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古
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っ
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一

昭
和
四
十
七
年
三
月
、
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
平
田
、
高
松
塚
古
墳

の
石
槨
内
に
星
宿

・
日
月

・
四
神

・
人
物
群
像
の
壁
画
が
描
か

れ

て
い
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
壁
画
を
め
ぐ
る
論
議
が
活
発
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
以
後
す
で
に
三
年
半
が
経
過
し
、
新
し
い
見
解
が
あ

ま
り
み
ら
れ
な
く
な

っ
た
昨
今
、
三
つ
の
論
攷
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の

一
は
、
二
松
学
舎
大
学
名
誉
教
授
森
本
治
吉
氏

の
「高
松
塚
壁
画
私

考
-
遊
戯
図
ど
儀
式
図
」
と
題
す
る

昭
和
五
〇
年
四
月
二
十
二
日
付
朝
日
新
聞

(夕
刊
)
文
化
欄
と
、

大
阪
大
学
教
授
井
上
薫
氏
の

「高

松
塚
論
三
題
」
と
題
す
る
同
学
時
野
谷
教
授
退
官
記
念

『
日
本
史
論
集
』
(昭
和
五
十
年
五
月
、
清
文
堂
刊
)
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
、

さ
ら

に
、大
東
文
化
大
学
教
授
渡
瀬
昌
忠
氏
の
「高
松
塚
古
墳
の
壁
画
と
人
麻
呂
の
世
界
」

(『
日
本
文
学
研
究
』

第
十
二
号

大
東
文
化
大
学
会
編

昭
和
四
十
八
年

一
月
二
十
五
日
)
に
続
い
て
、

「高
松
塚
壁
画
の
画
題
-

四
人
構
成
の
場

・
序
説
ー

」
(
五
味
智
英

・
小
島
憲
之
編

『万
葉
集

研
究
』
第
四
集

昭
和
五
十
年
七
月
十
日

塙
書
房
刊
)

の
三
編

の
論
文
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
は
刊
行
年
次
か
ら
み
て
、
い
ず
れ
も
高
松
塚
古
墳

の
壁
画
に
関
し
て
す
で
に
各
研
究
者
が
述
べ
ら
れ
た
見
解
を
ふ
ま
え

て

の
最
新

の
論
述
で
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
論
文
を
拝
読
す
る
に
つ
け
、
従
来
私
た
ち

が
考
え
、
述

べ
て
き

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

=



二

た
所
見
と
柑
異
る
点
が
多
い
の
で
、
そ
の
相
違
点
を
指
摘
し
、批
判
し
、併

せ
て
森
本

・井
上
・渡
瀬
各
氏

の
御
意
見
を
賜
り
た
い
と
思
う
。

二

森
本
氏
は
万
葉
集
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
本
論
文
の
冒
頭
に
も

「高
松
塚
古
墳

の
壁
画
と
万
葉
集
と
の
比
較
研
究
を

一
人
で
こ

つ
こ
つ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
高
松
塚
研
究
に
若
干
の
見
落
し
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
埋
め
た
い
か
ら
」
と
し
て
、
西
壁
女
子
群
像
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
か
の
向

っ
て
左
か
ら
三
人
目
の
人
物
が
持
つ
棒
状
の
も
の
を
、
従
来
如
意
と
判
定
し
て
き
た
が

「
わ
た
く
し
は
こ
れ
を
失
考
と
見
る
。

理
由
は
三
力
条
ほ
ど
あ
る
」

(以
下
傍
点
筆
者
)
と
し
て
次
の
項
を
挙
げ
ら
れ
る
。

①

正
倉
院
の
実
物
と
比
較
す
る
と
壁
画
の
棒
の
形

(特
に
先
端
の
形
)
が
違

っ
て
い
る
。
長
さ
も
壁
画
の
方
が
ず

っ
と
長
い
。

②

如
意
は
元
来
仏
教
の
儀
式
に
使
う
用
具
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ソ
ド
文
化

の
産
み
出
し
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
群
像

は
徹
頭
徹
尾
中
国
式
の
思
想
と
服
装
で
統

一
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

に
イ
ソ
ド
の
仏
教
用
具
を
た
だ

一
つ
取
り
入
れ

て
描
い
た
と
は
と
う

て
い
思
わ
れ
な
い
。

③

如
意
は
儀
式
の
指
揮
者

(例
え
ば

「導
師
」
と
い
う
よ
う
な
主
要
人
物
)
の
持
ち
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
男
女
混
合

の
集
団
な
ら
男
が
持

つ
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
を
軽
視
し
男
を
重
ん
ず
る
イ
ン
ド
の
風
習
に
も
と
つ
く
。
し
た
が

っ
て
如
意

の
よ
う
な
器
具
を
女
性
が

持

っ
て
い
る
画
な
ど
生
れ
る
は
ず
は
な
い
。
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以
上
三
点
を
挙
げ
て

「
よ

っ
て
如
意
説
は
棄

つ
べ
ぎ
で
あ
る
」
と
し
、

「
こ
れ
は
球
戯
で
球
を
打

つ
杖
か
棒
(
っ
ま
り
ス
テ
ィ
ッ
ク
)を
表

へ示
し
て
い
る
も
の
だ
」
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
証
例
と
し
て
次
の
理
由
を
挙
げ

て
い
る
。

④

万
葉
集
巻
六
ー
九
四
九
の
左
註
に

「打
球
の
楽
し
み
」
を
味
わ

っ
た
そ
れ
が
発
覚
し
て
処
罰
さ
れ
た
と
記
す
。
こ
の
場
合
、
そ
の

球
を
打

っ
た
ス
テ
ィ
ッ
ク
が
必
ず
使
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

へ

⑧

正
倉
院
の
毛
氈
の
文
様
の
中

の
花
々
の
中
央
に
男
が

一
人
立

っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
が
、
そ
の
男

の
手
に
高
松
塚
古
墳
の
杖
と
よ



↑
伽
炬
榛
を
も

っ
て
い
る
。
万
葉
集
巻
六
の
球
戯

の
湯
合
こ
の
種
の
杖
を
使

っ
た
と
見
る
と
万
葉
集

の
証
例
と
な
り
得
よ
う
。

、
◎

章
懐
太
子
墓
の
壁
画
の
な
か
に
、
馬
を
縦
横
に
馳
せ
て
杖
を
打
ち
振
る
六

・
七
人
の
騎
馬
人
物
が
あ
り
、
こ
れ
の
解
説
文
に

「打

球
」
と
付
記
し
て
あ

っ
た
か
ら
、
今

の
ポ

ロ
に
似
た
馬
上
球
戯
で
あ
ろ
う
。

⑪

『
皇
極
紀
』
に
飛
鳥
法
興
寺

の
球
戯
が
あ
る
。

『書
紀
』
に

「打
魍
」
と
は

っ
き
り
記
す
か
ら
、
こ
れ
も
杖

で
球
を
打

っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
法
興
寺
に
し
ろ
奈
良

の
場
合
に
し
ろ
地
域
が
狭
く
、
集
団
球
戯
の
争
に
は
無
理
で
あ
る
。
個
人
的
球
戯
の
ゴ
ル

フ
の
類
で
は
な
い
と
行
え
な
い
。

以
上
の
理
由
を
挙
げ

「
こ
れ
で
要
す
る
に
、
日
本
古
代
に
打
球
戯
が
上
流
階
級
で
流
行
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
だ
か
ら
本
壁

画

の
場
合
は
、
古
墳
の
主
人
公
が
生
前
野
外
で
球
戯
を
楽
し
む
習
慣
が
あ

っ
た
。
そ
の
時
従
者
の

一
人
が
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
持

っ
て
主
人
公

に
従
う
習
慣
で
あ

っ
た
。
そ
の
日
常
生
活
を
壁
画
に
描
い
た
の
だ
と
考
え
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
を
先
ず
検
討
し
た
い
。

森
本
氏
は
西
壁
女
人
像
中
の
杖
、
棒
状
の
持
ち
物
を
如
意
と
見
る
の
は
失
考
で
あ

っ
て
、
球
打
戯
の
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
さ
れ
る
。

ヘ

へ

高
松
塚
古
墳
壁
画
の
如
意
と
い
わ
れ
る
先
端
の
部
分
を
よ
く
見

て
い
た
だ
き
た
い
。
厚
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(橿
原
考
古
学
研
究
所

編

『壁
画
古
墳
高
松
塚
中
間
報
告
書
』

昭
和
四
十
七
年
十
月
刊
11
以
下

「中
間
報
告
書
」
と
記
す
る
11
第
六
五
図
及
び
高
松
塚
古
墳
綜
合
学
術
調
査
会
編

『高
松
塚
古
墳
壁
画
』
昭
和
四
十
八
年
三
月
刊
11
以
下

「調
査
会
報
告
書
」
と
略
記
す
る
11
第
五
八
図
に
こ
の
部
分
の
拡
大
写
真
を
掲
載
し
て
あ
る
)

そ
の
表
現
か
ら
み
る
と
、

こ
の
部
分
は

一
見
し
て
厚
み
の
極
め
て

薄
い
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

(第
1
図
参
照
)

『
調
査
会

報
告
書
』
に
も

「
如
意
頭
に
は
厚
み
と
奥
行
が
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
」
(
=
ハ頁
)
と
あ
る
。
ま
た
先
端

の
形
状

が
末
広
り
の
扇
形
状

に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

一
度
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
実
際
に
打
球
が
出
来
る
か
出
来
な
い
か
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。　

証
例
に
挙
げ
ら
れ
た
唐
章
懐
太
子
墓
の
壁
画
に
は
馬
上
遊
戯
の
打
球
の
壁
画
が
墓
道
の
西
壁
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
図
で
は
馬
上
の
人
物
は
鈎
状
の
打
球
具
を
持

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

一
本
の
線
で
描
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
同
じ
く
墓
道
東

壁
出
行
図

(狩
猪
出
行
図
)
を
見
る
と
右
側
の
馬
上
の
人
物

が
同
様
の
器
物
を
持

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
先
端
が
、
丸
く
し
か
も
厚
み
が
あ

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て
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る
。
高
松
塚
古
墳

の
場
合
は
先
端
が
扇
形
に
開
い
て
い
る
こ
と
、
隅
が
角
ば

っ
た
形
状
に
な

っ
て
い
る
こ
と
や
、
先
端
が
波
紋
状
に
造
ら

れ
て
い
る
点
と
い
い
、
ま
た
厚
み
の
点
に
お
い
て
も
、

一
見
し
た
だ
け
で
打
球
且
ハで
な
い
こ
と
は
判
然
と
し
て
い
る
。
若
し
こ
の
よ
う
な

厚

み
の
薄

い
面
で
、
し
か
も
先
端
が
開
い
た
扇
形
の
も
の
で
打
球
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
結
果
に
な
る
か
を
考
え
た
だ
け
で
、
こ
れ
を
打

球
具
と
す
る
森
本
説
は
意
義
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
上
敢

て
反
論
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が

「如
意
で
な

い
」
と
す
る
理
由
に

つ
い
て
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

①

の
正
倉
院
御
物

の
如
意
と
の
比
較
で
あ
る
が
、

「形

(特
に
先
端
の
形
)
が
ち
が

っ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
違

う

の
か
明
確
で
な
い
。

②
に
如
意
は
元
来
仏
教
の
儀
式
に
使
用
す
る
も
の
で
、
イ
ソ
ド
文
化

の
産
み
出
し
た
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
高
松
塚
古
墳

は
徹
頭
徹
尾
中
国
式

の
思
想
と
服
装
と
で
統

一
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
内
に
イ
ン
ド
の
仏
教
用
具
を
た
だ

一
っ
取
り
入
れ
て
描
い
た
と

轍
考
え
ら
れ
な
い
と
述

べ
ら
れ
る
。



へ

ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

如
意
は

「
元
来
仏
教
儀
式
に
使
う
用
具
で
あ
る
」
と
あ
る
。
間
違

っ
て
は
い
け
な
い
の
は
仏
教
儀
式
で
も
使
用
す

る
こ
と
は
あ
る
に
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
も

、

仏

教

儀

式

だ

け

の
も

の
で

は

な

い

こ

と

を
知

る

べ
き

で
あ

る
。

　

確
か
に
如
意
に
は
如
意
輪
と
か
如
憙
宝
珠
と
か
い
う
仏
教
用
語
が
あ
る
。
ま
た

「説
法

・
講
讃
又
は
法
会
等
の
時

に
講
師
の
持
す
る
具
」

　

と

い
う
意
味
も
あ
る
。
諸
橋
大
漢
和
辞
典
は
次
の
出
典
を
挙
げ
て
い
る
。

〔晋
書

石
崇
伝
〕

王
榿
以
一一珊
瑚
樹

一示
レ崇
、
崇
便
以
二
鉄
如
意
一撃
砕
レ
之
。

〔晋
書

王
敦
伝
〕

以
二如
意
一打
ご
唾
壷
一為
レ節
、
壷
辺
尽
歓
、

〔瑯
鐶
記
〕

昔
有
二貧
士
一多
二陰
徳
ハ
遇
二道
士
ハ
送
二与

一
物
ハ
謂
二
之
如
意

「
凡
心
有
レ
所
レ欲
、

一
挙
レ
之
、
頃
随
即
如
レ意
、
因
即

以
名
レ之
也
。

〔南
史

韋
叡
伝
〕

叡
雖
ご
臨
レ陣
交
・鋒
、
常
綏
服
乗
レ
輿
、
執
二如
意
ハ
以
麾
進
止
、

〔事
物
紀
原
、
什
物
器
用
部
、
如
意
〕

呉
時
、
秣
陵
有
三掘
二
得
銅
匣
「
開
レ之
得
二
白
玉
如
意
ハ
所
レ
執
処
皆
刻
二
蝋
彪
蠅
蝉
等
形
ハ
胡

綜
謂
、
秦
始
皇
東
遊
埋
レ
宝
、
以
当
ご王
気
一則
此
也
、
蓋
如
意
之
始
、
非
二
周
之
旧
ハ
当
戦
国
事
爾

　

望
月
仏
教
大
辞
典
は

「釈
氏
要
覧
巻
中
」
如
意
の
条
を
引
用
し
て
い
る
。

「梵
に
阿
那
律

(a
n
u
r
u
d
d
h
a
)
と
云
い
、
秦
に
如
意
と
言
ふ
。
指
帰
に
云
は
く
、
古

へ
の
爪
杖
な
り
。
或
は
骨
角
竹
木
を
刻
し
て
人

の
手
指
爪
を
作
る
。
柄
は
長
さ
三
尺
許
な
る
べ
し
。
或
は
背
に
痒
あ
り
、
手
到
ら
ざ
る
所
は
用
い
て
以
て
掻
抓
し
、
人
の
意
の
如
く
な
る

が
故
に
如
意
と
日
ふ
」
と
し
、

「支
那
及
び
本
邦
に
於
て
は
古
来
爪
杖
よ
り
転
じ
、
唯

一
種

の
持
物
と
し
て
之
を
執

る
の
風
を
生
じ
た
る

も

の
な
ら
ん
」

こ
の
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
如
意
を
単
に
仏
教
儀
式
の
も

の
と
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
こ
の

如
意
状
の
も

の
を
長
い
と
判
定
す
る
根
拠
に
も
な
ら
な
い
。

、

さ
ら
に
③

の
項
で
、
如
意
は
指
揮
者
の
持
ち
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
男
子
が
持

つ
。
こ
れ
は
女
を
軽
視
し
、
男
を
重

ん
ず
る
イ
ン
ド
の
風

宀咼
松
塚
古
墳

の
壁
画
論
を
め
ぐ

っ
て

五



六

習
で
あ
る
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
誤
解
で
あ
る
。
こ
の

考
え
方
が
間
違

っ
て
い
る
と
い
う
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。

『貞
観
儀
式
』

の

「元
正
受
朝
賀
儀
」

の
調
度
に
も

「如
意
二
枚
」
と
あ
り

『延
喜
式
』

の

「
大
舎
人
寮
条
」

に
も

同

様

「如
意
二
枚
」
、

「内
蔵
寮
条
」

「大
蔵
省

条
」
に

「杖
如
意
蝿
払
各
四
枚
」

と
あ
り
、

『
群
書
類

従
』

の

「
文
安
御
即
位
調
度
図
」

に
も

「如
意
四
」
と

あ
る
。
森
本
氏

の
所
説
で
あ
れ
ば
、
朝
賀
や
即
位
式
に

如
意
が
あ
る
か
ら
こ
れ
も
仏
教
儀
式
に
よ
っ
て
い
る
と

か
、
朝
賀
や
即
位
式
に
イ
ソ
ド
の
仏
教
用
具
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
論
法
に
な
る
。

ま
た
森
本
氏
は
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
は
徹
頭
徹
尾
中
国
式

の
思
想
と
服
装
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
そ
の
な
か
に
仏
教
用
具
で
あ
る
如
意

が
描

か
れ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
唐
永
泰
公
主
墓
の
壁
画
は
中
国
の
思
想
と
服
装
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に

「
宮
女
の
図
」

と
呼
ば
れ
る
女
子
群
像
の
な
か
に
如
意
を
も

っ
た
女
子
像
が
あ
る

(第
2
図
参
照
)。
森
本
氏
は
こ
れ
ら
の
事
実
を
ど
う
説

明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も

ス
テ
ィ
ッ
ク
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
被
葬
者
は
女
性
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

以
上
の
理
由
に
よ

っ
て
森
本
説
は
全
く
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

次
に
森
本
氏
が
証
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
④
の
万
葉
集
巻
六
、

九
四
九
に

「右
、

神
亀
四
年
正
月
、

数
王
子
及
諸
臣
子
等
、

集
二
於

春
日
野

一而
作
二打
魍
之
楽
こ

と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

「
そ
の
球
を
打

っ
た
ス
テ
ィ
ッ
ク
が
必
ず
使
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
」

と
あ
る
が
、

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
状
の
も
の
で
あ

っ
た
か
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
高
松
塚
壁
画
と

伺
じ
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
誤
り
が
あ
る
。
ま
た
証
例
⑧
で
正
倉
院
御
物
の

「
花
卉
人
物
長
方
氈
」
の
絵
の
人
物

の
持

つ
杖
状
の
も
の



と
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
如
意
状
の
も
の
と
は
全
く
別
の
も

の
で
あ
る
と
思
う
。

例
証
◎
は
唐
章
懐
太
子
墓
の
打
球
図
は
間
違
い
な
く
打
球
図
で
あ
り
、
球
そ
の
も
の
も
描
か
れ
、
そ
の
図
の
左
端

の
馬
上
人
物
は
ま
き

に
打
球

の
行
為
を
描
い
て
い
る
。

例
証
⑪
と
し
て
飛
鳥
寺

の
打
魍
の
記
事
を
引
用
し

「書
紀
に

打
麹
と
は

っ
き
り
と
記
す
か
ら
、

こ
れ
も
杖
で
打

っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
」

と
さ
れ
る
。

こ
の

「
打
麹
」
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

書
紀

の

一
般
書
で
あ
る

『
日
本
書
紀
下
』

ま
り
く

(日
本
古
典
文
学
大
系
11
岩
波
書
店
刊
)
の
二
五
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
注

一
八
に

「
打
魍
う
る
」
の
注
と
し
て

「麹

は
鞠
に
同
じ
で
、
ま

り
。
打
魍
は
打
毬
と
も

い
う
。
打
毬
に
二
義
が
あ
り
、

一
に
騎
馬
で
曲
杖
を
も

っ
て
毬
を
う
つ
ポ
ー
ロ
風
の
遊
戯
を

い
い
、

『荊
楚
歳
時

記
』
や

『史
記
正
義
』
で
は
、
蹴
鞠

(け
ま
り
)
を
い
う
と
い
う
。
蹴
鞠
は
数
人
が

一
団
と
な
り
、
両
団
が
相
対
し
て
、
ま
り
を
蹴
る
競
技
。

競
馬
の
打
毬
は
平
安
朝
に
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
の
は
蹴
球
の
こ
と
。
家
伝
に

「儻
遇
二
于
蹴
鞠
之
庭

こ

と
あ
る
。

ク
ウ
ル
の
訓
、
岩
崎
本

の
古
い
朱

の
傍
訓
に
よ
る
。
蹴
の
古
い
活
用
は
、
奈
良
時
代

の
蹴
散
、
ク
ヱ
ハ
ラ
ラ
ヵ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ワ
行
下
二
段
活
用
。
こ

こ
は
、
そ
の
連
体
形
ク
ウ
ル
の
実
例
と
見
る
べ
き
も
の
」
と
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
打
毬
」
が
単
に

「杖
で
球
を
打

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
の
解
釈
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

「法
興
寺

に
し
ろ
、
奈
良
の
場

合

に
し
ろ
、
地
域
が
狭
く
て
、
集
団
球
戯
の
争
に
は
、
無
理
で
あ
る
。
個
人
的
球
戯

の
ゴ
ル
フ
の
類
で
は
な
い
と
行
、兄
な
い
」
と
決
め
ら

れ
る
。

こ
う
し
た
記
述
は
全
く
正
鵠
を
得
て
い
な
い
。
な
お
、
森
本
氏
と
同
じ

「
ぎ

っ
ち
ょ
」
説
は
壁
画
検
出
当
時
、
江
馬
務
氏
に
よ
っ

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
説
は
す
で
に
成
立
の
根
拠
を
失

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

続

い
て
森
本
氏
は
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
の

一
つ
は

「西
壁
の
四
女
の
中
の
最
左
端
、

黄
色

の
上
衣
の
女
性

は
、
円
形

の
物
に
柄
を
付
け
た
器
具
を
手
に
持
つ
。
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
の
研
究
者

の
内
に
団
扇

(う
ち
わ
)
と
解
さ
れ
た
方
が
あ
る
の
だ
が
、

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

七



八

何

の
為

に

こ

こ

で
あ

お

い

で
昆

虫

類

を

追

う

必

要

が
あ

る

の
で

あ

ろ
う

か
?

私

に

は
万

葉

三

八

八

二

に
あ

る

翳

(
さ
し
ば
)
と

見

た
方

が

い

い
と

思

わ

れ

る
L

と

あ

る

。

「
翳

」

の
訓

と

し

て
は

「
き

ぬ

が

さ
」

「
お
ほ

ひ

・
ま

ぶ

し
」

「
か
ざ

し

の
羽

・
は

た

ぼ

こ
」

「
か
ざ

す
」

「
さ

さ
え

る

・
こ

ぱ

む
」

「
し

り

ぞ

け

る

・
か
く

れ

る
」

な

ど

で
あ

る

が
、

「
さ

し

ば
」

と
読

ん

で
も

、

そ

れ

は

か
ま

わ

な

い
と

思

う
。

た

だ

し

団

扇

と

い
え

ば

、

昆

虫

類

を

追

う

も

の
だ

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

に
問

題

が
あ

る
。

仮

に

「
団

扇
」

と
表

現

さ

れ

て
も

、

そ

れ

は

決

し

て
昆

虫

を

追

う

道

旦
ハ
で
は

な

い
。

た
と

え

ば

『
貞

観
儀

式

』

に

「
蠅

払

二
枝

」

と
あ

り

『
延

喜

式
』

「
大
舎

人
寮

」

条

に

「
蠅

払

二
枚

」

と
あ

り

、

「
内

蔵

寮

」

「
大
蔵

省

」

条

に
も

「
蠅

払

四
枚

」

と

あ

る
。

森

本

氏

の
よ

う

に
団

扇

と

い
え

ば

、

昆

虫

類

を

追

い
払

う

も

の
だ

と

き

め

て

し

ま
え
ば
、
元
正
受
朝
賀
儀
や
即
位
式
に
な
ぜ
蠅
を
追
う

「蝿
払
」
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
も
森
本
氏
の

説

は
論
外
の
も
の
と
な
る
。

私
は

「奉
翳
」

の
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
中
国
の
画
像
石
や
石
仏
に
み
ら
れ
る
行
列
図
や
唐
永
泰
公
主
墓
壁
画
に
み
ら

れ
る
奉
翳
美
人
の
よ
う
な

一
種
の
儀
式
、
行
列
の
絵
図
に
み
ら
れ
る

「
き
ぬ
が
さ
」

「
か
ざ
し
」

「
さ
し
ば
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
、

決

し
て
昆
虫
を
追
う
実
用
的
な
道
具
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
研
究
者
は
お
ら
れ
な
い
と
思
う
。
如
意
に
し
ろ
、
翳
に
し
て
本
来
は
実
用
的



な
も
の
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
の
ち
に
は
儀
式

の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
で
い
え
ば
、
東
壁
男
子
群
像

に
み
ら
れ
る
蓋
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
蓋
が
描
い
て
あ
る
か
ら
雨
が
降

っ
て
い
る
と
か
、
日
ざ
し
が
強
い
と
か
を
考
え
る
人
は
お
ら
れ
な
い

筈

で
あ
る
。
森
本
氏
の
主
張
の
よ
う
な
即
物
的
理
解
で
果
し
て
万
葉
歌
が
解
釈
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た

「
こ
の
二
壁
面
に
は
、
画
因
の
点
で
正
反
対
の
群
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
東
壁
人
物
の
描
法
の
堅
い
素
朴
な

姿
勢

の
正
面
性
は
、

諸
氏
の
御
指
摘
の
よ
う
に
宮
中
儀
式
の
類
で
あ
ろ
う

か
。

そ
し
て
西
壁
の
優
雅
さ
は
遊
戯
図
だ
と

両
者

の
画
因
を

引
分
け
て
考
え
た
い
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
偶
然
の
結
果
だ
け
で
な
く
、
最
初
か
ら
対
立
性
を
持
た
せ
る
目
的
で
描
い
た
と
考
、兄
た
い
」
と
述

べ
、
さ
ら
に
結
論
に
お
い
て

「東
は
古
風
素
朴
な
推
古
仏
的
画
面
を
作
り
出
す
こ
と
を
得
意
と
す
る
画
工
た
ち
が
引

受
け
た
。
西
壁
は
天

平
風
の
優
美
華
麗
を
好
む
画
工
が
制
作
し
、
そ
の
結
果
我
々
は

一
つ
の
場
所
で
古
、
新
二
様
の
壁
画
を
鑑
賞
す
る
幸
運
を
掘
り
得
た
」
と

さ
れ
る
。
森
本
氏
が
こ
の
東

・
西
両
壁
の
女
子
像
を
ど
の
よ
う
な
感
触
で
見
ら
れ
る
か
は
本
人
の
自
由
で
あ
る
が
、
東
壁
11
素
朴
U
正
面

性
11
宮
中
儀
式
h
推
古
仏
画
的
口
古
風
と
し
、
こ
れ
と
対
立
さ
せ
て
西
壁
11
優
雅
11
遊
戯
図
11
天
平
風
11
新
式
と
み

て
、
最
初
か
ら
対
立

さ
せ
て
描
い
た
と
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
東
壁
と
西
壁
を
比
較
し
て
前
者
が
素
朴
で
あ
り
、
古
風
で
あ
り
、
推
古
仏
的
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
が
優
雅
で
あ
り
、
新
様
式
で
あ
り
、
天
平
的
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
相
対
的
な
表
現
が
こ
の
高
松
塚
古
墳
壁
画
の

な

か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
感
覚
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
何
故
そ
の
よ
う
に
相
対
的

に
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
と
い
う
理
由
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
詭
弁
と
な
る
。

仮
に
東
西
両
壁
の
女
子
像
が
そ
の
よ
う
な
相
対
的
な
描
写
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
、
当
然
東
、
西
両
壁
の
男
子
像
も
同
じ
で
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
男
子
像
に
つ
い
て
も
明
確
な
相
対
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
そ
の
相
違
を
万
人
が
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

一
つ

の
考
え
方
を
な
す
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
東
壁
の
正
面
性
と
い
う
問
題
も
、
女
子
像
四
人

の
う
ち

一
人
が
正
面

に
向
け
た
顔
を
描
い
て
い
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
男
子
像
の
場
合
、
こ
れ
と
反
対
の
西
側
に

一
人
正
面
を
向
い
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

森
本
氏
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

九

,



一
〇

◎

そ
し
て
、
こ
の
相
対
性
を

「東

・
西
壁
の
人
間
図
は

"太
陽
と
月
輪
"

.天
上
の
龍
と
地
上
の
白
虎
"
と
い
う
対
立
性
に
よ
く
相
応
し

た
人
間
群
像
図
だ
と
納
得
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。

一
体
、
四
神

の
う
ち
青
龍
が
天
上
で
、
白
虎
が
地
上
と
い
う
考
え
方
が
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
朱
雀
と
玄
武
は
ど
う
な

る

の
か
。
こ
れ
も
朱
雀
は
天
上
で
玄
武
は
地
上
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
と
そ
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
朝
鮮
半
島
や
日
本
の
四
神
図

を
、
ど

の
よ
う
に
理
解
す

べ
き
も
の
か
を
よ
く
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
四
神

の
表
現
は
決
し
て
森
本
氏
の
所
説
の
よ
う
に
、
天
上

・
地

上

の
対
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
四
神
は
女
子
群
像

の
描
い
て
あ

っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
龍
虎

の
み
で
は
な
い
と
い

う

こ
と
の
本
質
を
よ
く
会
得
し
て
か
ら
論
考
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

四

次

に
井
上
薫
氏

の

「高
松
塚
論
三
題
」
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

先
ず

「
は
し
が
ぎ
」
に
お
い
て
、
東
壁
男
子
像
の
う
ち
蓋
と
人
物

の
関
係
に
つ
い
て

「
い
っ
た
い
壁
画
に
被
葬
者

を
描
く
の
が
た
て
ま

え
な
の
か
、
描
か
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
描
く
例
も
あ
り
、
描
か
な
い
例
も
あ
る
の
か
、
と
い
う

よ
う
な
点

に
つ
い
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

議

論

を
聞

か

せ

て
も

ら

い

た

い

と
思

う

」

(
九

一
-
九

二
頁
)
と
述

べ
論

考

の
出
発

点

と

さ
れ

る
。

と

こ

ろ

が
そ

の
あ

と

「
蓋

は
官

人

に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ
し
か
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
所
属
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
」
と
し
、
そ
れ
以
外
の
持
物
に
つ
い
て
は

「官
人

に
所
属
す
る
の
か
、

木
棺
内

の
被
葬
者
に
所
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
(
二

〇
頁
)
と
さ
れ
る
。

こ
の
前
の
引
用
文
の
意
味
は
不

明
確

で
あ
る
。
と
い
う
の
は

「蓋
は
官
人
に
さ
し
か
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
」
の
意
味
は

「蓋
を
さ
し
か
け
て
い
る
の
は
官
人
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
と

「蓋
を
さ
し
か
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
官
人
で
あ
る
」
と
両
方
の
意
味
を
も

つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
文

の
場
合
、
こ
の
ど
ち

ら

の
意
味
で
あ
る
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
蓋
を
着
せ
て
も
ら

っ
て
い
る
官
人
の
地
位
と
身
分
が

一
つ
の
重
要
な
論
議

の
対
象

と
さ
れ
て
お
り
」
(九

一
頁
)
と
あ
る
か
ら
、

後
者
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
記
述
か
ら
み
る
と
、

井
上
氏
は
南
端
の
人
物
は
蓋
を



さ
し
か
け
ら
れ
た
官
人
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
最
初
に
官
人
が
い
る
の
か
い
な
い
の
か
を
よ
く
検
討
せ
ね
ぱ

な
ら
ぬ
と
し

「
…
…
と
い
う
よ
う
な
議
論
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
た
い
」
と
述
べ
な
が
ら
、
そ
れ
が
官
人
で
あ
る
と
い
う
論
証
を
経
な
い
で

官

人
と
決
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
何
故
そ
の
問
題
が

「重
要
な
議
論
の
対
象
」
(九

一
頁
)
と
い
わ
れ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。

さ
ら
に
井
上
氏
は
、
南
端
の
人
物
像
を

「蓋
を
さ
し
か
け
ら
れ
た
官
人
」
と
思

っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
壁
画
検
出
当
初
は
、

私
自
身
も
被
葬
者
は

「蓋
を
さ
し
か
け
ら
れ
た
人
物
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
考
え
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
赤
外
線
写
真
の
撮
影
に

よ

っ
て
、
こ
の
人
物
も
肩
か
ら
柳
筥
状

の
も
の
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
他
の
三
人
と
同
様

「物
を
持

つ
人
物
」
で
あ
る
こ
と
が

明
確
と
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
は

『
調
査
会
報
告
書
』
に

「現
地
調
査
の
終
了
後
、
ほ
ど
な
く
特
殊
写
真

の
撮
影
結
果

が
判
明
し
て
新
し
い

知
見
が
加
え
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。

そ
の
最
も
著
し
い
点
は
、

従
来
全
く
不
明
で
あ

っ
た
東
壁
男
子
1

(向
っ
て
右
端
)
が
赤
外
線
写
真

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て
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の
助
け
に
よ
り
東
壁
男
子
3
や
西
壁
男
子
3
と
同
様
胸
前
に

淡
黄
色
の
ふ
く
ろ
を
掛
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
L

(二

頁
"
確
認
事
項
の
詳
細
な
説
明
は
六
～
七
頁
に
あ
る
)
と
さ
れ

「蓋

の
下
に

い
る
鬚
髯
を
は
や
し
た

人
物

(東
壁
男
子
-
)
を
被

葬
者
と
想
定
す
る
説
も
あ

っ
た
が
、
今

回
の
調
査
の
結
果
こ

の
人
物
は
他
の
二
人
の
人
物
と
同
様
黄
色
の
ふ
く
ろ
を
首
か

ら
下
げ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て

人
物
に
つ
い
て
は
唐
墓
の
事
例
な
ど
に
か
ん
が
み
て
、

い
ず

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
も
男
女

の
侍
者
の
群
像
を
描
い
た
も

の
と
判
断
さ
れ
る
に

い
た

っ
た
」
(二
四
頁
)
と
調
査
会
の
公
式
統

一
見
解
が
す
で

に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
井
上
氏
が
「
は
し
が
き
」

=



一
二

(
九
一
～
九
二
頁
)
で
問
題
提
起
さ
れ
る
蓋
を
さ
し
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
被
葬
者
か
官
人
か
の
議
論
は
も
は
や
無
意
味
で
あ
る
。

次
に

「朱
雀
以
外
の
三
神
が
描
か
れ
て
い
る
が
」
(九
三
頁
)
と
し
、

吉
永
登
氏
の
説
を

延
々
と
批
判
し

「南
壁

の
朱
雀
が
描
か
れ
て

い
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
」
(
一〇
六
頁
)
と
さ
れ
る
。

そ
し
て

「
そ
の
参
考
と
な
る
の
が
扶
余
に
近
い
陵
山
里
東
下
塚

で
あ
る
」
と

し
、

こ
の
伝
王
陵

の
位
置
を
説
明
し
た
あ
と

「東
下
塚
に
四
神
が

描
か
れ
て
い
る
。

た
だ
し
玄
室
の
南
入
口
に
扉

(壁
面
)
は
な
く
、

南

入
口
の
上
部
に
横
に
渡
さ
れ
た
石
材
の
内
側
の
側
面
に
朱
雀
で
な
く
孔
雀
が
描
か
れ
て
い
る
。

玄
室
に
四
神
を

描
く
場
合
に
東

・
西

・
北
壁
に
青
龍

・
白
虎

・
玄
武
を
描
く
こ
と
は
だ
い
た
い
き
ま

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

玄
室

の
南
壁
は

出
入
口
の
扉

の
役
を
も
ち
、

す

な
わ
ち
玄
室
に
遺
体
を
搬
入
し
た
の
ち
に
ふ
た
を
す
る
そ
の
ふ
た
の
役
を
つ
と
め
る
。
し
た
が
っ
て
東

・
西

・
北
の
三
面
と
は
同

一
に
論

じ
る
わ
け
に
い
か
な
い
性
質
を
も
つ
。
陵
山
里
東
下
塚
の
場
合
は
玄
室
の
南
入
口
に
扉
を
欠
き
、
孔
雀
は
玄
室
南
入

口
の
上
に
渡
さ
れ
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

石
材
に
描
か
れ
、
こ
れ
は
南
壁
と
朱
雀
が
特
別
扱

い
を
受
け
、
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
(
一
〇
六
頁
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
章
は
熟
読
し
て
も
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
第

一
に
南
壁
に
朱
雀
が
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
例
と
し
て
陵

山
里
東
下
塚
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
下
塚
に
は
四
神
が
描
か
れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
る
。
多
分
南
壁
に
は
描
い
て
な
く
、
見
上
げ

石
に
朱
雀
で
な
く
孔

雀

が
描
い
て
い
る
と
い
う
説
明
で
あ
ろ
う
が
、
陵
山
里
東
下
塚
は
南
に
羨
道
を
有
す
る
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。
横
穴
式
石
室

の
場
合
、
朱
雀

　

図

は
見
上
げ
石
や
袖
部
に
描
か
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
百
済
の
都
が
あ

っ
た
公
州
の
宋
山
里
第
六
号
墳
や
高
旬
麗
三
墓
里
や
、
梅
山
里
古
墳

　

で
は
こ
の
部
分
に
描
か
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
見
上
げ
石
や
袖
部
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、朱
雀
が
他
の
青
龍

・

白
虎

・
玄
武
に
比
べ
て
特
別
扱
い
で
も
な
け
れ
ば
、
不
安
定
で
も
な
い
。
も

っ
と
も
こ
の
「特
別
扱
い
」
と
表
現
さ
れ
る
意
味
が

一
体
何
を
さ

す

か
理
解
で
き
な
い
(横
穴
式
石
室
の
構
成
上
、見
上
げ
石
あ
る
い
は
袖
部
に
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
特
別
扱
い
で
は
な
い
)
。

ま
た
横
穴
式
石
室
に
四
神
を
描
く
場
合
、
南
側
の
朱
雀
を
見
上
げ
石
あ
る
い
は
袖
部
に
描
く
こ
と
が
、
朱
雀
が
青
龍

・
白
虎

・
玄
武
と

何
故

「
同

一
に
論
じ
る
わ
け
に
い
か
な
い
性
質
」
な
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
ど
う
し
て

「
不
安
定
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
問
題
よ
り
も
、
,
な
お
不
可
解
な
の
は

「南
壁
の
朱
雀
が
描
か
れ
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
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し
、
四
神
本
来
の
意
味
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ

し
、
唐
永
泰
公
主
墓
や
章
懐

.
懿
徳
太
子
墓
の
如
く
、
四
神
の
う
ち
、
東
の
青
龍
と

　

西
の
白
虎
だ
け
を
描
く
場
合
は
あ
る
。
か
つ
て
上
原
和
氏
は
、

こ
れ
を
も
と
に
暴
言

　

を
述

べ
ら
れ

た

こ

と

が
あ

っ
た

。

こ
れ

に
対

し

て
、

私

は

「
壁

画
古

墳

に

お
け

る

四

神
図
と
龍
虎
図
」
と
題
す
る
論
文
で
反
論
し
た
こ
と
が
あ

亀

・
三

L
で
は
反
復
し

な
い
が
、
四
神
の
う
ち
龍
虎
の
み
を
描
く
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ

っ
て
の

こ
と
で
あ
る
。
井
上
氏
が
高
松
塚
古
墳
に
お
い
て
龍

・
虎

・
武

を
描
い
て
、
朱
雀
を

表
現
す
る
南
方
七
宿
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
、
何
ら
の
理
由
も
開
示
し
な
い
で
、
簡

単
に
朱
雀
を
描
か
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
と
す
る
理
由
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
四
神

図
と
は
本
来
そ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
四
神
若
し
く
は
龍
虎

で
な
く
て
、
三
獣
あ
る
い
は

一
獣
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

っ
た
と
す
る
な

ら
ぽ
、
そ
れ
は
四
神
の
意
味
を
全
く
失

っ
て
し
ま

っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
邪
義
の

表
現
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
場
合
、
星
宿

・
日
月

・
四
神
の
意

味
か
ら
考
え
て
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
邪
道
的
な
も

の
で
は
な
い
。
井
上
氏
が
論
述

さ
れ
る
如
く
、
朱
雀
が
描
か
れ
て
い
な
か

っ
た
、
省
略
し
た
の
だ
ろ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
四
神
本
来
の
意
味
を
否
定
す
る
問
題
と
な
る
。

四
神
図
を
描
く
壁
画
古
墳
に
、
南
側
で
あ
る
か
ら
特
別
扱
い
に
し
て
、
朱
雀
だ
け
を
描
か
な
か

っ
た
と
い
う
例
が
他
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
先
き
に
挙
げ
た
高
勾
麗

・
百
済
の
壁
画
古
墳
に
お
い
て
も
、
横
穴
式
石
室
の
南
入
口
側
と
い
う
壁
画
を
描
く
場
所
と
し
て
、
他
の
三

壁
面
よ
り
条
件

の
悪
い
構
造
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
見
上
げ
石
や
袖
部
に
す
べ
て
描
い
て
い
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
松
塚
古
墳
に
お

高
松
塚
古
墳

の
壁
画
論
を

め
ぐ

っ
て

一
三



一ゴ
四

い
て
、
朱
雀
は
描
か
れ
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

「
何
故
四
神
を
描
く
か
。
四
神
を
描
く
こ
と
は
何

を
意
味
す
る
か
」
と
い
う
問
題
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

五

井
上
氏
の
指
摘
さ
れ
る
も
う

一
つ
の
問
題
は
蓋
を
め
ぐ
る
論
述
で
あ
る
。
早
川
庄
八
氏
の
所
論
を
批
判
さ
れ
た
あ
と
、
次
の
如
く
述

べ

ら
れ
て
い
る
。

「
こ
こ
で
蓋
の
形
体
に
つ
い
て
私
見
を
記
し
た
い
。
形
体
と
い
う
の
は
、
蓋
を
ひ
ろ
げ
、
こ
れ
を
上
か
ら
見
お
ろ
し
た
と
き
の
形

の
こ

と
で
あ
る
が
・
愈

形
伽
を
ゑ

い
蕃

論
霧

い
奮

ど
幡
禽

。
い
ま
ど
き
の
傘
を
開
く
と
円
形
に
き
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
高
松
塚

壁
画
の
蓋

の
形

に
つ
い
て
も
円
形
と
し
て
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
」
(
一
〇
九
頁
)
と
し
、
「
壁
画
の
蓋
は
正
方
形

か
菱
形
で
あ
ろ
う
。

円
形
な
ら
ば
四
組
の
隅
と
総
は
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
体
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
を
観
察
し
た
研
究
者
の
な
か
で
、
誰

が
現
在
の
傘
が
円
形
で
あ
る
か
ら
壁
画
の
蓋
も
円
形
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
,

ろ
う
か
。

『高
松
塚
中
間
報
告
書
』
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
「蓋
部
は
四
角
形
を
な
し
、
そ
の
隅
の
先
端
か
ら
組
総
の
緒

が
垂
れ
る
。
こ
の
形

式

は
北
魏
正
光
六
年
銘
弥
勒
石
像
台
座
仏
供
養
行
列
図
や
北
魏
永
安
二
年
銘
仏
碑
表
面
車
騎
図
に
彫
ら
れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
」
(五
三
頁
)
と
記
し
て
お
い
た
。
同
書
に
上
田
宏
範
氏

(
一
三
〇
～
一
三
二
頁
)
岸
俊
男
氏

(
一
六
八
頁
)
な
ど
も
よ
り
詳

し
く
論
証
さ
れ
て
い
る
。
令
制
に
お
い
て
も

「
頂
及
四
角
覆
錦
垂
総
」
と
規
定
し
て
い
る
。
壁
画
検
出
当
初
よ
り
誰

が
見
て
も
方
形
で
あ

る
。

こ
れ
は
極
め
て
明
確
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
蓋
の
形
態
を
云
々
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
井
上
氏

は

「そ
の
形
体
を
云

々
し
た
議
論
に
接
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
及
さ
れ
る
が
、
議
論
と
い
う
も

の
は
、
あ
る
見
解
に
対
し
て
反
対
意
見
乃
至
疑
問
視
す
る
立

場

が
あ

っ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
蓋
の
形
態
に
つ
い
て
、
な
ぜ
円
形
か
方
形
か
議
論
す
る
必
要

が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う



か
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
人
物
群
像
の
描
か
れ
て
い
た
こ
乏
に
つ
い
て

「
被
葬
者
は
南
枕

で
、
い
わ
ば
頭
部
を
南
の
入
口
に
向
け
て
お
り
、
東
西
両
壁
の

人
物
も
ほ
ぼ
南
の
入
口
に
向
か
っ
て
棺
を
は
さ
ん
で
行
進
す
る
よ
う
す
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
」
(九
八
頁
)
と
し
て
、
松
本
清
張

氏

の

「招
魂
の
図
」
と
い
う
説
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
私
も
松
本
氏

の
説
に
は
賛
成
は
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
別
と
し
て
、
井
上
氏

は
高
松
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
南
枕
と
決
め
ら
れ
て
、
論
理
を
展
開
さ
せ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
決
定
的
な
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

理
由
は
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
対
の
北
枕

で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
す
れ
ば
こ
の
論
証
の
意
味
が
全
く
な
く
な
る
か
ら
で
あ

る
。
私
た
ち
発
掘
担
当
者
は
、
現
状
で
は
わ
か
ら
な
か

っ
た
と
述

べ
た

(私
見
で
は
む
し
ろ
逆
の
北
枕
で
あ
る
可
能
性
が
強

い
と
思
う
。

い
ず
れ
こ
れ
は
論
証
す
る
機
会
が
あ
る
)
。
若
し
、
南
枕
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
井
上
氏
の
確
証
の
な
い
発
想
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ

を
も
と
に
他
の
人
の
説

(こ
こ
で
は
吉
永
氏
や
松
本
氏
の
見
解
)
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

井
上
氏
が
本
論
文
に
お
い
て
最
も
力
説
さ
れ
る
の
は
、

高
松
塚
古
墳
壁
画
と

皇
大
神
宮
遷
宮
行
列
絵
巻
と
の
比
較

で
あ
る
。

(「皇
大

神
宮
」
は
延
喜
式
で
は

「皇
太
神
宮
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
皇
大
神
宮
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
に
し
た
が
う
。)
そ
の
な
か
で

「
壁
画
中
の
持
物

が
す
べ
て
絵
巻
の
御
装
束
と
神
宝
に
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
壁
画
の
画
材
が
絵
巻
の
画
材
に

一
致
す
る
も

の
が
あ
る
こ
と
に
興
味
が

ひ
か
れ
る
」
(
一
一
二
頁
)
と
さ
れ
る
。

井
上
氏
が
興
味
が
ひ
か
れ
る
こ
と
は
敢
て
差
し
つ
か
え
な
い
が
、

そ
れ
を
前
提
と
し
て
、

こ
の

論
文
の

「
む
す
び
」
に

「高
松
塚
壁
画
に
描
か
れ
た
行
列
と
皇
大
神
宮
式
年
遷
宮
を
描
い
た
行
列
絵
巻
を
く
ら
べ
る
と
…
…
相
違
点
が
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
る
に
し
て
も
、
行
列

の
あ
り
か
た
や
人
物
が
持

つ
道
具
に
共
通
点
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

壁
画
と
天
井
画
は
全
体
と
し
て
何
を
描
い
て
い
る
の
か
と
い
う
統

一
テ
ー
マ
究
明
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
壁
画
と
共
通
点
を
持

つ
行
列

絵
巻

の
内
容
を
な
す
遷
宮
の
意
義
を
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
二

三
頁
)
と
し
、

「
遷
宮
の
行
列
絵
巻
と
共
通
点
を
も

つ
高
松
塚

壁
画
の
行
列
も
被
葬
者
に
対
す
る
ま
こ
こ
ろ
を
こ
め
た
祭
祀
を
描
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
、
し
た
が

っ
て
高
松
塚
の
壁
画
と

天
井
画
の
統

一
テ
ー
マ
は
葬
送

の
列
を
描
く
こ
と
に
存
し
た
と
い
え
よ
う
」
(
=

四
頁
)
と
さ
れ
る
。

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

一
五



一
六

こ
こ
で
二

・
三
の
論
理
的
矛
盾
を
指
摘
じ
て
お
こ
う
。
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
と
皇
大
神
宮
遷
宮
行
列
絵
巻
に
は
、
共
通
点
も
あ
る
が
相

違
点
も
あ
る
。
し
か
し
共
通
点
を
み
る
と
そ
の
意
義
は
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
統

一
テ
ー
マ
は
葬
送
図
で
あ
る
と
。

こ
の
よ
う
な
論
理
は

果
し
て
成
り
立
つ
も

の
か
ど
う
か
。
そ
れ
で
は
相
異
点
は
ど
う
な

っ
た
の
だ
ろ
う
っ
し
か
も
遷
宮
行
列
絵
巻
に
挙
げ
ら
れ
た
道
具
の
種
類

が
何
種
類
、
何
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
高
松
塚
と
共
通
し
て
い
る
の
が
何
種
類
、
何
点
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合

の
共
通
点
は
考
古
学

に
お
け
る
様
式
論
、
系
譜
論
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑨

.

『
高
松
塚
論
批
判
』

に
お
い
て
高
橋
三
知
雄
氏
は
、
岸
俊
男
氏
の

『
貞
観
儀
式
』
と

「高
松
塚
古
墳
壁
画
」
の
関
連
に
つ
い
て
の
所
見

を
批
判
し
て

「持
ち
物
に
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
指
摘
か
ら
、
そ
れ
以
上
積
極
的
に
何
が
引
き
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
説
明
し

て
も
ら
い
た
い
」
(四
四
頁
)
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
に
お
い
て
有
坂
隆
道
氏
は

「
貞
観
儀
式
で
は
持
ち
物

が
他
に
も
い
ろ
い
ろ

あ
り
、
た
ま
た
ま
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
も

の
が

一
致
す
る
、
と
い
え
る
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
数
量
も
違

っ
て
い
る
し
、
な
ら
ぶ

序
も
違

っ
て
い
る
。
朝
賀
の
儀
式

の
図
で
あ
る
と
い
う

説

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

両
者

の
持
ち
物
が
全
部
完
全
に

一
致
す
る

か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
壁
画
人
物
の
持
ち
物
が
貞
観
儀
式

の
多
数
の
持
ち
物
を
象
徴
す
る
代
表
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

(中
略
)
も

っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
全
体
的
な
構
成
が
全
く
違

っ
て
い
る
点

で
あ
る
。

(中
略
)
そ
の
全
体
構
成
と
壁
画
の
間
に
、

い

っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
類
似
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

(中
略
)
壁
画
が
朝
賀
の
儀
式
で
な
い
こ
と
は
、

こ
ん
な
議
論
を
す
る

ま
で
も
な
く
、
実
は

一
見
し
て
わ
か
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
壁
画
の
男
女
十
六
人
は
東
西
八
人
ず
つ
に
わ
か
れ

て
二
列
を
な
し
て
南

へ
向
か

っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
は
儀
式
に
臨
ん
で
整
然
と
整
列
し
て
い
る
姿
で
は
決
し
て
な
い
。
歌
垣
的
な
雰

囲
気
が
あ
る
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
人
の
顔
は
向
き
あ

っ
た
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
向
い
て
お
り
、
振
り
か
え

っ
て
も
い
る
で
は
な

い
か
。

朝
賀
の
儀
式
に
参
加
中
の
姿
と
す
れ
ば
、

ま
こ
と
に
行
儀
が
悪
い
こ
と
に
な
る

(中
略
)
儀
式

の
休
憩
中
の
姿
を
わ
ざ
わ
ざ
描
い

た
も
の
と
で
も
主
張
さ
れ
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
(二
〇
八
頁
)
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
両
意
見
は
井
上
底
の
主
張
さ
れ
る

皇
大
神
宮
遷
宮
行
列
絵
巻
と
高
松
塚
古
墳
壁
画
と
の
比
較
に
も
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
批
判
で
あ
る
と
思
う
。



ま
た

「
壁
画
と
天
井
画
の
統

一
テ
ー
マ
」
は
、

結
論
と
し
て
葬
送
図
で
あ
る
と
さ
れ
る

(
一
一
四
頁
)。
仮
に
井
上
氏
の
述
べ
ら
れ
る
如

く
、
壁
画
の
人
物
群
像
を
葬
送
図
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
故
天
井
の
星
宿
図
や
東
西
両
壁
に
描
か
れ
た
日
月
や
四
神

が
葬
送
図
で
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
壁
画
と
天
井
画
の
統

一
テ
ー
マ
と
な
れ
ば
、
石
槨
内
の
壁
画
全
部
の
統

一
テ
ー
マ
が
葬
送
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
星
宿

・

日
月

・
日
神
と
人
物
群
像
は
意
味
の
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
早
い
時
期
に
有
坂
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

井
上
氏
が
統

一
テ
ー

マ
を
葬
送
図
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
有
坂
氏
の
所
説
や
そ
の
他
の
見
解
を
批
判
し
、
否
定
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
で
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
見
解
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

最
後
に
高
松
塚
壁
画
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
関
連
し
て
井
上
氏
が
天
武
天
皇
陵

の
問
題
に
ふ
れ
、
吉
永
登
氏

の
説
を
批
判
さ
れ
て

い
る
な
か
で
、
仏
教
と
の
関
連
を
述
べ
ら
れ
た
項
が
あ
る

(
一
〇
七
頁
)。

中
尾
山
古
墳
が
八
角
形
墳
で
あ

っ
た
こ
と
に
関
連
す
る
問
題
は
、
後
日
改
め
て
批
判
し
た
い
が
、
と
り
わ
け
こ
の
文
章
の
な
か
に

「
野

へ

口

の
陵

は
仏

教

1I1TI仰

S
厚

か

っ
た

天
武

天

皇

の
陵

と

考

え

て

よ

い
と

私

は

思

う
」

と

記

し
、

そ

の
四
行

あ

と

に

「
そ
れ

は
仏

教

を

厚

ぐ

崇

へ

め
た
天
武
天
皇

の
廟
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
陵
」
と

「
廟
」
、

こ
れ
が
同

一
で
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
、
す
な
わ
ち

天
武
陵
は

「陵
」
で
あ
り

「廟
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
文
献
で
は
ど

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
を
検
討
さ

れ
た
い
。
奥
村
郁
三
氏
が

『高
松
塚
論
批
判
』
の
な
か
で
、
西
嶋
定
生
氏
の

『
唐
六
典
』

の
解
釈

の
誤
り
に
ふ
れ
て
、

「律
令
の
支
配
体

制

は
、

そ
の
よ
う
な
生
や
さ
し
い
も

の
で
は
な
い
」
(
一
六
七
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「陵
」
と

「廟
」
の
区
別

に
つ
い
て
も
、
曖
昧

な
も
の
で
は
な
い
。

六

次
に
渡
瀬
昌
忠
氏
の
論
文
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

渡
瀬
氏
の
高
松
塚
壁
画
古
墳
に
関
す
る
論
文
は
先
き

に
も
挙
げ
た

「高
松

塚
古
墳
の
壁
画
と
人
麻
呂
の
世
界
」

(以
下
A
論
文
と
略
記
)
と

題
す
る
も

の
と
、

最
近
発
表

さ
れ
た
、
「
高
松
塚
壁
画
の
画
題
」

(以
下
8

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

一
七



一
八

論
文
と
略
記
)
と
題
す
る
二
編
が
あ
る
。

森
本
治
吉
氏
と
同
様
主
と
し
て
国
文
学
者
と
し
て
の
観
点
よ
り

の
思
考
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

A
論
文
で
は
題
目
に
表
わ
さ
れ
、
B
論
文
で
は
冒
頭
に

「小
論
は
高
松
塚
壁
画
の
主
題
論
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
万
葉
の
歌
の
場
の
論
の

一
環
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
A
論
文
は
主
と
し
て
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
と
万
葉
集
に
お
け
る
人
麻
呂

の
世
界

と
を
関
係
さ
せ
よ
う

と

さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
国
文
学
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
最
初
は
専
門
外
に
属
す
る
こ
と
な
の
で
敢
て
批
判

の
対
象
と
し
な
い
と
考
え
た
。

ま
た
そ
の
記
述
に
異

っ
た
見
解
が
あ
る
と
し
て
も
、
末
文
に
昭
和
四
十
七
年
九
月
二
十
二
日
と
あ
り

(発

行
は
四
十
八
年

一
月
二
十
五
日
付
)
発
掘
直
後

の
こ
と
で
も
あ

っ
て
、

不
確
実
な
情
報
や
要
素

の
多
い
時
点
で
の
記
述

で
あ
る
か
ら
、

敢
て

こ
れ
を
取
り
上
げ
な
か

っ
た
が
、
内
容
に
多
く
の
矛
盾
を
も

っ
て
い
る
と
思

っ
て
い
た
。
二

・
三
の
箇
所
を
示
せ
ば
中
国

(例
と
し
て
永
泰

公
主
墓
)
や
朝
鮮

(例
と
し
て
双
楹
塚
)
の
壁
画
墓
や
北
九
州
の
装
飾
古
墳
、

あ
る
い
は
法
隆
寺
金
堂
の
壁
画
と

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
を
比

較

す
る
際
、
前
者
を

「死
な
れ
た
者
、
仏
に
祈
ろ
う
と
す
る
者
、
す
な
わ
ち
そ
の
室
を
訪
れ
る
生
者

の
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
で
、
後
者

の
高
松
塚
は
小
さ
な
槨
室
に
、
小
規
模
な
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
墓
室
を
訪
れ
る
者
の
た
め
に
描
か
れ
た
の
で
は
決
し
て
あ
り
得
な

い
」
(
二
頁
)
と
不
明
確
な
論
旨
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
あ
た
り
の
問
題
に
、
敢
て
反
論
す
る
必
要
を
感
じ
な
か

っ
た
。

す
な
わ
ち
古
墳
内
部

と
法
隆
寺
金
堂
と
を
同
じ
よ
う
に
み
て

「
そ
の
室
を
訪
れ
る
生
者
の
た
め
に
」
と
い
っ
た
考
え
方
は
私
に
は
全
く
理
解
で
き
な
い
問
題
外

の
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た

「高
松
塚

の
壁
画
も
、

被
葬
者

の
た
め
の

。お
も
し
ろ
き
〃

"常
宮
"
を
造
る
べ
く

描
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
」

・(
四
頁
)
と
の
解
釈
や
、
高
松
塚
の
石
槨
内
部
を

「
王
者
の
天
地
」

(五
頁
)

「
こ
の
槨
室
全
体
が

"天
と
地
"

を

意
味
し
て
い
る
」
(九

頁
Y
と
解
釈
し

「東

の
日
輪
は
い
ま
昇

っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

西
の
月
輪
は
ま
さ
し
く
地
に
沈
も
う
と
し
て
い
る
」
(八
頁
)
な
ど
と
い

っ

た
捉
え
方
は
で
き
な
い
と
考
え
た
。
ま
た
星
辰
に
つ
い
て
も
紫
微
垣
と
二
十
八
宿
の
描
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
暦
の
始

原

を
持
ち
出
し
、
そ
の
こ
と
か
ら

「
天
武

・
持
統
両
天
皐
の
周
辺
に
あ

っ
た
皇
子
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
貴
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(七

頁
ソ
と
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
人
麻
呂
歌
集
に
中
国
伝
説
の
影
響
下
に
歌
わ
れ
た
七
夕
歌
の
多

い
こ
と
と
関
連
づ
け

「
そ
れ
ら
の
歌
の
場
を



暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
L

と
考
え
だ
り
、

高
松
塚
古
墳
の
槨
室
は

「
光
明
と
秩
序
と
平
安
と
に
満
ち
た

一
つ
の

.天
地
"

で

あ

っ
た
」

(
一〇
頁
)
な
ど

の
解
釈
は
非
常
に
主
観
的
、
叙
情
的
な
理
解
で
あ
り
、
見
解
が
か
な
り
相
違
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
四
神
図
を

「
そ
れ
は
、
い
ま
天
上
か
ら
降
り
立

っ
た
ば
か
り
の
よ
う
に
見
え
る
し
、

こ
れ
か
ら
歩
行
を
開
姶

し
よ
う
と
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
」

(十
一
頁
)
と
い
う
理
解
や

「そ
の
石

(槨
)
室
の
規
模
か
ら
し
て
、
い
か
に
も
車
に
な
ぞ
ら
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」

(
十

一
頁
)
と
か
、
女
子
像

の
衣
服
の
色
に
つ
い
て
こ
れ
を
四
時
の
色
と
考
え

「最
終
的
に

一
列
に
な

っ
た
順
序
」

(十
三
頁
)
と
か
、

女

子
像
の
上
衣
の
色
に

「五
色
の
う
ち
青

・
赤

・
黄

・、白

の
四
色
で
あ
っ
て
黒
が
な
い
」
と
み
て
の
、
そ
の
理
由
や

(
十
四
頁
)、
結
論
と
し

て
述

べ
ら
れ
て
い
る

「
こ
の
古
墳
の
壁
画
全
体
の
統

一
原
理
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
四
時
順
行
の
表
現
は
、
光
明
と
秩
序
と
に
満
ち
た

王
者

の
天
地
に
、
さ
ら
に
調
和
と
優
美
と
を
加
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
す
る
よ
う
な
理
解
の
仕
方
に
は
反
論
す
る
に
及
ぼ

な
い
と
考
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
三
年
を
経
過
し
、
種
々
論
義
さ
れ
た
時
点
で
の
昭
和
五
十
年
四
月
二
十
六
日
記
、
七
月

一
日
付
発
行
の
B
論

文
が
再
度
こ
の
考
え
方
を
基
調
と
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
に
及
ん
で
、
そ
の
所
論
に
対
し
て
、
意
見
を
述

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
判
断
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
も
B
論
文
で
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
他
者

へ
の
批
判
を
ふ
ま
え
て
の
、
自
説

の
展
開
の
記
述
内
容

で
あ
る
か
ら
に
、
特
に
そ
の
必
要
を
感
じ
、
敢
て
批
判
の
対
象
と
し
た
。

.
先
ず
論
文
は

「
一

王
者
の
出
行
」
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
な
か
で
渡
瀬
氏
は
人
物
図
に
つ
い
て
岸
俊
男
氏
の

『
貞
観
儀
式
』
や

『延

喜
式
』
を
も
と
に
し
て
の
画
題
考
証
が

「最
も
信
頼
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
」
と
し
て
岸
説
を
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
次

の
如
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

、

①

大
刀
と
桙
と
が
袋
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

…
…
た
だ
し
儀
式
で
は

「弓
以
下
並
納
レ袋
」
と
あ
る
の
に
壁
画

で
は
杖

が
如
意
、

繩

払
と
共
に
袋
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。L

(二
一
三
頁
)
と
記
さ
れ
た
み
と
、

こ
れ
は

『延
喜
式
』
で
は
杖
が
威
儀
具

の
中
に
並
べ
ら
れ
て

斌

て
武
器
群
と
は
別
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
参
考
に
な
ろ
う
ど
さ
れ
る
。

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

一
九



二
〇

第6図 高松塚古墳壁画 西壁男子群像

次
に

「男
子
像
に
お
い
て
東
壁
手
前

の

一
列
が
南
に
屏
徹
、

北
に
大
刀
と
並
び
、
西
壁
で
は
南
に
桙
、
北
に
杖
と
並
ん
で

い
る
か
ら
、
そ
の
順
序
は
儀
式
お
よ
び
大
舎
人
寮
式

の
列
挙

順
序
に
矛
盾
し
な
い
も
の
と
言
え
る
」

と
あ
る
。

渡
瀬
氏
も
挙
げ
ら
れ
る
如
く
儀
式
、

大
舎
人
寮
式
に
規
定

さ
れ
た
諸
旦
ハは
多
種
、
多
量
で
あ
る
。

こ
れ
を
高
松
塚
古
墳

の
壁
画
と
比
較
す
る
こ
と
自
体
が
問
題

で
あ
る
。
と
い
う
の

は
高
松
塚
古
墳
の
場
合
男
子
は
八
人
で
あ
る
。
し
か
も
持
物

の
順
序
は
、
渡
瀬
氏
が
い
う
よ
う
に
南

を
前
と
す
る
な
ら
ば

東
側
は
柳
筥

・
蓋

・
柳
筥

・
大
刀
?
の
順
で
あ
り
、
西
側
は

胡
床

・
鉾
?

・
柳
筥

.
杖
?
の
順
序
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
だ
け
し
か
な
い
。
第

一
に
道
具
の
種
類
と
量
が
異
る
。

し
か
も
そ
の
う
ち
、

東
側
の
二
番
目
と
四
番
目
、
西
側

の
二
番
目
と
四
番
目
の
人
物
だ
け
順
序
も
持
ち
も
の
も
同

一
で
あ
る
か
ら

「矛
盾

し
な
い
も
の
と
い
え

る
」
と
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

『貞
観
儀
式
」
や

『延
喜
式
』
に
儀
式

の
道
具
と
数
量
、
そ
の
配
列
が
き
め
ら
れ
て
お
れ
ば
、
規
定
通
り
に
ま
も

ら
な
け
れ
ば
意
味
が

な

い
。
ま
も
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
規
定
の
意
味
が
あ
る
。
先
頭
は
違

っ
て
い
る
が
二
番
目
は
同
じ
で
あ
り
、
三
番
[目
は

違

っ
て
い
る
が
四
番
目
は
同
じ
だ
か
ら

「矛
盾
し
な
い
」
と
考
え
た
こ
と
が
果
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
に
考

え

る

「考
え
方
」
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て

「や
や
相
違
す
る
が
ー
↓
共
通
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

「帰
結
す
る
と
こ

ろ
は
、
高
松
塚
の
男
女
群
像

の
示
す
威
儀
が
大
極
殿
に
お
け
る
大
儀
に
類
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も

ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の
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ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ
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し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

大
儀
の
威
儀
物
の
す
べ
て
が
高
松
塚
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
人
数
や
執
物

の
数
が

一
致
す
る
わ
け

で
も
な
い
。
そ
の
う



ち

の
ご
く
少
数
が
描
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
両
者
の
年
代
の
相
違
、
儀
式
そ
の
も
の
の
変
遷
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入

れ
て
も
、
な
お
無
視
し
え
な
い
点
で
あ
り
L
と
す
る

(
二
一
四
頁
)。

す
べ
て
描
か
れ
て
い
な
い
し
、
人
数
や
執
物
が

一
致
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
何
故
、
大
極
殿
に
お
け
る
大

儀

に
類
す
る
こ
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
逆
に
い
え
ぱ
、

「
大
儀
の
執
物
の
数
や
人
数
が

一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
儀
と
類
す
る
」

と

い
う
論
理
と

コ

致
し
な
い
か
ら
、
類
し
な
い
L
と
す
る
論
理
の
方
の
ど
ち
ら
が
合
理
的
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

高
松
塚
古
墳
で
は
男
女
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
両
者
と
も
持
物
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ

の
人
数
も
執
物
の
種

類
も
数
量
も
、
並
ぶ
順
序
も
、
凡
そ
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
う
ち
の
極
く
少
数

の
も

の
だ
け
で
あ

っ
た
と
し
て
、
何
故
類
似

す
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
ぎ
に
挙
げ
た
井
上
薫
氏
の
高
松
塚
古
墳
壁
画
と
皇
大
神
宮
式
年
遷
宮
絵
巻
と
の
比
較
と
全
く
同
じ
感
覚
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
の
問
題
は
高
橋
三
知
雄
、

有
坂
隆
道
氏
の
強
調
さ
れ
る
如
く

両
者
の
間
に

共
通
性
が
あ

っ
て
も
決
し
て

一
致

し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
ま
た
持
ち
物
に
共
通
性
が
あ
る
か
と
い
う
指
摘
か
ら
、
そ
れ
以
上
積
極
的
に
何
が
引
き
出
せ
る
の
か
と
い
う
意
味
が
、
全
く
理
解
さ

れ
て
い
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

七

次
に
岸
氏
の
南
枕
説
を
引
用
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
井
上
説
の
批
判
の
な
か
で
述
べ
て
お
い
た
。

「⇔

南
面
の
出
行
」
の
な
か
に
も
批
判
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。

『続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
の
条
、

『
貞
観
儀
式
』
元
正
受
朝
賀
儀
の
条
を
説
明
さ
れ
た
あ
と

「
儀
式
で
玄
武
の
旗

が
西
の
最
後
、
白
虎

の
次
に
位
置
し
て
い
る
の
は
、
高
松
塚
の
北
壁
の
玄
武
が
頭
部
を
西
に
向
け
て
白
虎
に
続
く
姿
勢
を
取

っ
て
い
る
の
と

一
致
す
る
」
と
記

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

二
一



二
二

述
さ
れ
て
い
る
。

5

,
、

、
、

ゴ

匸、

一
体
玄
武
図

の
亀
が
西
を
頭
に
し
、
尾
を
東
に
す
な
わ
ち
西
向
き
に
描
く
の
は
、
ど
う
し
て
白
虎
の
次
に
続
く
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
の

若

し
渡
瀬
氏
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
な
ら
ば
、
敢
て
論
義
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
だ
ろ
う

か
。

こ
の
こ
と
は
四
神

の
思
想
は
何
に
由
来
し
、

そ
の
表
現
は
何
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う

問
題
か
ら

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。し

ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ご
と
く
、

『
爾
雅
』
釈
天
、

「析
木
謂
之
津
」
の
疏
に

四
方
皆
有
二
七
宿
「
各
成
二
一
形
ハ
東
方
成
二龍
形
「
西
方
成
二虎
形
ハ
皆
南
レ
首
而
北
レ尾
、
南
方
成
二鳥
形
ハ
北
方

成
二亀
形
(
皆
西
レ首

而
東
レ
尾

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
亀
形
は
首
を
西
に
す
る
故
に
尾
に
東
に
描
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
四
神
図
が
四
方
の
七
宿
か
ら

の
具
象
の
造
形
で
あ

っ
て
、
そ
の
星
座

の
形
か
ら
首
尾
の
位
置
が
決

っ
て
い
る
。
玄
武
図
が
頭
を
西
向
き
に
す
る
の
は
、
そ
れ
は
北
方
七
宿
の
具
象
で
あ
る
。

渡
瀬
氏
が
考
え
る
よ
う
に
儀
式
の
玄
武
図
の
亀
が
、
西
の
白
虎

の
次
に
来
る
か
ら
、、
西
を
向
い
て
い
る
の
で
あ

っ
て
そ
れ
が

一
致
す
る
と

い

っ
た
解
釈
は
、
四
神
の
本
質
を
無
視
し
た
本
末
転
倒
の
論
旨
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
論
で
い
け
ば
、
朱
雀
が
西
向
き
で

あ
る
の
は
、
こ
れ
も
先
頭
に
行
く
か
ら
西
向
き
に
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「礼
記
に
い
う
王
侯
の
出
行

に
お
け
る
四
神
の
旗

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
あ
り
、
し
か
も
高
松
塚
の
場
合
と
完
全
に

一
致
す
る
。
青
龍

・
白
虎

一
玄
武
の
頭
部
の
向
き
も
、
入
口
に
朱
雀
の
見

ヘ

ヘ

ヘ

へ

え
な
い
と
こ
ろ
ま
で
も
、
全
く

一
致
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
論
理
を
用
い
て
、
話

の
つ
じ
つ
ま
を
合
す
よ
う
な
こ
と

は
さ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た

「
ほ
ぼ
同
じ
位
置
」
と
し
な
が
ら

「
完
全
に

一
致
」
と
か

「
全
く

一
致
」
と
か
い
う
理
論
も
表
現
も
適
当
で
な
い
。

「
女
子
像

の
上
衣

の
色
を
通
じ
て
四
時
の
色
ま
で
も
描
い
て
い
る
」
(
二
二
〇
頁
)
と
い
う

の
も
理
解
で
き
な
い
。

四
時
の
色
、
五
時
の

色

に
は
色
別
乃
至
配
列
に
ま
で
原
則
が
あ
る
。
五
色
に
よ
る
色
の
配
当
を
無
視
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
国
も
、
日
本
も
古

来
色
別
と
そ
の
配
列
鳳
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
る
メζ
と
撼
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
ト虹
と
を
考
え

る
な
ら
献
、
こ
の
渡



瀬
氏
の
考
え
を
も
と
に
し
た
論
文
は
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「⇔

他
界
の
乗
物
」
の
章
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

第

一
に
、

「高
松
塚
の
壁
画
の
人
物
像
の
執
物
は
、
送
葬

の
具
と
の
一
致
が
少
く
な
い
」
と
さ
れ
る
。
渡
瀬
氏
自
身
、
高
松
塚
古
墳

の

築
造
年
代
と

「白
鳳
時
代
の
終
り
ご
ろ
の
文
化
遺
産
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
(二
一
〇
頁
)
と
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
高
松
塚
古
墳
壁
画

の
執
物
が
送
葬
具
と
の

一
致
が
少
く
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
比
較
で
き
る
白
鳳
時
代
の
送
葬
具
を
挙
げ
た
史
料
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
具
体
的
に
い
う
な
れ
ば
渡
瀬
氏
の
い
う
白
鳳
時
代
の
送
葬
具
の
執
物

の
種
類
、
数
量
が
明
確
で
あ

っ
て
、
そ
れ

と
比
べ
る
と
高
松
塚

古
墳

の
場
合
は
、
そ
の
う
ち
の
こ
れ
だ
け
で
あ
る
か
ら
少
く
な
い
と
判
定

で
ぎ
る
の
で
あ
る
。

一
体
何
と
の
比
較
で
少
く
な
い
と
判
断
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

次

に
石
槨
の
上
に
薄
く
粘
土
質

の
も

の
が
あ

っ
た
こ
と
に
対
し
て

「
こ
れ
は
、

万
葉
の
黄
塗
り
の
屋
形
そ
の
も

の
で
は
な
い
か
」

(二

二
二
頁
)
と
考
え
、
註
記
に

「黄
と
赤

と
は
別
の
、
文
字
通
り
の
黄
色

で
あ

っ
た
こ
と
は
宀

諸
説

の
存
在
に
か
か
わ
ら
ず
、

高
松
塚
壁
画

の
女
子
像

の
上
衣
に
、
方
色

の

一
つ
と
し
て
黄
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
何
で
も
合
う
も

の
が
あ
れ
ば
す
べ
て
関
係

が
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
な
い
。
古
墳
に
お
い
て
は
粘
土
槨
を
は
じ
め
竪
穴
式
石
室
を
覆

う
に
粘
土
を
用
い
て

い
る
。
こ
れ
が
非
常
に
良
質

の
も

の
も
あ
る
。
何
も
高
松
塚
古
墳
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
粘
土
の
色
ま
で
壁
画
と
関
連
さ
せ
る
べ
ぎ

で
は
な
い
。
万
葉
の

「屋
形
黄
塗
り
」
と
は
全
く
別

の
次
元

の
も
の
で
あ
る
。
万
葉
は
そ
こ
ま
で
拡
大
解
釈
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い

も

の
だ
ろ
う
か
。

八

次
に

「
四

王
者
の
車
」
の
章
を
批
判
す
る
。

「貴
人
を
被
葬
者
と
す
る
高
松
塚
に
お
い
て
、

被
葬
者
を
他
界

で

(
へ
)
の
乗
物
が
車
に
見
立
て
ら
れ
、

そ
の
塚
全
体
が
葬
車
の
ご
と

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て

t

1

1.1

1



二
四

第7図 高松塚古墳 石槨内部

く

に
装

わ

れ

て

い

る

と

い
う

こ

と

は
、

十

分

に
あ

り

う

る

こ

と

で
あ

る
L

(
二

二
一二
頁
)
と

さ

れ

る
。

そ

し

て

『
芸

文

類
聚

』

巻

七
十

一
、

舟

車

部

の

一
節

を

引

用

し

て

「
円

蓋

は
天

、

方

輿

は

地

、

両

輪

は

日

月

な

の
で

あ

っ
た
」

と

さ

れ

る
。

そ

し

て

「
さ

る
貴

人

(親

王
か
)

の
塚

が
、

他

界

で

(
へ
)

の
被

葬

者

の
乗

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

物
に
見
立
て
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
王
者

の
車
と
目
さ
れ
た
可
能
性
は
、

き
わ
め
て
高
い
。
そ
し
て
、
高
松
塚
の
家
形
石
槨
の
内
壁

に
、
輅
車
の
形
式
を

模
し
て
、
天
井
に
蓋
撩
の
ご
と
く
二
十
八
宿
、
左
右
に
車
輪
の
ご
と
き
日
輪
と

月
輪
、
雲
間
の
山
頂
に
示
さ
れ
た
地
平
線
の
下
の
大
地
に
は
、
四
方
に
靡
く
旗

の
ご
と
く
四
神

の
図
か
、
北
枕
の
両
側
に
は
、
四
時
の
運
行
を
そ
の
色
に
よ
っへ

て
側

観

し

う

る

よ
う

に

女
子

群

像

が
描

か
れ

て

い

る
。

と

い

っ
た

こ
と

が
、

至

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

極

あ

り

う

る

こ

と

な

の
で

あ

る
」

(
二
二
六
頁

)
と
考

え

ら

れ

る

が

、

そ

の
よ

う

な

こ

と

は

全

く

あ

り
得

な

い
。

ヘ

ヘ

へ

第

一
に

「
塚
全
体
が
葬
車
の
如
く
に
装
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
十
分
あ
り
うへ

る

こ

と

で

あ

る
」

(
二
二
三
頁
)

と

し
な

が
ら

、

続

く

文

章

で

「
家

形

石
槨

の
内

へ壁
に
輅
車
を
模
し
て
」
(二
二
六
頁
)
と
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
何
が
葬
車

で
あ
る

の
か
わ
か
ら
な
い
。

第
二
に
渡
瀬
氏
は
壁
画
に

日
月

・
四
神
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
被
葬
者
が
天
皇
に

準
ず
る
程
の
貴
人
、

お
そ
ら
く
皇

太
子
、
皇
子
な
ど
の
皇
親
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
」
(二
一
五
頁
)
と
考
え
ら
れ
た
で
は
な
い
か
。

そ
し

て

『
続
日
本
紀
』

の
大
宝
元
年
の
朝
賀
儀
、

『
貞
観
儀
式
』
な
ど
を
挙
げ
て
、
日
像

・
月
像
の
幢
を
説
明
さ
れ
て
、

B
論
文
の
む
す
び
で



は

「
左
右
上
部
に
日
輪
と
月
輪
…
…
後
に
玄
武
の
旗
を
靡
か
せ
る
如
く
」
(二
五
一
頁
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

こ
で
は
そ
の
日

・
月
を
今
度
は
輅
車
の
車
輪
に
見
立
て
て
、
説
明
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
を
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し

日

・
月
像
を
車
輪
と
す
る
な
ら
ば
渡
瀬
氏
の
い
わ
れ
る
王
者
の
車
は
、
上
に
車
輪
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う
す
る
と
古
墳
を

葬

車
と
し
、
ま
た
石
槨
を
輅
車
と
す
る
よ
う
な
解
釈
は
、
ど
う
し
て
も
成
立
可
能
な
考
え
方
で
は
な
い
と
思
う
。

「㊨

貴
人
出
行
の
図
」
と
い
う
章
が
次
に
あ
る
。
冒
頭
に

「
王
者
の
乗
物
が
、

他
界

で

(
へ
)
出
行
す
る
に
当

っ
て
云
々
」
(
二
二
六

頁
)
と
あ
る
。
こ
こ
で
は

一
体
古
墳
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
根
本
問
題
を
正
し
て
み
た
い
。

中
国
の
壁
画
の
解
釈
に
も

「出
行
図
」
と
い
う
言
葉
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

一
体
、
ど
こ
へ
出
行
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
渡
瀬

氏
も
は

っ
き
り
し
な
い
ら
し
い
。

高
松
塚
古
墳

の
壁
画
論

を
め
ぐ

っ
て

8図 上 日像(東 壁),下 月像(西 壁)

へ

ω

「他
界
で
出
行
す
る
に
当

っ
て
は
云
々
」

へ

②

「他
界

へ
出
行
す
る
に
当

っ
て
は
云
々
」

の
二
通
り
の
解
釈
を
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
ω
の

「他
界
で
出

行
す
る
」
と
は

何
処

へ
行
く
の
か
。

②
の
他
界

へ
出
行
す

る
L
と
い
う
の
は
、
現
世
か
ら
他
界

へ
の
出
行
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
古
墳
は
現
世
か
ら
他
界
へ
の
中
間
的
位
置
の
も
の

だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
古
墳
こ
そ
、

石
槨
内
こ
そ
、
ま
さ
し
く
黄
泉
の
世
界

で
あ
り
、
被
葬
者
は

そ
こ
に
永
遠
に
鎮
ま
っ
て
い
る
。
今
さ
ら
ど
こ
へ
か
出
行
す

る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
出
行
す
る
と
解
釈
す
る
の
に
は
そ

二
五



二
六

の
目
的
な
り
、
目
的
地
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
王
が
国
土
巡
視
や
戦
争

の
た
あ
に
出
行
す
る
の
と
同
じ

よ
う
に
考
え
て
は
な

ら
な
い
。
渡
瀬
氏
は
高
松
塚
壁
画
を
出
行
と
す
る
か
ら
に
は
目
的
な
り
目
的
地
を
示
す
ζ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
被

葬

者
の
永
遠
の
奥
津
城
と
し
て
築
か
れ
た
古
墳
築
造
の
目
的
と
の
関
連
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
要
す

る
に
古
墳
か
ら
、
石

槨
内

か
ら
何
処
へ
出
行
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
お
る
。

～

コ
咼
松
塚
壁
画
に
、
北
魏

の
仏
供
養
行
列
図
の
よ
う
な
飾
馬
や
蓋
車
が
描
か
れ
て
い
な
か

っ
た
め
は
、
そ
の
木
棺

や
石
槨
全
体
が
す
で

に
貴
人
の
乗
物

で
あ

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
L
(二
二
九
頁
)
と
か

「
一
言

に
し
て
い
え
ば
、

高
松
塚
は
王
者
の
乗
物
で
あ
り
、
そ
の

内
部
は
輅
車
の
ご
と
き
王
者

の
天
地
で
あ
り
、

そ
の
壁
画
は
被
葬
者
を
中
心
と
す
る
王
者
出
行
の
図
で
あ

っ
た
」
(
二
五
一
頁
)
と
い
う
解

釈
は
で
き
な
い
。

最
後
に
も
う

一
つ
付
加
し
て
お
こ
う
。
渡
瀬
氏
は
そ
の
註
4
に

「
高
橋

・
網
干

・
有
坂
三
氏
と
も
、
人
物
は
主
題

で
は
な
い
と
い
っ
て

主
題
の
四
神
図
と
切
り
離
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
物
図
の
み
を
主
題
と
し
て
四
神
図
を
切
り
離
し
が
ち
だ

っ
た
従
来
の
見
方
に
対
す
る
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
で
は
あ
り
得
て
い
る
が
、
両
者
を
切
り
離
す
点
に
お
い
て
は
同
じ
く
偏

っ
た
立
場
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
壁
画

の
画
題
は
四
神
図
を
も
人
物
図
を
も
含
め
て
統

一
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
な
の
で
あ
る
」
(
二
五
二
頁
)
と
批
判
さ
れ
る
。

私
に
い
わ

せ
れ
ば
、
玄
武
が
西
を
向

い
て
い
る
の
は
、
白
虎
の
次
に
続
く
か
ら
で
あ
る
と
か
、
石
槨
を
輅
車
と
見
立
て
て
、
出
行
図
と
し
か
解
釈
で

き
な
い
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
い
う
主
題

・
副
題
の
真
意
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
渡
瀬
氏
は
ど

の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
絵
画
に
お
け
る
主
題
と
副
題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
高
松
塚

古
墳
壁
画
の
場
合
、
私
た
ち
は

「古
墳
壁
画
と
し
て
明
ら
か
に
統

一
の
あ
る
構
図
」
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点

で
は
渡
瀬
氏
と
同
じ
考
え

で
あ

っ
て
、
換
言
す
れ
ば

「
統

一
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
、そ
こ
に

「主
題
」
と

「副
題
」

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
正
し
く
把
握
し
な
け
れ
ば

「
統

一、的
把
握
」
は
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
渡
瀬
氏
の
批
判
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
若
し

「
切
り
離
し
て
し
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
た
と
え
ば
四

ψ



神
図
と
人
物
図
は
、・
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
別
個
の
絵
画
と
な
る
。
そ
う
し
た
場
合
両
者
の
間
に

「
主
題
し
と

「
副
題
」
と
い
う
関
係
な
ど

は
あ
り
う
る
は
ず
も
な
く
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
両
者
が
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
主
題
、
副
題

の
区
別
が

可
能
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち

「統

一
的
に
把
握
す
べ
き
も
の
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
星
宿
と
四
神
、
日
月
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
被
葬
者
の
地
位
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
物
図
を
描
ぐ
と
い
う
こ
と

は
被
葬
者
に
対
す
る
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
壁
画
と
し
て
の
意
味
は
当
然
そ
の
地
位
を
象
徴
す
る
も
の
が
主
で
あ
る
と
い
ヶ

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
石
槨
に
納
め
ら
れ
た
被
葬
者

の
、
そ
の
地
位
が
星
宿

・
日
月

・
四
神
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ

の
被
葬
者

の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
送
葬
者
の
精
神
的
な
も

の
を
意
味
す
る
。
私
の
場
合
は

『高
松
塚
論
批
判
』
に
も
記
述
し
た
よ
う
に

「
墓
室
は
、
本
来
暗
黒
の
世
界
で
あ
り
、
追
葬
を
予
想
す
る
よ
う
な
場
合
を
の
ぞ
い
て
、
永
久
に
開
か
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ

っ
て
、
盗

掘

や
発
掘
調
査
は
被
葬
者
や
築
墓
者
に
と
っ
て
予
期
し
な
い
も

の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
見
事
な
彩
色
の
壁
画
が
描
か
れ

て

い
た
こ
と
も
、
そ
の
鄭
重
さ
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

高
松
塚
古
墳

の
壁
画
の
人
物
像
は
、
黄
泉
の
国
に
死
の
旅
立
を
す
る
被
葬
者
に
対
し
て
、
幽
明
境
を
異
し
た
現
身
人
が
托
し
た
従
者
で

あ
る
と
理
解
す
る
の
が
最
も
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
お
い
た
。
今
も
そ
の
考
え
に
は
変
り
な
い
。
す
な

わ
ち
、
石
槨
内

の
壁
画
は
被
葬
者
の
地
位
と
そ
の
人
に
永
遠
に
仕
え
る
従
者
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
ど
ち
ら
が
i

律
令

社
会

に
お
い
て
ー

主
題
を
な
す
か
と
い
え
ぱ
、
や
は
り
地
位

の
象
徴
が
主
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

し
た
が

っ
て
、
人
物
は

高
松
塚
古
墳

で
は
十
六
人
で
あ

っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
五
人
で
も
八
人
で
も
、
あ
る
い
は
も

っ
と
多
数
で
あ

っ
て
も
よ
い
筈
で
あ
る
。
よ
り

も

む
し
ろ
墓
室

の
な
か
に
星
宿
・日
月
・四
神
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
方
が
よ
り
壁
画
構
成
の
主
題
と
す
べ
き
で
あ

る
と
の
主
張
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
こ
と
が
合
理
性
あ
る
理
解
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
何
も
従
来

の
見
方
に
対
す
る
ア
ソ
チ
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
。

む
し
ろ
万
葉
研
究
者
と
し
て
の
渡
瀬
氏
の
よ
う
に
万
葉
歌
を
解
釈
す
る
よ
う
な
叙
情
的
な
も
の
で
は
な
く
、
奥
村
郁
三
氏
が
指
摘
さ
れ

る
如
く
律
令
の
支
配
体
制
は
生
や
さ
し
い
も

の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
を
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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二
八

九

森
本

.
井
上

.
渡
瀬
各
氏

の
高
松
塚
古
墳
壁
画
に
関
す
る
論
文
を
と
り
あ
げ
て
、
見
解
の
異
る
点
に
つ
い
て
指
摘

し
た
。

森
本
説

に
つ
い
て
は
主
と
し
て
女
子
像
の
持

つ
如
意
状
の
も
の
は
球
戯

の
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
す
る
観
察
は
壁
画
の
観
察
の
不
確
実
さ
と
、

如
意

に
対
す
る
誤
解
に
す
ぎ
な
い
点
を
批
判
し
た
。
ま
た
井
上
説
に
つ
い
て
は
、
西
壁
男
子
像
の
蓋
の
さ
し
か
け
ら
れ
た
人
物
は
す
で
に

侍
者

で
あ
る
と
の
調
査
会
の
統

一
見
解
を
挙
げ
、
ま
た
氏
の
い
う

"三
神
"
は
本
来
存
在
し
な
い
こ
と
を
中
心
に
、
朱
雀
が
描
か
れ
て
い

な

い
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
見
解
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
皇
大
神
宮
遷
宮
行
列
絵
巻
と
の
比
較
は
次
元
を
異
に
す

る
問
題
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
統

一
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
も
批
判
し
た
。
森
本
氏

の
論
文
は
滴
松
塚
研
究
に
若
干
の
見
落

が
あ
る
の
で
そ
れ
を

埋
め
た
い
か
ら
と
述

べ
、
井
上
氏
の
論
文
は
主
と
し
て
従
来

の
説
を
批
判
さ
れ
た
部
分
が
主
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
所
見
を
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て

「
は
し
が
き
」
に

「
い
わ
ば
交
通
整
理
が
必
要
で
あ
る
」
(九

一
頁
)
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
そ
う
と
111II
み
ら
れ
た
が
、

そ
の
目
的
は
達
成
し
て
い
な
い
と
考
え
た
。

ま
た
渡
瀬
氏
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
最
初
は
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
が
、
重
ね
て
の
主
張
に
敢
て
そ

の
所
説
が
虚
論
で
あ

る
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
執
物
の
解
釈
に
つ
い
て
は
井
上
氏
の
場
合
と
同
じ
で
あ
り
、

「同
じ
で
は
な
い
が
」

「
や
や
同
じ
で
あ
る
が
」

「
一
致
は
少
く
な
い
が
」
と
し
な
が
ら
そ
の
類
似
点
だ
け
を
挙
げ
て

「両
者
は

一
致
す
る
」
と
い
う
論
法
は
、
す
で
に
高
橋
三
知
雄
氏
の

批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
ま
え
て
、
批
判
し
た
。
ま
た
石
槨
を
王
者
の
車
と
す
る
説
や
、
出
行
図
で
あ
る
と
い
う
想
定
は

全

く
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
加
え
て

『高
松
塚
論
批
判
』
に
寄
せ
ら
れ
た

「批
判
」
は
、
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
全
く

曲
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
後
半

の
部
分
に
つ
い
て
も
批
判
す
べ
き
点
は
あ
る
が
、
す
で
に
そ
の
意

は
つ
き
た
も

の
と
思

う
。高

松
塚
古
墳
壁
画
の
論
争
は
す
で
に
三
年
半
以
上
の
歳
月
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
激
し
い
論
争
も
新
し
い
解
釈
も
な
さ
れ
た
。
そ
の
な



か
で
空
論
や
思
い
つ
ぎ
程
度
の
価
値
な
き
所
説
は
次
第
に
消
え
て
い

っ
た
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
に
内
容
な
り
、
論
点
は
明
確
に
な

っ
て
き

た
。
い
わ
ば
も

っ
と
高
次
の
論
争
で
あ
る
。
こ
の
最
近
の
三
つ
の
論
文
の
論
点
な
り
、
根
拠
の
資
、
史
料
は
壁
画
検
出
当
時
の
事
実
確
認

の
不
充
分
な
時
点
で
の
所
見
か
ら

一
歩
も
前
進
し
て
い
な
い
と
思
う
。

以
上
三
氏
の
最
近
の
高
松
塚
古
墳
壁
画
に
対
す
る
論
考
に
つ
い
て
批
判
し
た
が
、
各
氏
に
対
し
て
誠
に
失
礼
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

敢

て
そ
の
論
旨
、
内
容
に
批
判
を
試
み
た
。
若
し
各
氏
に
対
し
て
失
礼
な
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
の
不
徳

の
い
た
す
と
こ
ろ
で

あ

る
。

(
一
九
七
五
年
九
月
十
五
日
)

註①

中
国
人
民
対
外
友
好
協
会

「中
華
人
民
共
和
国
漢
唐
壁
画
展
」
昭
和

五
十
年
。

②

望
月
信
享
編

『仏
教
大
辞
典
』

,昭
和
八
年
。

③

諸
橋
轍
次
編

『大
漢
和
辞
典
』

昭
和
三
十

一
年
。

④

軽
部
慈
恩

『百
済
遺
跡
』

昭
和
四
十
六
年
。

⑤

李
王
職
発
行

『朝
鮮
古
墳
壁
画
集
』

大
正
五
年
。

⑥

陝
西
省
博
物
館
乾
県
文
教
局
発
掘
調
査
組

「唐
章
懐
太
子
墓
発
掘
簡

報
L

「
唐

懿
徳
太
子
発
掘
簡
報
」

(『
文
物
』

一
九
七
二
年

七
期
)
。

⑦

上
原
和

コ
咼
松
塚
古
墳
と
日
本

・
朝
鮮

・
中
国
L
(『
倭

か
ら
日
本
』

昭
和

四
十
八
年
)
。

⑧

拙
稿

「
壁
画
古
墳

に
お
け
る
四
神
図
と
龍
虎

図
」

(井
川
博
士
喜
寿

記
念
論
文
集

『
日
本
文
化
と
浄

土
教
論
攷
』

昭
和

四
十
九
年
)
。

⑨

網
干
善
教

・
有
坂
隆
道

・
奥
村
郁

三

・
高
橋

三
知

雄

『
高
松
塚
論
批

判
』

昭
和
五
十

一
年
。
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