
図
１
）、
二
章
図
１
・
２
・
３
、
四
章
図
１
・
３
・
４
・
５
・
14
・
22
・
23
・
24
・

27
・
29
・
30
・
31
・
37
・
39
・
43
・
47

　
　

・ 

東
京
国
立
博
物
館　

T
N
M
 Im
age A

rchives

：
一
章
図
３
、
二
章
図
９
、
四
章
図
７
・ 

17
・
34
・
49

　
　

・
ラ
ッ
カ
ー
芸
術
博
物
館
：
三
章
図
２
、
四
章
図
２
・
15
・
28
・
38

　
　

・
宮
崎
輝
生
氏
：
一
章
図
１
・
２

　

◇
図
版
写
真
の
無
断
転
載
・
複
製
・
改
変
な
ど
を
禁
ず
る
。


