
先
号
に
お
い
て
「
碑
銘
幻
想
」
な
る
一
文
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
の
属
画
昌
の
窟
院
に
見
ら
れ
る
碑
銘
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
順
序
に
よ

れ
ば
、
今
回
は
旨
画
馨
巳
凹
の
碑
銘
に
つ
い
て
と
り
組
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
昨
年
来
、
そ
の
た
め
の
準
伽
を
進
め
て
来
た
の
で
は
あ
っ
た
が

幸
な
こ
と
に
、
昨
年
末
、
イ
ン
ド
日
本
寺
落
成
記
念
法
要
を
か
ね
て
、
イ
ン
ド
を
旅
行
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
嵐
胃
辱
を
参
拝
す
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
、
急
拠
、
予
定
を
変
更
し
て
、
屍
画
昌
見
聞
記
に
切
り
か
え
、
資
料
だ
け
に
た
よ
っ
た
前
論
文
に
誤
り
が
あ
れ
ば
正
し
て

行
き
た
い
と
念
願
を
し
た
。
従
っ
て
冨
画
碁
昌
“
の
碑
銘
に
関
し
て
の
報
告
は
次
号
以
下
に
延
期
さ
れ
る
の
で
、
御
了
承
を
願
い
た
い
。

ボ
ン
・
ヘ
イ
に
着
い
た
の
は
十
二
月
二
十
二
日
の
夜
九
時
。
ホ
テ
ル
に
着
い
て
夕
食
を
と
っ
た
ら
十
一
時
に
な
っ
て
い
た
。
ボ
ン
ベ
イ
の

街
は
非
常
に
明
る
く
て
、
こ
れ
が
今
迄
歩
い
て
来
た
北
部
イ
ン
ド
、
仏
跡
を
中
心
と
し
た
イ
ン
ド
と
同
じ
イ
ン
ド
と
は
ど
う
し
て
も
感
じ

ら
れ
な
い
。
思
わ
ず
口
笛
を
吹
き
た
く
な
る
心
境
に
な
っ
た
が
、
こ
の
解
放
感
に
似
た
よ
う
な
も
の
が
尉
画
農
へ
の
旅
立
ち
を
さ
せ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
本
来
は
こ
れ
か
ら
ど
画
口
冨
の
石
窟
寺
院
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
冒
巳
目
鈩
時
目
ロ
①

の
ス
ト
に
鉄
道
の
ス
ト
も
重
な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
堕
四
自
国
に
は
行
け
な
い
。
止
む
な
く
二
十
三
・
二
十
四
の
両
日
、
ポ
ン
ペ
イ
の
周

碑
銘
幻
想

カ
ー
ル
リ
・
カ
ー

1

ン
へ
リ
見
学
報
告

望

月

海
淑
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辺
の
観
光
と
い
う
こ
と
に
切
り
か
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
自
由
時
間
だ
と
い
う
こ
と
だ
、
お
ま
け
に
ボ
ン
・
ヘ
イ
の
街
は
、
土

地
不
案
内
の
も
の
で
も
容
易
に
一
人
旅
を
思
い
立
た
せ
る
程
に
明
る
い
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
。
「
嵐
閏
鹿
へ
行
こ
う
」
私
は
そ
の
夜
の

内
に
思
い
立
っ
て
、
た
っ
た
一
人
で
車
の
手
配
を
た
の
ん
だ
。
気
負
い
心
か
ら
だ
っ
た
が
、
一
人
き
り
だ
と
い
う
の
で
、
不
安
が
な
い
で

も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
の
席
に
つ
い
た
秋
田
の
分
銅
志
静
師
が
同
行
を
志
望
せ
ら
れ
て
、
実
は
ほ
っ
と
し
た
。

翌
二
十
三
日
、
横
須
賀
の
建
築
業
の
村
上
豊
さ
ん
を
誘
い
、
甲
府
の
梶
山
妙
浄
尼
を
加
え
て
、
四
人
で
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ｏ
と

こ
ろ
が
車
の
運
転
手
君
、
宍
画
昌
だ
と
行
先
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
カ
ー
ネ
リ
ー
だ
ろ
う
、
五
十
キ
ロ
先
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
筈
は
な
い
、

カ
ー
ル
リ
ー
だ
、
も
っ
と
先
だ
と
い
っ
て
も
よ
く
解
ら
な
い
。
地
図
を
広
げ
説
明
し
、
酉
目
煙
の
手
前
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
や
っ
と
理

解
し
た
ら
し
い
。
や
お
ら
車
は
走
り
出
し
た
。
時
に
午
前
十
時
。
現
地
に
着
い
て
か
ら
解
っ
た
こ
と
だ
が
、
罰
画
昌
は
昔
の
名
前
で
今
は

扇
肖
置
①
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
解
ら
な
い
筈
だ
。

市
内
を
ぬ
け
る
と
有
料
道
路
に
な
っ
た
。
’
一
ユ
ー
ポ
ン
？
ヘ
イ
の
建
築
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
あ
た
り
を
す
ぎ
る
と
、
イ
ン
ド
特
有

の
大
平
原
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
北
部
と
ち
が
う
と
こ
ろ
は
、
や
が
て
行
手
に
山
が
見
え
出
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
一
時
間
以
上
も
走
っ
た

の
で
、
あ
の
辺
の
山
が
目
指
す
周
画
農
か
と
思
っ
た
が
、
車
は
一
向
に
停
車
す
る
よ
う
な
気
配
を
見
せ
な
い
。
二
時
間
近
く
走
っ
て
、
車

は
と
あ
る
部
落
に
入
っ
て
小
休
止
。
こ
ぎ
れ
い
な
飲
食
店
が
並
ん
で
い
る
。

再
び
走
り
始
め
た
車
は
、
い
き
な
り
急
な
坂
道
に
か
か
っ
た
。
つ
づ
ら
折
れ
の
坂
道
は
箱
根
山
の
そ
れ
に
似
て
い
る
ｏ
か
な
り
昇
っ
た

と
こ
ろ
で
珍
ら
し
く
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
る
と
、
い
き
な
り
目
の
前
は
断
雌
絶
壁
だ
っ
た
。
は
る
か
な
彼
方
に
断
雌
の
上
の
部
落
が
見
え

る
。
或
は
ボ
ン
。
ヘ
ィ
あ
た
り
の
避
暑
地
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
浦
酒
な
建
物
が
点
在
し
て
い
る
。
心
な
し
か
風
も
涼
し
い
。
更
に
走
り
続

け
て
、
左
手
に
山
が
近
づ
い
て
来
た
時
、
運
転
手
君
、
左
手
を
あ
げ
て
、
あ
の
山
だ
、
と
ど
な
っ
た
。
成
程
、
畠
の
向
う
の
丘
の
よ
う
な
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山
の
中
腹
に
、
黒
っ
ぽ
い
岩
み
た
い
な
部
分
が
見
え
る
。

街
道
か
ら
そ
れ
て
脇
道
に
入
っ
て
行
く
と
、
黒
っ
ぽ
い
部
分
は
ど
ん
ど
ん
と
拡
大
さ
れ
て
、
ほ
ら
穴
の
よ
う
な
部
分
も
見
え
出
し
た
。

大
勢
の
人
狗
が
動
い
て
い
る
の
も
見
え
る
。
今
日
は
日
曜
日
、
信
仰
熱
心
な
イ
ン
ド
人
の
こ
と
だ
か
ら
、
大
勢
お
参
り
に
来
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
ボ
ン
・
ヘ
イ
か
ら
お
よ
そ
一
四
○
キ
ロ
位
。
十
二
時
を
と
う
に
す
ぎ
て
い
た
。

駐
車
場
に
車
を
入
れ
る
と
大
勢
の
人
々
が
集
ま
っ
て
来
て
、
口
口
に
何
か
を
喋
る
が
、
何
の
こ
と
か
解
ら
な
い
。
か
ま
わ
ず
に
歩
き
出

す
と
、
一
人
の
老
人
が
先
頭
に
立
っ
た
。
こ
の
人
が
案
内
人
だ
っ
た
。
急
な
階
段
状
の
坂
道
が
延
々
と
の
び
て
い
る
。
暑
い
。
木
陰
で
一

体
ゑ
し
て
ふ
り
返
る
と
運
転
手
君
も
上
っ
て
来
る
。
そ
う
い
え
ば
「
私
は
ブ
テ
ス
ト
ゥ
且
冨
降
だ
」
と
い
っ
て
い
た
。
途
中
の
茶
店
で
一

休
永
し
て
上
っ
た
が
、
一
キ
ロ
も
歩
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
眼
下
に
盆
地
の
よ
う
に
高
原
が
ひ
ろ
が
り
、
は
る
か
な
彼
方
に
今
来
た
街

道
が
一
筋
光
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
右
下
に
点
全
と
部
落
の
あ
る
の
が
見
え
る
が
、
他
に
た
い
し
た
部
落
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
な

い
。
何
故
に
、
こ
の
よ
う
な
所
に
窟
院
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
。

２

入
場
料
を
払
っ
て
中
に
入
る
と
、
前
方
左
手
に
目
指
す
○
彦
凰
９
画
が
見
え
、
そ
の
手
前
に
岩
が
え
ぐ
ら
れ
た
よ
う
な
大
き
な
空
洞
が

見
え
る
。
空
洞
に
は
階
段
が
あ
り
、
そ
の
上
に
急
冨
３
が
あ
る
。

ま
●
つ
ｏ
ｇ
－
ｑ
ｍ
に
行
く
。
現
地
の
案
内
人
は
諺
ざ
丙
脚
ピ
ラ
ー
だ
と
い
っ
た
が
、
○
冨
一
ご
脚
の
入
口
左
に
大
き
な
十
六
角
の
石
柱
が

立
っ
て
お
り
、
上
部
も
そ
れ
に
ま
ね
た
背
中
あ
わ
せ
の
獅
子
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
シ
８
百
ピ
ラ
ー
の
獅
子
が
首
筋
の
と
こ
ろ

で
背
中
合
せ
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
の
獅
子
は
背
中
の
あ
た
り
で
く
っ
つ
く
よ
う
に
仕
上
っ
て
お
り
、
そ
の
台
座
は
四
角
で

①

あ
り
、
全
体
に
サ
ル
ナ
ー
ト
で
見
る
凄
き
厨
ピ
ラ
ー
程
に
精
巧
な
出
来
栄
え
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
の
石
柱
の
後
が
○
画
ｇ
ご

横
等
に
沢
山
な
彫
刻
が
あ
る
。

③

ま
づ
正
面
入
口
の
右
に
あ
る
豊
満
な
姿
の
男
女
一
対
の
姿
が
目
を
引
く
。
案
内
人
は
こ
れ
は
寄
進
者
の
像
で
あ
る
と
い
い
、
ミ
ト
ナ
像

で
は
な
い
か
と
の
質
問
に
対
し
て
彼
は
、
ミ
ト
ナ
は
こ
ん
な
も
の
で
は
な
い
、
こ
れ
は
健
康
そ
の
も
の
で
信
仰
者
の
あ
た
り
ま
え
な
姿
だ

と
何
の
け
れ
ん
味
も
な
く
い
っ
て
の
け
た
。
そ
の
自
信
あ
り
げ
な
断
定
の
姿
は
、
イ
ン
ド
で
は
宗
教
的
な
も
の
の
中
に
、
宗
教
の
否
定
す

る
人
間
本
来
の
性
的
欲
求
を
、
端
的
に
具
象
化
し
た
も
の
を
並
べ
表
わ
す
こ
と
に
、
何
等
の
矛
盾
も
感
じ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い

う
高
田
修
氏
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

そ
う
い
え
ば
、
正
面
入
口
右
の
男
女
像
は
男
の
右
手
が
女
の
肩
を
抱
く
形
の
も
の
で
、
女
は
左
脚
を
曲
げ
て
右
足
に
組
糸
合
せ
て
お
り

入
口
左
に
あ
る
男
女
像
は
上
半
身
は
同
じ
ポ
ー
ズ
で
あ
り
、
女
の
足
は
曲
げ
ら
れ
ず
真
直
ぐ
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
、
両
者
共
に
腰
布
ら

し
き
も
の
を
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
か
ら
は
豊
満
な
も
の
な
が
ら
ぷ
だ
ら
な
も
の
は
感
じ
ら
れ
て
来
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
こ
の
両
者
の
像
の
間
に
は
侍
者
を
従
え
た
釈
尊
像
が
あ
り
、
更
に
男
女
像
の
下
に
も
釈
尊
像
が
み
ら
れ
る
。
日
本
の
仏
教
的
考
え

方
か
ら
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
想
像
出
来
か
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

真
横
に
は
大
き
な
三
頭
づ
つ
の
象
が
彫
刻
さ
れ
、
そ
の
上
部
に
は
仏
・
菩
薩
像
と
と
も
に
男
女
二
人
づ
つ
の
た
わ
む
れ
る
よ
う
な
姿
が

④

彫
刻
さ
れ
て
天
井
ま
で
馬
蹄
型
の
飾
り
が
あ
る
。
静
谷
目
録
五
一
六
に
出
て
来
る

切
目
目
３
愚
比
丘
寄
進
の
昌
詳
昏
冒
画

と
い
う
の
は
、
こ
の
像
に
つ
い
て
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
案
内
人
は
ダ
ン
サ
ー
だ
と
い
い
切
っ
た
。
あ
る
い
は
当

②

ピ
ラ
ー
の
後
が
入
口
で
あ
る
が
、
半
分
は
破
損
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
残
っ
て
い
る
柱
に
は
銘
文
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
石
柱
の
後
が
○
菌
詳
冒
の
入
口
。
真
正
面
に
大
き
な
入
口
が
あ
り
、
左
右
に
小
さ
な
入
口
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
間
、
更
に
右
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時
、
こ
の
よ
う
な
服
装
で
人
灸
は
活
躍
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
る
。

入
口
の
上
に
は
非
常
に
大
き
な
半
円
球
の
明
り
窓
を
か
ね
た
窓
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
が
出
入
す
る
と
こ
ろ
の
高
さ
よ
り
は
も
っ
と
高
い

程
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
木
を
も
っ
て
飾
り
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
同
行
し
た
建
築
家
の
村
上
豊
氏
は
、
石
窟
寺
院

が
単
に
岩
山
を
堀
れ
ぱ
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
平
地
の
上
に
建
て
ら
れ
た
寺
院
を
ま
ね
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で

の
薗
冨
の
手
前
ま
で
で
片
側
十
五
本
づ
つ
の
石
柱
が
並
び
、
こ
れ
ら
は
四
角
で
三
段
の
基
盤
の
上
に
丸
型
の
台
が
あ
り
、
八
角
の
石
柱

が
そ
の
上
に
立
ち
、
Ｐ
ｇ
丙
画
ピ
ラ
ー
の
上
部
に
あ
る
よ
う
な
台
が
の
り
、
更
に
四
角
な
四
段
の
台
の
上
に
、
一
頭
の
象
が
の
り
象
の
上

に
は
四
人
の
男
女
が
の
っ
て
お
り
、
女
は
か
な
り
豊
満
な
肉
体
を
し
て
い
る
。

こ
の
飾
り
の
あ
る
石
柱
の
う
ち
、
入
口
か
ら
見
て
左
側
の
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
皿
と
、
右
側
の
５
８
ｎ
週
皿
蛎
に
は
銘
文
が
彫
ら
れ
て

⑤

い
る
が
、
そ
の
銘
文
に
つ
い
て
は
静
谷
目
録
を
御
参
照
願
い
た
い
。

あ
る
、
と
い
わ
れ
た
。

○
彦
巴
ご
脚
の
内
部
の
奥
行
は
約
三
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
十
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
十
四
メ
ー
ト
ル
で
屍
四
目
胃
風
の
○
百
巴
９
画
と
同
じ
よ

ｑ

う
な
型
を
し
て
お
り
、
真
正
面
に
石
造
の
ｍ
ａ
ｇ
が
あ
り
、
入
口
両
側
に
は
石
柱
が
等
間
隔
で
立
ち
並
び
、
の
昌
冒
の
後
ろ
を
も
廻
っ

と
思
わ
れ
る
。

て
い
る
。

前
号
に
紹
介
し
た
静
谷
目
録
五
二
○
に
出
て
来
る
碑
銘
、
．
「
大
衆
部
の
出
家
比
丘
の
支
持
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
真
正
面

の
入
口
と
右
横
の
入
口
と
の
間
の
プ
リ
ー
ズ
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
半
円
球
の
窓
の
下
に
あ
る
こ
と
に
な
る
、

3
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そ
し
て
の
高
己
四

が
彫
ら
れ
て
い
る
。

尚
、
左
側
五
本
ロ

尚
、
左
側
五
本
目
の
石
柱
の
表
に
は
、
絞
の
よ
う
な
飾
り
が
あ
り
、
右
側
八
本
目
の
石
柱
の
表
に
は
塔
の
彫
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
。

里
号
画
は
屍
四
口
胃
凰
の
が
あ
ま
り
装
飾
が
な
い
の
に
比
べ
、
こ
こ
の
は
か
な
り
装
飾
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
頭
上
の
傘
も
残
さ
れ
、

○
ず
巴
ご
脚
内
部
全
体
に
木
製
の
梁
が
破
損
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
全
体
的
に
見
て
、
厨
四
口
胃
凰
の
そ
れ
よ
り
も
か
な
り

精
巧
な
彫
刻
で
あ
り
、
保
存
度
も
良
い
と
い
い
え
よ
う
。

洞
窟
の
右
手
に
、
近
年
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
鉄
製
の
階
段
が
あ
る
。
そ
れ
を
上
る
と
昌
冨
目
が
あ
り
、
十
三
室
の
同
じ
よ
う
な
僧
坊

が
あ
り
、
十
四
沈
と
十
三
沈
の
広
間
の
左
手
は
一
段
と
高
く
な
り
、
王
様
た
ち
が
説
教
を
聞
き
に
来
た
時
に
坐
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

更
に
そ
の
上
に
石
柱
の
あ
る
ベ
ラ
ン
ダ
を
持
っ
た
急
冨
圃
が
あ
り
、
こ
の
高
さ
で
も
水
槽
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
鉄
製
の
階
段
の
左
手

に
石
造
の
階
段
が
あ
り
、
こ
れ
を
上
る
と
、
そ
こ
に
も
十
一
室
の
劃
冨
国
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
量
冨
目
は
そ
れ
ぞ
れ
洞

が
お
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

○
富
涛
冨
の
左
側
に
か
な
り
大
き
な
洞
窟
が
あ
る
が
、
そ
の
洞
施
の
内
部
に
ぐ
昏
倒
画
が
あ
る
。
長
方
型
の
入
口
を
入
る
と
中
は
部
屋

に
な
っ
て
お
り
、
片
隅
に
ベ
ッ
ト
が
つ
く
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
部
屋
が
洞
窟
の
奥
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
真
中
に
は
従
者

を
と
も
な
っ
た
釈
尊
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
○
ず
巴
ご
色
の
北
の
ぐ
昏
倒
画
の
、
南
か
ら
数
え
て
二
番
目
の
僧
坊
の
入
口
の
右
上
の
壁
に
、

大
衆
部
の
所
領
と
し
て
云
々
、
と
い
う
銘
文
が
あ
る
と
い
う
が
、
こ
こ
の
窟
院
の
あ
た
り
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
確
認
を
し
な
か
っ
た
の

窟
の
上
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

の
後
の
七
本
の
柱
は
八
角
形
の
承
で
上
下
の
何
れ
に
も
飾
り
は
な
い
。
し
か
し
、
右
か
ら
二
番
目
の
石
柱
に
は
銘
文

4
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厨
、
冒
固
①
風
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
厨
脚
ロ
号
凰
か
ら
お
こ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
黒
い
山
を
意
味
し
て
い
る
。
緑
の
森
の
上
の

黒
い
山
は
、
昔
か
ら
特
異
な
風
格
を
も
っ
た
山
と
し
て
人
と
の
注
目
を
集
め
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
冨
儲
．
の
且
冨
国
白
磁
薗
再
時
閏
と

園
四
国
属
．
属
の
葛
巴
旨
の
著
し
た
二
書
の
案
内
書
に
よ
る
と
、
こ
の
扇
昌
彦
①
塁
は
仏
教
徒
に
と
っ
て
僧
院
で
あ
っ
た
と
と
も
に
沢
山
な
、

⑦

貿
易
商
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ｇ
冒
国
・
Ｚ
閉
涛
ゞ
国
憲
宮
等
々
の
各
地
へ
の
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

厨
日
〕
胃
凰
は
海
抜
お
よ
そ
二
六
○
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
谷
川
を
は
さ
ん
で
幾
つ
か
の
山
食
に
、
次
々
と
窟
院
が
堀
ら
れ

て
行
っ
た
も
の
で
、
Ｂ
Ｃ
一
世
紀
か
ら
Ａ
Ｄ
十
世
紀
の
間
に
か
け
て
堀
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
一
○
九
の
○
画
蔚
が
遺
さ

れ
て
い
る
。

⑥

ク
の
一
角
に
あ
っ
た
。
ナ
シ
星

あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
せ
る
。

更
に
、
○
冨
一
ご
い
の
前
を
通
り
こ
し
て
南
に
行
く
と
、
そ
ち
ら
に
も
二
つ
の
ぐ
冒
閏
画
が
あ
る
が
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
手
前
の
く
ぎ
胃
煙
の
広
間
に
は
一
箇
所
、
水
が
に
じ
み
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
に
よ
っ
て

赤
い
色
が
ぬ
ら
れ
て
い
る
。
何
に
で
も
関
係
し
何
を
も
ヒ
ン
ズ
ー
の
も
の
と
す
る
。
ハ
イ
タ
リ
テ
ー
が
感
じ
ら
れ
て
そ
ら
恐
ろ
し
く
な
る
。

そ
う
い
え
ば
、
○
富
詳
冒
の
入
口
前
に
も
急
造
の
よ
う
な
象
に
く
い
建
物
が
あ
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
と
し
て
参
観
者
に
む
か
っ
て

が
な
り
た
て
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
力
が
長
い
生
命
を
も
っ
て
バ
ラ
モ
ン
教
の
昔
か
ら
現
在
に
ま
で
生
き
の
こ
る
も
の
と
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

二
十
三
日
、
カ
ー
ネ
リ
ー
ヘ
行
く
。
カ
ー
ネ
リ
ー
は
属
目
胃
凰
と
い
わ
れ
、
ボ
ン
ベ
イ
か
ら
四
五
キ
ロ
位
の
北
方
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
。
ハ
ー

⑥

の
一
角
に
あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
ー
ク
の
門
を
入
っ
て
少
し
す
る
と
、
林
の
上
に
黒
ず
ん
だ
山
が
見
え
て
、
あ
の
あ
た
り
が
窟
院
の

5
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ｚ
四
目
ｐ
ｏ
ぐ
幽
箆
］
Ｐ
国
屋
四
口
。
（
の
賓
国
彦
閣
ロ
。
）
雪
国
ぽ
い
の
穴
四
国
国
ロ
画
門
口
員
電
○
声
の
一
旨
・
の
ぐ
画
．
国
彦
◎
己
画
一
（
の
Ｆ
国
○
も
望
画
室
）
・
国
彦
ｇ
冒
す
①

の
Ｆ
曽
ぐ
巴
で
あ
る
が
、
冨
旬
の
．
曾
目
画
は
も
う
一
人
の
名
前
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
雷
か
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、

こ
の
文
字
は
五
世
紀
の
文
字
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。

恥
３
は
○
毒
凰
ご
画
で
あ
る
。
○
彦
凰
ご
画
と
い
う
の
は
礼
拝
、
祈
り
な
ど
を
行
っ
た
場
所
で
あ
り
、
今
の
寺
院
の
本
堂
の
よ
う
な
役
割

を
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
属
脚
農
》
扇
閏
旨
凰
と
も
に
本
尊
の
型
と
し
て
大
き
な
陣
号
画
を
真
中
に
建
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
前
に
も
紹
介
し
た
急
富
国
は
、
僧
た
ち
が
生
活
を
し
た
場
所
で
あ
り
、
今
の
庫
裡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
裏
書
き
す

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

階
段
を
上
る
と
す
ぐ
右
側
に
恥
１
、
恥
２
の
○
画
く
①
が
あ
る
が
、
恥
１
は
完
成
な
き
ぐ
夢
野
脚
と
い
わ
れ
、
外
側
に
二
つ
の
柱
が
立
っ

て
お
り
、
中
に
は
住
居
に
使
わ
れ
た
部
屋
が
あ
る
。
恥
２
は
二
つ
の
塔
牌
９
画
を
も
っ
た
冨
冨
国
で
あ
る
が
、
塔
の
後
に
は
、
難
破

船
と
か
、
ラ
イ
オ
ン
に
襲
わ
れ
て
い
る
人
間
と
か
、
不
幸
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
人
な
の
姿
を
彫
刻
し
た
も
の
が
あ
る
。
不
幸
・
災
難
を

の
が
れ
る
た
め
の
祈
り
、
そ
れ
を
塔
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
彫
刻
に
接
し
て
、
仏
陀
に
身

を
か
が
め
て
い
る
九
人
の
帰
依
者
の
彫
刻
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
接
し
て
い
る
イ
ン
ス
ク
リ
。
フ
シ
ョ
ン
は
、
九
人
の
名
前
を
書
い
た
も

の
だ
と
い
う
。
国
画
凰
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
は
後
に
な
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
冨
耐
．
の
昌
冨
は
こ
れ
ら
九
人
の
名
前
を

ば
れ
る
○
閏
①
で
あ
ろ
う
。

そ
の
大
部
分
は
窟
院
で
あ
り
、
岩
肌
に
次
灸
と
軒
を
並
べ
る
よ
う
に
窟
さ
く
さ
れ
、
山
の
上
に
向
っ
て
次
々
と
堀
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
坂

道
や
階
段
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
窟
院
群
の
中
で
、
何
と
い
っ
て
も
中
心
と
な
る
も
の
は
、
恥
３
と
呼

6
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る
よ
う
に
、
量
富
国
は
す
べ
て
ベ
ッ
ト
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
恥
皿
か
ら
は
窯
の
跡
、
恥
拠
ｌ
師
か
ら
は
埋
葬
の
場
所

と
し
て
の
跡
、
恥
皿
か
ら
は
水
洗
便
所
の
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ご
濠
幽
３
の
中
で
沢
山
な
僧
た
ち
が
生
活
を
し
、
中
心
の
○
富
詳
冒

に
詣
で
て
祈
り
を
こ
ら
し
、
更
に
別
の
場
所
恥
ｕ
な
ど
で
仏
教
思
想
に
つ
い
て
の
論
議
を
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
恥
ｕ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
肝
心
の
恥
３
で
あ
る
が
、
こ
の
○
閏
①
は
入
口
左
手
に
小
さ
な
牌
９
画
が
あ
る
。
こ
の
牌
号
画
は
仏
陀
の
像
を
正
面
に
も

っ
て
お
り
、
一
般
の
牌
９
画
と
は
全
く
ち
が
っ
て
お
り
、
牌
９
画
に
対
す
る
考
え
方
の
変
遷
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
正
面
に

は
玉
垣
の
内
側
に
、
ア
シ
ョ
カ
・
ピ
ラ
ー
を
ま
ね
た
と
思
わ
れ
る
二
本
の
柱
が
左
右
に
立
っ
て
い
る
。
右
側
の
柱
は
頭
に
は
四
頭
の
ラ
イ

オ
ン
が
の
り
、
左
側
の
柱
頭
に
は
鉢
を
持
っ
た
Ｋ
農
の
菌
が
の
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
四
本
の
石
柱
が
あ
り
、
内
二
本
は
左
右
の
岩
壁

オ
ン
が
の
り
、
左
側

に
密
着
し
て
い
る
。

こ
の
柱
を
く
ぐ
る
と
、
歩
足
に
し
て
横
巾
が
十
四
歩
、
奥
行
四
歩
の
広
場
が
あ
る
。
こ
の
広
場
の
正
面
は
牌
目
四
の
入
口
で
あ
る
が

こ
の
広
場
の
ま
わ
り
に
は
非
常
に
沢
山
な
彫
刻
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
入
っ
た
真
横
の
壁
に
は
高
さ
七
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
立
像
の
仏
陀
の
像
が
一
対
あ
る
。
右
手
は
下
に
真
す
ぐ
の
ば
し
、
手
の
平
を
手

前
に
し
、
左
手
は
曲
げ
て
左
の
肩
の
あ
た
り
の
蝋
は
裏
向
き
に
し
指
先
は
曲
げ
ら
れ
て
い
る
。
薄
い
若
衣
の
仏
陀
は
肉
づ
き
よ
く
ど
っ
し

り
と
堂
々
た
る
体
躯
で
あ
り
、
頭
の
髪
に
肉
け
い
が
あ
る
。
お
顔
は
実
に
ふ
く
よ
か
に
し
て
柔
和
で
あ
り
、
入
念
を
や
さ
し
く
む
か
え
入

れ
て
く
れ
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
和
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
お
姿
が
、
ど
の
よ
う
な
地
域
で
制
作
さ
れ
た
仏
陀

像
と
似
て
い
る
か
は
今
後
に
機
会
を
ゆ
ず
り
た
い
。

正
面
入
口
の
横
の
上
段
に
は
侍
者
を
従
え
た
仏
陀
や
塔
の
彫
刻
が
あ
り
、
そ
の
下
に
は
男
女
二
人
づ
つ
の
奉
献
者
の
像
が
左
右
に
あ
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陣
弓
凹
の
横
か
ら
後
に
か
け
て
七
柱
、
横
か
ら
手
前
に
か
け
て
十
一
柱
づ
つ
で
す
べ
て
八
角
型
で
あ
る
。
こ
の
内
、
左
右
の
手
前
の
六

柱
づ
つ
に
は
見
事
な
彫
刻
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
騨
号
画
に
む
か
っ
て
左
側
の
手
前
の
五
柱
に
は
頂
部
だ
け
に
彫
刻
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
る
が

他
の
十
三
柱
に
は
全
く
飾
り
が
な
い
。
何
故
で
あ
る
か
、
そ
の
理
由
は
解
ら
な
い
。

牌
日
国
は
囲
り
に
小
さ
な
穴
を
持
ち
、
塔
の
頂
に
は
傘
が
あ
っ
た
ら
し
い
型
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
更
に
天
井
に
は
木
の
傘
が
あ
っ
た

牌
日
国
は
囲
り
に
小
さ
な
穴
一

ら
し
い
型
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。

る
。
真
正
面
に
峰

林
立
し
て
い
る
。

る
。
男
女
と
Ｊ

身
大
で
あ
る
。

男
女
と
も

函
凹
凰
に
よ
る
と
こ
の
像
は
、
こ
の
○
画
巴
ご
“
を
寄
進
し
た
夫
婦
の
像
だ
と
い
う
が
、
冨
吋
の
．
の
且
彦
範
に
よ
る
と
、
こ
の
○
彦
凰
ご
脚

の
内
や
あ
た
り
に
は
九
つ
の
碑
銘
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
○
冨
一
ご
画
が
、
唐
画
旨
閉
胃
一
の
可
算
農
閏
昌
の
。
冨
日
一
冒
弓
四
の
王

の
時
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
、
北
部
イ
ン
ド
か
ら
来
た
二
人
の
商
人
の
兄
弟
の
塁
切
目
と
の
凪
ぐ
胃
と
に
よ
っ
て
奉
献
さ
れ
た
、
と
し

て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
こ
の
男
女
の
像
は
、
こ
の
二
人
の
兄
弟
夫
妻
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
の
王
は
Ａ
Ｄ

一
七
七
～
一
九
六
年
の
王
だ
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
が
創
ら
れ
た
の
も
そ
の
間
の
こ
と
に
な
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
な
る
。
尚
、

こ
の
男
女
の
像
の
姿
、
型
、
あ
り
方
等
は
、
ま
こ
と
に
属
画
農
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。

入
口
か
ら
内
部
に
入
る
と
、
そ
こ
は
奥
行
き
二
十
六
メ
ー
ト
ル
、
広
が
り
十
二
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
十
一
メ
ー
ト
ル
と
い
う
広
間
に
出

る
。
真
正
面
に
は
直
径
四
・
九
メ
ー
ト
ル
と
い
う
石
造
の
牌
９
画
が
あ
り
、
入
口
の
壁
面
を
除
い
て
三
十
本
の
石
柱
が
、
馬
蹄
型
状
に

に
腰
布
を
ま
と
っ
た
だ
け
で
あ
る
の
で
、
肉
感
的
な
像
で
片
手
を
下
げ
片
手
を
折
り
曲
げ
て
何
か
を
手
に
持
っ
て
お
り
等

7
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恥
３
の
○
彦
凰
ご
画
の
横
の
路
を
行
く
と
、
路
は
二
つ
に
分
れ
る
。
右
側
に
行
く
と
石
段
で
岩
山
を
登
り
、
今
の
恥
１
．
２
．
３
の

○
画
く
①
の
あ
っ
た
上
に
出
る
が
、
そ
こ
ら
の
岩
山
に
も
沢
山
な
○
画
く
の
Ｉ
ぐ
冒
幽
３
が
あ
る
。
分
れ
路
の
と
こ
ろ
で
左
に
行
き
、
い
く
つ
か

の
（
ぽ
ぐ
①
を
通
り
す
ぎ
る
と
恥
皿
の
○
ｍ
ぐ
の
に
出
る
。
岩
山
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
柱
が
林
立
し
、
正
面
と
両
脇
に
入
口
の
階
段
が
あ

る
。
中
に
入
る
と
ベ
ラ
ン
ダ
の
端
に
仏
像
彫
刻
が
あ
り
、
正
面
に
は
端
か
ら
端
ま
で
の
長
い
二
段
の
石
段
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
上
に
は
八

角
の
柱
が
林
立
し
て
い
る
。

そ
し
て
中
は
大
広
間
だ
が
、
大
広
間
を
横
切
る
よ
う
に
二
本
の
石
の
檀
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
集
ま
る
僧
た
ち
が
机
と
し
て
使

用
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
実
に
壮
大
な
集
会
所
で
あ
っ
た
。
或
は
こ
こ
に
お
い
て
仏
教
を
義
に
つ
い
て
の
識
義
が
な

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

恥
拠
の
（
ぽ
ぐ
①
は
他
の
も
の
と
目
立
っ
た
ち
が
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
中
に
入
っ
て
み
る
と
驚
い
た
こ
と
に
、
奥
の
天
井
に

絵
が
描
か
れ
て
い
た
。
薄
暗
い
の
で
懐
中
電
灯
の
明
り
な
ど
で
は
よ
く
解
ら
な
い
。
夢
中
で
ス
ト
ロ
ボ
を
発
光
さ
せ
て
と
っ
た
写
真
が
今

右
手
を
床
に
つ
け
、
左
手
を
結
伽
鉄
座
し
て
脚
の
上
に
の
せ
て
図
柄
で
、
赤
と
白
の
絵
具
を
も
っ
て
描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
左

右
に
張
っ
た
肩
、
く
び
れ
た
胴
、
し
な
や
か
そ
う
な
腕
の
線
の
流
れ
、
そ
れ
ら
は
非
常
に
格
調
高
く
、
身
体
全
体
か
ら
釈
尊
の
慈
愛
が
あ

ふ
れ
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
何
故
か
顔
の
輪
郭
が
明
白
に
線
描
き
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顔
の
容
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
頭
髪
の
具
合
も
解
ら

手
元
に
あ
る
。

そ
の
奥
に
は
更
に
柱
が
林
立
し
、
そ
の
奥
に
は
釈
尊
の
お
姿
が
祀
ら
れ
て
い
た
。

8
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な
い
。
股
初
か
ら
描
か
れ
な
か
っ
た
も
の
か
、
途
中
で
削
落
し
た
も
の
か
。

釈
尊
像
は
台
上
に
座
り
そ
の
後
に
は
、
棚
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
は
奇
怪
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
模
様

を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
絵
が
描
か
れ
た
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
絵
の
描
か
れ
て
い
る
右
側
の
天
井
に
も
、
絵
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
か
な
り
破
担
が
目
立
っ
て
い
た
。
左
の
方
の
天
井

に
は
絵
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

更
に
一
つ
付
け
加
え
た
い
こ
と
は
、
こ
の
釈
尊
像
の
真
中
を
通
っ
た
縦
の
赤
線
と
、
肩
の
下
を
通
っ
た
横
横
の
赤
線
と
が
引
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
何
故
か
。
な
ぞ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註
①
静
谷
目
録
Ｐ
調
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

冨
色
罵
胃
賢
三
（
藩
主
）
な
る
の
ｇ
管
匡
薗
幽
崖
四
目
胃
目
色
富
が
獅
子
の
柱
（
里
冒
忌
画
昏
画
）
を
寄
進
。

②
静
谷
目
録
Ｐ
調
４
９
３
参
証

③
静
谷
目
録
は
右
隅
の
一
対
の
像
と
な
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
前
号
で
扱
っ
た
よ
う
な
入
口
検
の
男
女
の
像
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

④
静
谷
目
録
Ｐ
蛆

⑤
静
谷
目
録
で
は
左
側
十
三
番
柱
と
な
っ
て
い
る
が
、
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
十
四
番
柱
で
あ
っ
た
。
或
は
私
の
点
検
ち
が
い
か
も
し
れ
な
い
が
。

⑥
冨
勗
曾
旨
画
の
案
内
雷
で
は
四
五
キ
ロ
、
因
島
の
案
内
識
で
は
三
五
キ
ロ
と
な
っ
て
い
る
が
、
ボ
ン
ベ
イ
か
ら
一
時
間
以
上
か
か
っ
た
か
ら
、

四
五
キ
ロ
の
方
が
正
確
か
と
思
わ
れ
る
。

⑦
閏
肖
一
は
、
尻
色
目
の
風
は
北
へ
の
商
業
ル
ー
ト
で
あ
り
、
旅
行
者
の
た
め
の
休
息
所
と
し
て
建
て
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
繁
栄
し
た
町
の
よ
う
に
栄

え
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
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