
高
句
麗
壁
画
古
墳

の
角
抵
図
に
つ
い
て

i

日
本
の
基
層
文
化
理
解
の
前
提
作
業
と
し
て
ー門

田

誠

一

は

じ

め

に

高

句
麗

の
人

々
が
残
し
た
古
墳

に
は
彩
色
を
施
し
た
豊
か
な
内
容
の
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
美
術

的
な
価
値

に
加
え
て
古
代

に
お
け
る
高
句
麗
人

の
生
活
史
を
究
明
す
る
た
め
に
も
ま
た
と
な
い
資
料
で
あ
る
こ
と
は
再
論
を
ま
た
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
高
句
麗
古
墳

の
壁
画
の
内
容

に
よ

っ
て
高
句
麗
人
の
習
俗
や
社
会
の
状
況
を
解
き
あ
か
そ
う
と
す
る
考
察
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
高
句
麗
壁
画
古
墳

に
描
か
れ
た
内
容
を
総
合
的
に
解
析
す
る
こ
と
は
多
く
の
成
果
を
期
待

で
ぎ
る
が
、
筆
者
は
と
く

に

そ
の
な
か
で
も
多
く
の
重
要
な
問
題
と
関
連
す
る
個
別
の
題
材
か
ら
基
本
的
な
検
討
を
は
じ
め
た
い
と
思
う
。

そ

の
基
礎
的
作
業

の
一
歩
と
し
て
、
こ
こ
で
は
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
力
士
像
に
光
を
あ
て
て
み
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
題
材

は
こ
れ
ま
で
も
議
論

の
俎
上

に
の
る
こ
と
が
多

い
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実

は
概
説
的
な
あ
る
い
は
記
載
学
的
な
記
述
に
終
始
す
る
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
未
だ
基
本
的
な
認
識
と
把
握
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
最
初
に
こ
れ
ま
で
力
士
像
と

し
て
認
識
、
報
告
さ
れ
て
い
る
諸
例
の
な
か
で
も
、
実
際

に
格
闘
行
為
を
現
し
て
い
る
例

に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
れ
ら
が
全
体
の
構
図
の

な
か
で
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
に
注
意
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
中
国

の
文
献
史
料
を
も
参
酌
し
、
そ
れ
ら
の
力
士
像
に
つ

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

一



二

い
て

の
こ
れ
ま
で
の
主
な
見
解
を
み
て
考
察

へ
と
す
す
み
た
い
。

一

高
句
麗
壁
画
古
墳
力
士
像

の
諸
例
ー

格
闘
図
を
中
心
に
ー

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
な
か
で
力
士
像
が
描
か
れ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
力
士
が
単
独
で
描
か
れ

て
い
る
場
合
と
二
人
の
力
士
が
組
に
な

っ
て
な
ん
ら
か
の
格
闘
技
を
行

っ
て
い
る
場
面
と
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
力

　
ユ
　

士
が
単
独
で
描
か
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
三
室
塚
、
通
溝
四
神
塚
、
順
興
邑
内
里
古
墳
壁
画
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

い

っ
ぽ
う
、
二
人

の
力
士
が
向
か
い
あ

っ
て
な
ん
ら
か
の
格
闘
行
為
を
行

っ
て
い
る
場
面
を
表
現
し
た
壁
画
古
墳
と

し
て
は
、
こ
れ
か

ら
あ
げ
る
よ
う
な
諸
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
こ
の
よ
う
な
高
句
麗
壁
画
古
墳

に
み
ら
れ
る

「角
抵
」
と
さ
れ

る
格
闘
技
を
と
り

あ
げ
て
論
及
し
て
み
た
い
。

　
　
　

(
1
)
安
岳
三
号
墳

(
黄
海
南
道
安
岳
郡
)

〔図
1
の
ー
〕

高
句
麗
壁
画
古
墳
と
し
て
著
名
な
古
墳
で
、
眺
望
の
よ
い
丘
陵
上
に
位
置
し
、
墓
室
は
左
右

(東
西
)
側
室
を
も

っ
た
前
室
、
お
よ
び

東
側
と
北
側
の
二
辺
を
巡
る
回
廊
を
も

っ
た
後
室

(
玄
室
)
な
ど

か
ら
な

る
複
雑
な
構
造
で
、
前
室
の
前
に
は
羨
室

と
羨
道
が
付
随
す

る
。
羨
室
の
入
り
口
か
ら
後
室
の
奥
壁
ま
で
は
八

・
一
七
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅

(側
室
の
壁
間
距
離
)
は
七

.
八
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

石
槨

は
水
磨
さ
れ
た
石
灰
岩
の
大
き
な
板
石
で
構
築
さ
れ
、
石
材
と
石
材

の
間
は
石
灰
で
か
た
め
ら
れ
て
い
る
。

前
室
東
壁
に
は
ふ
ん
ど
し
様
の
も
の
だ
け
を
腰
に
つ
け
た
二
人
の
裸
体
の
人
物
が
離
れ
て
相
対
し
て
い
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
向

か

っ
て
右
側

(南
側
)
の
人
物
は
右
手
を
前
に
だ
し
、
向
か
い
あ
う
人
物

の
顔
の
高
さ
ほ
ど
に
手
を
あ
げ
、
も
う

一
方

の
左
手
は
後
ろ
の

下
方

に
指
先
を
向
け
て
い
る
。
も
う

一
人
の
人
物
す
な
わ
ち
向
か

っ
て
左
側

(
北
側
)

の
人
物

は
逆
に
、
右
手
を
後

ろ
に
引
き
、
指
先
は

上
方

に
向
け
、
左
手
は
前
方
下
方
に
向
け
て
い
る
。

前
室
西
壁

に
描
か
れ
た
人
物
の
上
部
に
墨
書
銘
文
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て

「永
和
十
三
年
」

(
実
際
は
改
元
し
て
東
晋

.
穆
帝

の
升



高
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麗
壁
画
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墳
の
角
抵
図
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四

平
元
年
。
三
五
七
年
)
に
没
し
た
亡
命
漢
人
の
冬
寿
の
墓
と
み
ら
れ
て
い
る
。
築
造
年
次
が
推
定
で
き
る
高
句
麗
領
域
の
墓
と
し
て
貴
重

な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
M
)

(
2
)
舞
踊
塚

(中
国
吉
林
省
集
安
県
)

〔図
1
の
2
〕

禹
山
南
麓

の
緩
傾
斜
地

に
位
置
し
、
次
に
述
べ
る
角
抵
塚
が
北
西
に
接
し
て
あ
り
、
二
つ
の
古
墳
は
並
ん
で
築
か
れ
て
い
る
。
墳
丘
は

截
頭
方
錘
形

で
一
辺
は
約

一
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
石
室
は
南
東
方
向
に
主
軸
を
と
り
、
玄
室
、
通
路
、
前
室
、
羨
道
か
ら
な
り
、
玄
室

の
長
さ
は
三

・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
幅
三

・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三

・
三
メ
ー
ト
ル
で
、
天
井
は
八
層
の
持
送
り
構
造
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
下

層
三
層
は
平
行
持
送
り
で
、
上
層
五
層

は
三
角
持
送
り
の
た
め
下
か
ら
み
る
と
八
角
形
状
を
呈
す
る
。

壁
画
は
前
室
か
ら
玄
室
に
か
け
て
全
面

に
描
か
れ
て
い
る
。
北
東
部

の
天
井
石
側
面

に
は
離
れ
て
相
対
す
る
二
人

の
人
物
が
描
か
れ
て

お
り
、
両
方
の
人
物
と
も
に
口
ひ
げ
を
は
や
し
、
ふ
ん
ど
し
状

の
も
の
だ
け
を
つ
け
た
裸
体

で
あ
り
、
さ
ら
に
二
人

と
も
同
じ
よ
う
に
左

手
を
大
き
く
出
し
て
右
手
を
ひ
い
た
構
え
を
と

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
構
え
か
ら
次
章

で
ふ
れ
る
よ
う
に
、

「角

抵
」

「胎
拳
」
な
ど

の
様
子
を
表
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)

(
3
)
角
抵
塚

(中
国
吉
林
省
集
安
県
)

〔図
2
〕

舞
踊
塚
の
南
東
側
に
接
し
て
築
か
れ
て
お
り
、
墳
丘
形
態
、
規
模
と
も
に
舞
踊
塚
と
相
い
似
て
い
る
。
石
室
も
玄
室
、
通
路
、
前
室
、

羨
道

か
ら
な
り
、
平
面
形
態
は
舞
踊
塚
に
似

る
が
、
天
井
は
四
壁
を
前
室
天
井
の
高
さ
ま
で
築
き
あ
げ
、
二
層
の
平
行
持
送
り
を
行

っ
た

後
、

四
層
の
三
角
持
送
り
を
行

っ
て

一
枚
の
板
石
で
覆

っ
て
い
る
。

玄
室
奥
壁

(東
南
壁
)
に
は
大
刀
を
身
に
着
け
た
男
性
と
考
え
ら
れ
る
人
物
の
向
か

っ
て
右
側
に
二
人
の
婦
人
が
描
か
れ
て
お
り
、
ま

た
、
右
隅
に
は

「侍
従
」
と
み
ら
れ
る
人
物
が
、
左
隅
に
は
同
じ
役
割
を
も

っ
た
と
み
ら
れ
る
童
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
中
央
の
男
性
は

墓
主
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
北
西
壁
に
は
樹
木
の
間
に
馬
と
そ
れ
を
ひ
く
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

古
墳

の
名
称
の
由
来
と
も
な

っ
て
い
る
角
抵
図
は
奥
壁
よ
り
向
か

っ
て
左
側
の
南
東
壁
に
描
か
れ
て
い
る
。
壁
面

の
中
央
に
は
鳥
の
と
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高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

ま

っ
た
樹
木
が
あ
り
、
そ
の
根
元

に
は
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う

に
熊
と
虎
と
み
ら
れ

る
二
匹
の
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
壁
面
の
右
側
半
分
に
は
二
人
の
組
み
合

っ
た

人
物
と
、
さ
ら
に
そ

の
右
側
に
は
杖
を
つ
き
長
い
髭
を
は
や

し
た
老
翁
が
た
た
ず

ん
で
い
る
。
組
み
合

っ
た
二
人

の
う
ち
、
向
こ
う
側
に
顔
を
出
し
て
い
る
人
物
は

明
ら
か
に

「胡
人
」
と
い
わ
れ
る
西
域
系

の
顔
立
ち
を
し
て
い
る
こ
と
が
み
て
と

れ
る
。
同
じ
画
面
の
上
部
に
は

「雲
気
文
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
多

い
文
様
が
描

か
れ
て
い
る
。

　
　
　

(
4
)
長
川

一
号
墳

(中
国
吉
林
省
集
安
県
)

〔図
1
の
3
、
図
3
〕

集
安
県
城

の
東
北
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
長
川
古
墳
群

の
な
か
の
一

基

で
、
墳
丘
は
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
、
周
囲
の
長
さ
が
八
八

・
八
メ
ー
ト
ル
の
截
頭

方
錘
形
と
さ
れ
て
い
る
。
埋
葬
施
設

は
墓
道
、
前
室
、
羨
道
、
玄
室
か
ら
な
る
複

室
墓
で
、
玄
室

は
観
音
開
き
の
石
扉
を
も
つ
長
さ
三

・
三
〇

メ
ー
ト
ル
、
幅
三

・

二
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三

・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
平
面
正
方
形

に
ち
か
い
形
態
を
も

つ
。
天
井
構
造
は
五
層
の
三
角
持
送
り
で
あ
り
、
床
面
に
は
棺
床
が
二
つ
つ
く
ら

れ
て
い
る
。

壁
画
は
前
室
と
後
室
の
四
壁

・
天
井

お
よ
び

羨
道
両
壁
、

石
門
正

面
、

棺
床
上
面
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
前
室
北
壁

に
は
上
段
に

「菩
提

樹
」
か
と
み
ら
れ
て
い
る
木
の
下

に
侍
女
を
従
え
た
人
物
を
中
心
と
し
た
構
図
が

あ
り
、
こ
れ
を
墓
主
と
推
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
む
か

っ
て
左
側

に
は
琴
の
よ
う

な
楽
器
を
弾
く
人
物
や
お
手
玉
の
よ
う
な
曲
技
を
す
る
人
物
が
描
か
れ
て
お
り
、

五
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報
告
文
で
は
こ
れ
ら
を

「百
戯
百
楽
」
と
表
現
し
て
い
る
。
左
隅
に
は
腰

の
部
分

に
の
み
着
衣
を
つ
け
た
裸
体

の
人
物
二
人
が
組
み
合

っ

て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
報
告
文
で
は
こ
れ
を

「角
抵
」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は

「角
抵
」
は

「百
戯
百
楽
」
、

す
な
わ

ち
い
ろ
い
ろ
な
雑
技
の
な
か
の

一
つ
と
い
う
認
識
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
報
告
文
で
は
長
川

一
号
墳

の
年
代
は
五
世



表

1

服

装

人

数

動作

の
状
態

備

考

安
岳
三
号
墳
裸
形
で
ふ
ん
ど
し

二
人
一

組

離
れ
て
い
る

舞
踊
塚

裸
形
で
ふ
ん
ど
し

二
人
一

組

離
れ
て
い
る

角
抵
塚

裸
形
で
ふ
ん
ど
し

二
人
一

組

組
み

合
っ

て
い

る

左
側
に
樹
木
と
熊、

虎

長
川
一

号
墳

裸
形
で
ふ
ん
ど
し

二
人
一

組

組
み

合
っ

て
い

る

周

囲
に

「

百
戯

百
楽
」

表

2

朱
栄
憲

金
元
龍

李
殿
福

魏
存
成

緒
方
泉

東

潮

舞
踊
塚
四
c

末
ー

五c初

五
c

後
半
～六c初

三
c

中

葉
ー四c中葉

四
c

中
葉
～五c初頭

四
c

中

葉
ー末

五
c
前
葉

角
抵
塚
四
c

末

五
c

後
半
～六c初頭

三
c

中

葉
～四c中葉

四
c

中

葉
ー五c初頭

四
c

中

葉
～末

五
c
前
葉

長
川1号

墳

四
c

中

葉
ー五c中葉

五
c
末
～
六世紀中葉

五
c

中

葉
～後半

五
c
後
半

(7

)

(
8
)

(9

)

(
10
)

(11

)

(
12
)

〔朱
栄
憲
、
金
元
龍
、
李
殿
福

、
魏
存
成
、
緒
方
泉
、
東
潮
〕

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

(
c
は
世
紀

の
略
号
)

紀
末
～
六
世
紀
初
頭
と
述
べ
ら
れ
て

(6
)

い
る
。

ま
た
、
長
川

一
号
墳
の
格
闘
図
は

画
面
全
体
の
な

か
で
の
図
像
構
成
に

お
け
る
位
置
づ
け
が
可
能
な
資
料
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
章
を

あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。以

上

に
述
べ
て
き
た
高
句
麗
壁
画

古
墳

の
な
か
で
二
人

一
組
の
人
物
が

格
闘
し
て
い
る
場
面
を
描
い
た
諸
例

を
表
に
ま
と
め
る
と
表
1
の
よ
う
に

な
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
古
墳
の
年
代
に

つ
い
て
は
研
究
者
ご
と
に
か
な
り
の

差
が
あ
る
が
、
主
な
見
解

は
表
2
の

よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
年
代

に
つ
い

て
は
、
現
段
階

で
は
有
力
な
根
拠
と

七



八

な
る
資
料
に
と
ぼ
し
く
諸
説
が
だ
さ
れ
て
い
る
状
況

で
あ
る
が
、
安
岳
三
号
墳
が
築
造
年
代

の
推
定
で
き
る
も

っ
と
も
さ
か
の
ぼ
る
例
で

あ
る
こ
と
を
、
上
記
の
年
代
に
つ
い
て
の
諸
論
と
勘
案
し
て
も
、
二
人
の
力
士
が
組
に
な

っ
て
な
ん
ら
か
の
格
闘
技
を
行

っ
て
い
る
場
面

を
描

い
た
壁
画
図
像
は
、
四
世
紀
中
質
か
ら
五
世
紀
代
に
盛
ん
で
あ

っ
た
壁
画
図
像
で
あ
る
と

一
応
は
考
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
の
ち
に
問
題

の
中
心
と
す
る
長
川

一
号
墳

の
年
代
に
つ
い
て
は
現
段
階
の
私
見
と
し
て
、
墨
書
銘
文
の
分
析
か
ら
広
開
土
王
と

　
お
　

長
寿
王
に
仕
え
、
長
寿
王
代

の
前
期
す
な
わ
ち
五
世
紀
前
半
頃
に
人
生
の
活
躍
期
を
も

っ
た

「牟
頭
婁
」
と
い
う
人
物
の
墓
で
あ
る
牟
頭

婁
塚
と
の
石
室
構
造
の
類
似
点
を
重
視
し
て
、
五
世
紀
中
葉
～
後
半
頃

に
年
代

の
一
端
を
も
と
め
て
お
き
た
い
と
考

え
る
。

二

角
抵
像
の
歴
史
民
俗
的
研
究
の
概
観

高

句
麗
壁
画
古
墳

に
描
か
れ
た
力
士
像
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
考
古
学
的
あ
る
い
は
、
歴
史
民
俗
学
的
観
点
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
論
及

が

あ
る
。

こ
こ
で
は
次
章
以
下
で
の
論
議

に
備
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
諸
見
解
の
う
ち
主
だ

っ
た
も
の
を
概
観
し
て
お
く
。

力

士
が

一
人

で
描
か
れ
て
い
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
斎
藤
忠
氏
が

『
洛
陽
伽
藍
記
』
永
寧
寺
の
条
に
、
門
の
入

口
に
二
人
の
力
士
像
と

　
ぬ
　

四
体
の
獅
子
像
を
置
く
と
い
う
記
述
と
の
思
想
的
同

一
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
注
目
し
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

い

っ
ぼ
う
、
力
士
像
の
な
か
で
も
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
よ
う
な
二
人

一
組

で
描
か
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を
ど

の
よ
う
な
格
闘
技
と
み

る
か
に
つ
い
て
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。

角
抵
塚
お
よ
び
長
川

一
号
墳
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
二
人
の
裸
体
の
力
士
が
組
み
合

っ
て
い
る
構
図
に
つ
い
て
は
、

「す
も
う
」
の

場
面
を
表
し
て
い
る
と
み
て
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
裸
体
で
も
二
人
が
離
れ
て
い
る
構
図
に
つ
い
て
は
取
組
の
場
面
で
は
な
く
、
日
本

　
お
　

の
現
在
の
相
撲
で
も
行
わ
れ
て
い
る

「
三
段
が
ま
え
」
の
な
か
の

「上
段
の
か
ま
え
」
を
と

っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
り
、
ま
た
、
相

　
あ
　

撲
以
外
の
格
闘
技
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
金
元
龍
は

「胎
拳
道
」
を
描
い
た
最
古

の
図
と
み
る
。
ほ
か
に
も
、
李
氏
朝
鮮
王



朝
時
代
後
半
の
十
八
世
紀
の
著
作
で
あ
る

『
武
芸
図
譜
通
志
』
に
描
か
れ
て
い
る

「手
搏
」
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
見
方
を
は
じ
め
と
し

(17
)

(
18

)

て
、

「胎
拳
道
」
あ
る
い
は

「手
搏
」
と
い
う
格
闘
技
を
表
し
た
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
格
闘
技

の
な
か
で
の
種
類

の
比
定
論
と
は
別
に
壁
画
古
墳
に
お
け
る
角
抵
図
の
意
味
が
問
わ
れ
て
も
い
る
。
た
と

え
ぽ
、
斎
藤
忠
氏
は
角
抵
塚
の
角
抵
図
の
そ
ば

に
描
か
れ
て
い
る
樹
木
に
と
ま

っ
た
鳥
を

「死
を
悼
む
悲
鳥
」
で
あ

る
と
し
、
角
抵
図
そ

(
19
)

の
も

の
も

「生
活
の
一
場
面
で
は
な
く
、
葬
送
儀
礼
に
関
連
あ
る
も
の
」
と
み
て
い
る
。

ま
た
、
斎
藤
忠
氏
は
別

の
論
考
で
は
角
抵
塚
の
二
人
の
人
物
が
組
み
合

っ
て
い
る
場
面
の
向
か

っ
て
左
側
に
大
き
な
樹
木
と
そ
の
根
元

(
20
)

に
熊

と
虎
と
み
ら
れ
る
二
種
類
の
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
、
檀
君
王
倹
が
部
下
三
千
を
ひ
き
い
て
太
伯
山
の
神
檀
樹

に
降
臨

し
、
人
間
を
數
化
す
る
が
、
そ
の
時
に
熊
と
虎
が
人
間
に
な
り
た
い
と
願
い
、
熊
が
女
性
に
な

っ
た
と
い
う
神
話

の
場
面
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
と
し
、
樹
木
は

「神
檀
樹
」
と
み
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
樹
木
の
側

に
あ
る
家
屋
の
表
現
も
屋
根

に
蓮
華

の
蕾
状
の
棟
飾
り
が
あ

る
点

か
ら
、
死
者
を
安
置
し
た
建
物
と
み
て
お
り
、
さ
ら
に
同
じ
く
東
壁

(
玄
室
か
ら
み
て
向
か

っ
て
右
側

の
側
壁
)

に
配
さ
れ
た
三
つ

の
雲
気
文
と
さ
れ
る
文
様
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
檀
君
神
話
に
現
れ
る
、
檀
君
が
降
臨
す
る
際

に
ひ
き
い
て
き
た
風
伯

・
雨
師

・
雲
師
を

示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
風

・
雨

・
雲
を
表
す
も
の
と
し
て
い
る
。
斎
藤
氏
は
以
上

の
よ
う
に
角
抵
場
面
を
描

い
て
い
る
壁
画
が

「高
句
麗
人

の
間

に
伝
わ

っ
て
い
る
檀
君
神
話
の
伝
承
の

一
場
面
を
あ
ら
わ
し
、
か
つ
死
者
を
安
置
す
る
家
屋
と
死
者
に
供
え
る
行
事
と
し
て
の
角
抵

な
ど

を
混
融
さ
せ
た
神
聖
な

一
場
面
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
壁
画
の
上
方
天
井
部
に
は

「太

陽
を
象
徴
す
る
形
態
」
が
示
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
東
方
を
選
ん
で
こ
の
よ
う
な
神
聖
な
場
面
を
表
し
た
こ
と
に
も
思
想
的
な
意
味
が
あ

　
れ
　

る
と
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
斎
藤
自
身
竜
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
檀
君
神
話
自
体
の
成
立
が
高
句
麗
壁
画
古
墳
と
同
様
に
古
く
さ
か

の
ぼ
れ
る
も
の
か
に
つ
い
て
は

『
三
国
遺
事
』
の
檀
君
神
話

に
は
道
教
的
な
字
句
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

一
三
世
紀
の

一
然
に
よ
る
編

(22
)

纂

か
ら
そ
れ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
頃

に
成
文
化
さ
れ
た
と
い
う
見
方
が

つ
よ
く
、
こ
の
点
に
檀
君
神
話
と
高
句
麗
壁
画
古
墳
を
む
す
び

つ
け

て
考
え
る
う
え
で
の
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

九



一
〇

三

構
図
と
し
て
の
力
士
像

の
解
析
-

史
料
の
吟
味
と
壁
画
の
構
成
1

前
章
ま
で
で
と
り
あ
げ
た
壁
画
古
墳
に
み
ら
れ
る
二
人

一
組
の
格
闘
場
面
や
、
あ
る
い
は
天
井
を
持
ち
上
げ
て
い
る
人
物
像

に
つ
い
て

は
、

こ
れ
ま
で
前
提
な
く
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
、
角
抵
の
場
面
あ
る
い
は
力
士
と
呼
ぼ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
す

で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

そ

の
格
闘
儀
が
な
に
を
表
現
し
、
な
ん
と
呼
ば
れ
た
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
実
際
に
は
論
者
に
よ

っ
て
未
だ
認
識
の
差
が
あ
る
。

よ

っ
て
、
こ
こ
ま
で
使
用
し
て
き
た
力
士
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
も
、

「す
も
う
」
と
い
う
意
味
あ
い
か
ら
の

「角
抵
」
を
専
ら
行
う
者

と
し
て
の
、

い
わ
ぽ
職
掌
的
な
意
味
合
い
を
も

つ
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

『
中
国
雑

技
史
』

に
お
い
て
、
傅
起
鳳

・
傅
騰
龍
の
両
氏
は
、

「士
」
と
は
元
来
、
士
大
夫
階
級
の

「士
」
で
あ

っ
た
が
、
春
秋
戦
国
時
代
に
は
各

国

の
争
覇
と
い
う
社
会

の
動
揺

の
な
か
で
人
材
を
集
め

「士
」
を
養
い
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
能
力
や
技
術
を
も

っ
た
人
々
が
、
兵
士

・

武

士

・
力
士

・
文
士

・
策
士

・
占
士

・
術
士
と
し
て
多
く
輩
出
し
、
士
階
層
の
う
ち
力
士
た
ち
は
雑
技
の
演
目
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

　
お
　

し
た
と
端
的

に
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、

い
っ
ぽ
う
で
は
漢
訳
仏
典

に
出
て
く
る
例
で
は
、
本
来

は
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
外
来
の
も
の
で
あ
り
、
元
来
イ
ン
ド
で
は

「力

　ム
　

士
」

は

「力
量
」

の
意

で
あ
り
、
火
葬

に
際
し
て
棺
な
ど
を
か
つ
ぐ
役
割
を
に
な

っ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
す
く
な
く
と
も
中
国
古
代

に
使
わ
れ
た
力
士
と
い
う
語
も
、
元
来

は
現
在

の
日
本
で
使
用
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
相
撲

を
職

業
と
し
て
い
る
人
と
い
う
意
味
と
は
離
れ
て
、
膂
力

の
優
れ
た
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い

っ
ぼ
う
、
角
抵
と
い
う
語

に
関
し
て
は
、
傅
起
騰

・
傅
鳳
龍
両
氏
や
長
谷
川
明
氏
が
諸
種

の
史
料
を
提
示
し
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
性

　あ
　

を
吟
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
先
学

の
労

に
導
か
れ
な
が
ら
、

「角
抵
」

に
つ
い
て
の
使
用
例
を
文
献
の
中
で
概
観

し
て
み
よ
う
。

　
が
　

ま
ず
、
角
抵

(
あ
る
い
は
角
觝
)

の
淵
源
に
つ
い
て
梁

の
任
肪

の

『述
異
記
』

に
は
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

マ
マ

「
今
冀
州
に
楽
有
り
て
蚩
尤
戯
と
名
つ
く
。
其
民
両
両
三
三
頭

に
牛
角
を
戴
き
て
相
觝
す
。
漢

は
角
觝
戯
を
造
る
。
蓋
し
其

の
遺
製
也
」



(27
)

と
あ
り
、
現
在
の
河
北
省
南
部
と
さ
れ
る
冀
州
に
は
頭
に
牛
角
を
つ
け
て
音
楽

に
あ
わ
せ
て
つ
き
あ
う
蚩
尤
戯
と
い
わ
れ
る
、

一
種
の
信

仰
的
な
舞
楽
が
あ

っ
た
と
さ
れ
、
漢
代
の
角
抵
戯
は
そ
の
名
残
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

漢
代

の

「角
觝
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た

『述
異
記
』

の
記
載

に
み
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は

「角
抵
」
と
は
闘
技
だ

け
で
な
く
、
雑
技
を
も
含
め
た
見
世
物
を
意
味
す
る
と
い
う
見
方
が
つ
よ
い
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
傅
起
鳳

・
傅
騰
龍
に
よ
る

『
中
国

雑
技

史
』
の
次
の
よ
う
な
記
述
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

そ
つ
こ
う

「角

抵
は
の
ち
に
も

っ
ぱ
ら
捧
跂

の
代
名
詞
と
な

っ
た
が
、
古
代
の
角
抵
の
意
味
範
囲
は
き
わ
め
て
広
く
、
捧
跂
は
そ

の

一
部
分
を
示
す

に
す
ぎ
な
い
。」
「
史
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を

(筆
者
注

・
漢
の
武
帝
が
挙
行
し
た
雑
技
大
会
の
演
目
)
ま
と
め
て

「大
角
抵
」
と
称
し

て
い
る

(
『史
記
』
大
宛
列
伝
)
こ
と
か
ら
、
角
抵
は
た
ん
に
雑
技
と
し
て
括
る
こ
と
は
で
き
ず
、
歌
舞
や
簡
単
な
戯
劇
な
ど
も
含
ん
で

い
た
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
唐
、
宋
以
降
に

「雑
技
」
と
い
う
こ
と
ば
が
現
れ
て
、

「角
抵
」
は
捧
跂
を
も

っ
ぱ
ら

に
示
す
代
名
詞
と

(28
)

な

っ
た
の
で
あ
る
。
L

す

な
わ
ち
、
角
抵
は

「す
も
う
」
と
い
う
よ
り
は
雑
技
伎
楽

一
般
の
こ
と
を
指
す
場
合
が
多
か

っ
た
の
で
あ
り
、
唐

・
宋
代
以
降
に
雑

技
と
分
離
し
て
、
捧
跂
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
格
闘
技
と
し
て
角
抵
の
み
を
指
す
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「角
抵
」
あ
る
い
は

「大
角
抵
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
の
管
見
に
の
ぼ

っ
た
史
料
を

一
暼
し
て
見
よ
う
。

(
29
)

『
史
記
』
李
斯
伝
に
は

「是
の
時
二
世
甘
泉
に
在
り
て
、
方

に
轂
抵
優
俳

の
観
を
作
す
。
李
斯
見
る
を
得
ず
」
と
み
え
る
。

一
般
的
に
、

轂
抵

は
角
抵
と
同
義
で
あ
り
、
優
俳

は
技
芸
を
行
う
人
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
記
述
は
始
皇
帝
を
つ
い
だ

二
世
皇
帝
胡
亥
が

甘
泉
宮
で

「角
抵
」
と
雑
技
を
み
て
楽
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
宰
相
の
李
斯
が
謁
見
に
き
た
が
、
そ
れ
は
か
な
わ
な
か

っ
た
、
と
い
う
内

容

で
あ
る
。

「優
俳
し
す
な
わ
ち
技
芸
を
行
う
人
と
並
列
さ
れ
た
こ
の
記
述
か
ら
角
抵
を
た
ん
な
る
格
闘
技
の
み
と
は
考
え
な
い
見
方
が

　
M
　

　
M
　

さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、

「舞
踏
や
軽
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
」
と
か
、

「雑
技
や
歌
舞
」

と
み
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
唐

・
宗
代
以
降

に

「雑
技
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
る
ま
で
は
角
抵
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
歌
舞
や

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

二



一
二

戯
劇
お
よ
び
雑
技
な
ど
を
含
ん
で
い
た
と
さ
れ
、

「雑
技
」
と
い
う
言
葉
が
出
現
し
て
以
降
、

「角
抵
」
が
格
闘
技
と

し
て
認
識
さ
れ
た

こ
と

は
、
こ
こ
で
も
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「角
抵
」

「大
角
抵
」
と
い
う
言
葉

の
使

い
方
が
知
ら
れ
る
例
と
し
て
は
、

『
史
記
』
大
宛
伝
に

「是
に
お
い
て
大
轂
抵
を
な
し
、
奇

戯
諸
怪
物
を
出
し
、
多
く
聚
ま
る
観
者
に
行
賞
を
賜
り
、
酒
池
肉
林
す
。
外
国
の
客
を
し
て
遍
く
各
倉
庫
府
蔵
の
積

を
観
せ
し
め
、
漢
の

広
大
を
み
せ
之
を
傾
駭
せ
し
む
。
及
び
其

の
眩
者
の
工
を
加
え
、
轂
抵
奇
戯
歳
に
変
を
増
し
、
甚
だ
盛
ん
に
し
て
興

を
益
す
は
此
れ
よ
り

始
ま
露

と

あ
る
の
が
注
目
さ
れ
ゑ

こ
の

「羲

抵
」
に

つ
い
て
は

「
大
い
霜

撲
を
さ
せ
た
り
」
と
い
う
注
釈
も
み
ら
れ
る
嶇

「奇
戯
」

「諸
怪
物
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

「轂
抵
奇
戯
」
が
歳
を
経
る
ご
と
に
変
わ

っ
た
も
の
が
増
え
て
い

っ
た
と
い
う
記
述

　
ぬ
　

と
あ
わ
ぜ

て
も
、
傅
起
鳳

・
傅
騰
龍
両
氏
や
長
谷
川
明
氏
の
い
う
よ
う
に

「雑
技

一
般
」
と
解
し
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

漢

代
に
お
い
て
は
、

『漢
書
』
武
帝
紀
の
元
封
年
間

(紀
元
前

一
一
〇
～

一
〇
五
)

に
は

「
三
年
春
、
角
抵
戯
を
作
す
に
、
三
百
里
内

皆
観

瀚
い
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
角
抵
は
大
い
に
隆
盛
を
き
わ
め
た
。
ま
た
、
お
な
じ
く
元
封
六
年
に
は

「夏
、
京
師

の
民
は
角
抵
を
上

林
の
平
楽
館
に
観
瀚
げ
と
あ
り
・
離
宮
で
あ
る
上
林
苑
に
あ

っ
た
平
楽
館
に
お
い
て
長
安
の
民
が
角
抵
見
物
を
し
て
楽

し
む
ほ
ど
に
盛
ん

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
漢
代

の
角
抵
に
つ
い
て
は

『
漢
書
』

「刑
法
志
」
に

「春
秋

の
後
、
弱
を
滅
し
て
小
を
呑
み
、
並

び
て
戦
国
と
な
り
、

ほ
こ

稍
増
、
講
武
の
礼
は
以
て
戯
楽
と
な
り
、
用
う
る
に
相
い
夸
り
て
視
る
。
し
か
し
て
秦

は
更

に
角
抵
と
名
づ
け
、
先

王
の
礼
は
淫
楽
中
に

没
麓

と
あ
る
よ
う
に
・
最
初
は
武
術
を
講
習
し
た
り
、
兵
馬
を
練

っ
た
り
す
る
礼
式

で
あ

っ
た
も
の
が
次
第

に
娯
楽
化
し
て
い
ミ

秦

の
時
代
に
な

っ
て
そ
れ
を
角
抵
と
名
づ
け
、
古
来
の
礼
式
が

「淫
楽
」
と
し
て
堕
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「角

抵
」

は

「淫
楽
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
雑
技
、
見
せ
物
的
な
要
素
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

や
や
く
だ

っ
て
、
後
漢
代
、

一
世
紀
中
頃
か
ら
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
人
で
あ
る
張
衡
の

『
西
京
賦
』
に
は
天
子
が
平
楽
館
で
角
抵

　が
　

を
見
物
す
る
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

「迥
望
の
広
場
に
臨
み
、
角
抵
の
妙
戯
を
程
す
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
は
軽
業
、
綱
渡
り
な
ど

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

「角
抵
」
は
格
闘
技
と
し
て
の
角
抵
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
百
戯
百
楽
と
し
て
の
雑
戯
や
芸



能
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

『
太
平
御
覧
』
に
は
後
魏

の
道
武
帝
天
興
六
年

(
四
〇
四
)
の
こ
と
と
し
て
、

「後
魏
の
道
武
帝
天
興
六
年
冬
に
詔
し
て
、
太

楽
を
総
章
し
、
鼓
吹
を
増
修
し
、
雑
戯

は
五
兵
、
角
抵
、
麒
麟
、
鳳
凰
、
仙
人
、
長
蛇
、
白
象
を
造
り
、
武
帝
は
そ

こ
で
異
獣
、
魚
龍
、

辟
邪
鹿
馬
の
仙
車
、
高
綰
百
尺
、
長
趨
幢
、
跳
丸
を
も

っ
て
百
戯
を
備
え
、
大
饗
を
殿
前
に
設
け
演
じ
さ
せ
た
。
明
元
帝
の
初
期
に
ま
た

　
む
　

増
修

し
、
大
曲
を
選
曲
し
更
に
鐘
鼓
の
節
を
設
げ
た
」
と
あ
る
。

お
な
じ
内
容
は

『
魏
書
』

に
も
み
ら
れ
、

「
天
興
六
年
冬
に
詔
し
て
太
楽
を
総
章
し
、
鼓
吹
を
増
修
し
雑
伎
は
、
五
兵
、
角
抵
、
麒
麟
、

鳳
凰
、
仙
人
、
長
蛇
、
白
象
、
白
虎
及
諸
畏
獣
を
造
り
、
異
獣
、
魚
龍
、
辟
邪
、
鹿
馬
仙
車
、
高
緬
百
尺
、
長
趨
、
縁
橦
、
跳
丸
、
五
案

を
も

っ
て
百
撃

備

捲

大
饗
を
殿
庭
に
設
け
る
こ
と
、
漢
晋
の
旧
の
如
博

と
み
え
る
・
三

」
で
も

や
は
り
妻

ざ
ま
な
見
蕩

の

一
つ
と
し
て

「角
觝
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

力
く
ら
べ
と
し
て
の
角
抵
の
記
述
例
と
し
て
は
、

『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
五
の
次
の
記
述
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

「
近
衛
の
兵
士

で
馬
僧
相
と
い
う
者
が
お
り
、
角
觝
戯
が
強
く
て
、
戟
を
百
尺
の
樹
と
同
じ
高
さ
ま
で
投
げ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
宿
営
の
兵
士

の
張
車
渠
は
刀
を
楼
よ
り
も

一
丈
も
高
く
投
げ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
帝
も
楼

で
御
覧

に
な

っ
た
が
、
い
つ
も
両
人

に
さ
し
で
力
く
ら

　
れ
　

べ
を
や
ら
さ
れ
た
」

『
洛
陽
伽
藍
記
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
北
魏
末

の
人

・
楊
衒
之
が
、
北
魏

の
都
で
あ

っ
た
洛
陽

の
栄
華
の
様
を
回

顧
し
た
も
の
で
、
主
に
六
世
紀
前
半
の
状
況
を
描
写
し
て
い
る
。
傅
起
鳳

・
傅
騰
龍
両
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
当
時
は
、

こ
こ
に
み
ら
れ
る

力
比
べ
の
よ
う
な

「雑
技

の
技
競
べ
」
を
も
、
す
べ
て

「角
抵
戯
」
と
称
し
て
い
た
と
す
饕

や
や
下

っ
て
、
隋
代

の
角
抵
の
使
用
例
と
し
て
、

『
隋
書
』

「柳
或
伝
」
の
記
述
を
あ
げ
よ
う
。

「或
近
代
以
来
を
見
る
に
、
都
邑
の

な

た
が
い
に

百
姓

は
正
月
十
五
日
に
至
る
毎

に
、
角
抵
の
戯
を
作
す
。
遞

に
相
競
う
を
誇
り
、
財
力
を
麋
費
す
る
に
至
る
。
上
奏

し
て
之
を
禁
絶
す
る

　
な
　

を
請

う
」
す
な
わ
ち
、
正
月
十
五
日
の
い
わ
ゆ
る
上
元
の
日
に
な
る
と
庶
民
が
角
抵
を
盛
ん
に
行

っ
て
財
を
消
耗
す

る
の
で
、
皇
帝
に
こ

れ
を
禁
じ
て
途
絶
す
る
べ
く
上
奏
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
隋
代
に
は
民
間
で
も
盛
ん
に
角
抵
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

=
ご



一
四

知
ら
れ
る
。

ま
た
、

「煬
帝
紀
」

に
も
、

「
丁
丑
、
角
抵
大
戯
、
端
門
街
に
於
て
、
天
下
の
奇
伎
異
芸
畢
集
し
、
月
終
わ
り
て
罷

む
。
帝
し
ば
し
ば

微
服
し
て
之
を
勧
箒

く
」
と
あ
憾

煬
帝
自
ら
が
角
抵
を
見
に
出
御
し
た
こ
と
が

わ
か
る
が
、

こ
れ
も

「角
抵
大
戯
」
が

す
な
わ
ち

「天
下
の
奇
伎
異
芸
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
百
戯
百
楽
と
し
て
の
角
抵
が
記
さ
れ
て
い
る
。

角
抵
が
雑
戯
百
楽
と
分
離
し
て
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
単
独
の
格
闘
技
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
長
谷
川
明
氏
は
つ
ぎ
の
よ

　お
　

う
な
記
述
に
注
月
し
て
い
る
。

し
よ
う

一
つ
に
は

『
隋
書
』
礼
儀
志
七
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
梁
の
武
帝
の
故
事
と
し
て
警
護

の
た
め
に

「角
抵
、
勇
士
、
青
斃
、
衛
仗
、
長

　
ゆ
　

刀
」

な
ど
の
諸
隊
左
右
二
七
六
人
を
置
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
梁
の
時
代

の
事
実
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
皇
帝
の
警
衛
に
あ
た

る
格
闘
技
集
団
と
し
て
、
隋
代
に
は
角
抵
が

「勇
士
」
以
下
の
専
門
的
兵
力
の

一
種
と
し
て
、
違
和
感
な
く
認
識
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ

か
ろ
う
。

ま
た
、
も
う

一
つ
は

『
旧
唐
書
』
の
憲
宗

の
元
和
十
五
年

(
八
二
〇
)
二
月
に

「丁
亥
、
左
神
策
軍
を

(筆
者
注

.
穆
宗
が
)
幸
し
て

角
抵
及
び
雑
技
を
観
る
・
監
欝

て
静
陣

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
雑
技
と
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
格
闘
技

と
し
て
の
角
抵
を

指

す

も

の
と

さ

れ

て

い

る
。

、

た
け
な
わ

さ
ら
に
、
お
な
じ
く

『
旧
唐
書
』
敬
宗
の
宝
暦

二
年

に
は

「
三
殿

に
上
御
し
、
両
軍
教
坊
内
園
の
分
朋
の
驢
鞠
と
角
抵
を
観
る
。
戯
酣

　
が
　

に
し
て
首
を
砕
き
臂
を
折
る
者
有
り
。

一
更

二
更

に
至
り
て
方

に
罷
む
」
と
あ

っ
て
、
す
な
わ
ち
馬
上
球
技
で
あ
る
ポ

ロ
と
と
も
角
抵
が

行
わ
れ
、
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
負
傷
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
角
抵
も
格
闘
技
と
考
、兄
て
よ

か
ろ
う
。

ま
た
、
い

っ
ぽ
う
の

「相
撲
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

『
三
国
志
』
呉
書

に
引
く

「江
表
伝
」
に
呉

の
孫
皓
が
官
女
に
相

撲
を
と
ら
せ
て
芒

ん
龝

と
い
う
逸
票

載
せ
ら
れ
て
お
り
・
文
献
上
で
は
や
い
時
点
で
見
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
殉

大
局
と

し
て
宋
代

に
は
角
抵
の
語
が
擯
跂
や
捧
跂
な
ど
と
い
わ
れ
る
格
闘
技
の
要
素
を
も

っ
た
遊
戯
を
指
す
よ
う
に
な
り
、

い
っ
ぽ
う
で
は
相
撲



(
51
)

と
い
う
語
も
格
闘
技
を
指
す
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
角
抵
と
相
撲
と
い
う
呼
称
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
角
抵
が
よ
り
広
義
の
雑
戯

一
般
あ
る
い
は
そ
の
中

に
お
け
る
狭
義
の
力

比

べ
や
格
闘
技
を
さ
し
た
の
に
対
し
、
相
撲
は
も
と
も
と
格
闘
技

の

一
種
を
指
す
語
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
古
代
雑
戯
の
名
称
と
し
て

の
角
抵
は
、
宋
代
に
な
る
と

「相
撲
」
と
し
て
明
か
に
分
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
力
士
格
闘
図
像
に
つ
い
て
は
、

「手
搏
」
や

「胎
拳
」
な
ど
と
い
っ
た
角
抵
以
外
の
格
闘
技

で
あ
る
と
い
う
見
解

も
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
高
旬
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
て
い
る
力
士

像

の
な
か
で
も
、
二
人
が
組
み
合

っ
て
い
る
図
像
に
つ
い
て
は
、
長
川

一
号
墳

の
例
が
全
体
の
図
像
構
成
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
が
可
能

な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
検
討
の
端
緒
と
な
る
。
長
川

一
号
墳

で
は
前
室
北
壁

の
画
面
で
は
舞
踊
や
琴
を
ひ
く
模
様
な
ど
の

「百
戯
百
楽
」

と
と
も
に
二
人
の
組
み
合

っ
た
力
士
を
描
い
て
い
る
点

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
中
国
史
料
の
記
載
例
を
暼

見

し
た
結
果
、
雑
技

・
芸
能

の
な
か
の

一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の

「角
抵
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と

か
ら
長
川

一
号
墳

に
描
か
れ
て
い
る
、
周
囲
に

「百
戯
百
楽
」

の
描
か
れ
て
い
る
格
闘
図
は
主
と
し
て
隋
唐
代
以
前
の
中
国
史
料
に
頻

出
す
る

「角
抵
」
を
表
わ
し
た
構
図
で
あ
る
こ
と
は
疑
問

の
余
地
が
な
い
。
よ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
と
し
て
高
句
麗
古
墳
壁

画

の
吟
味
に
際
し
て
も
、

「角
抵
」
を
行
う
こ
と
自
体
あ
る
い
は
そ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
葬
送
儀
礼
と

は
直
結
す
る
こ
と
は

難

し
く
、
角
抵
そ
の
も
の
は
む
し
ろ
雑
技

の
一
つ
と
し
て
認
識
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
。

(52

)

時
代

は
下
が

っ
て
遼
代

の
公
式

の
宴
会

の
際

に
角
抵
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
東
京
城
発
見
の
小
児
角
抵
図
を
施
し
た
陶
製
八
角
壷

に
つ

い
て
の
鳥
居
龍
蔵

の
論
考

の
な
か
で
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
鳥
居
は
宴
飲
の
際
に
契
丹
人
で
あ
る
遼
の
衛
士
と
漢
人
と
で
角
抵
を
さ

(
53
)

(
54

)

せ
て
楽
し
ん
だ
こ
と
が

『遼
史
』

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
時
代
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
角

抵
塚
の
壁
画
に
み
ら
れ
る
組
み
合

っ
た
力
士

の
う
ち
の

一
人
が
胡
人
の
風
貌
を
も

っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
記
載

は

参
考

と
な
り
注
目
さ
れ
る
。
雑
技
と
し
て
の
角
抵
に
異
民
族
を
配
し
て
競
わ
せ
る
こ
と
が
高
句
麗
で
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
も
十
分
に
考
え

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

一
五



一
六

ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
角
抵
を
含
む
雑
技
自
体
が
仏
教
的
行
事

に
伴
う
と
い
う
見
方
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
斎
藤
忠
氏
は
、
四
〇
八
年

と
推
定
さ
れ
る
墨
書
銘
文
が
あ

っ
た
こ
と
で
有
名
な
徳
興
里
古
墳
の
壁
画
中

に
仏
教
の

「
七
宝
行
事
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る

こ
と

に
注
目
し
て
い
砲
。
斎
藤
氏
は

「七
宝
行
事
」
と
は
仏
像
を
安
置
す
る
台
座
や
輿
車
を

「七
宝
」

(
涅
槃
教
で
は
金

・
銀

・
瑠
璃

・

殫
渠

・
瑪
瑙

・
琥
珀

・
珊
瑚
、
阿
弥
陀
経
で
は
金

・
銀

・
瑠
璃

・
玻
璃

・
碑
渠

・
瑪
赤
珠

・
瑪
瑙
な
ど
と
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
経
論
に

よ

っ
て
異
説
が
あ
る
)
で
飾
り
か
つ
幡
や
傘
も
設
け
て
行
列
の
中
心
と
す
る

一
種
の
行
像
供
養

で
あ
る
と
し
、
ま
た
、

『
法
顕
伝
』

の
記

述
や

『
洛
陽
伽
藍
tln�
』
巻

一
に
は
城
内
の
長
釈
寺
で
仏
事
の
荘
厳

に
刀
を
呑
ん
だ
り
、
火
を
吐
い
た
り
す
る
こ
と
を

は
じ
め
と
し
た
雑
技

が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
ひ
い
て
、

「長
川

一
号
墳
、
薬
水
里
古
墳
、
八
清
里
古
墳
の
壁
画
の
中

に
も
曲
技

の
図
が
あ
る
が
、
こ
れ

　
め
　

ら

の
図
も
、
こ
の
よ
う
な
行
像
図
の
曲
技
に
関
係
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
徳
興
里
壁
画
古
墳

の
年
代
か
ら
も
、
お

そ
く

と
も
五
世
紀
初
め
に
は
仏
教
行
事
の
図
像
が
み
ら
れ
、
長
川

一
号
墳
で
は
、
後
方
に
光
背
状
の
も
の
を
配
し
、
台
座
に
結
跏
趺
坐
し

て
、
周
囲
に
飛
天
の
よ
う
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
仏
像
を
墓
主
と
思
わ
れ
る
人
物
夫
妻
が
礼
拝
し
て
い
る
点
か
ら
、
五
世
紀
後
半
頃

の
築

造

と
み
ら
れ
る
長
川

一
号
墳

の
段
階
で
は
、
仏
教
に
関
わ
る
行
事
に
お
け
る
百
戯
の
な
か
で
の
角
抵
と
い
う
位
置
づ
け
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
高
句
麗
壁
画
古
墳
で
は
角
抵
が
仏
教
行
事
に
伴
う
雑
技
の

一
つ
と
し
て
描
か
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、

こ

の
こ
と
か
ら
も
高
句
麗
古
墳
壁
画

の
な
か
の
角
抵
図
に
は
雑
技
の

一
つ
と
し
て
の
側
面
が
あ

っ
た
こ
と
を
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
が
で

き

る
と
思
わ
れ
る
。

四

古
墳
時
代

の
力
士
像

の
理
解

に
関
連
し
て
ー

ま
と
め
に
か
え
て
ー

前
章

で
み
た
よ
う
に
高
句
麗
壁
画
古
墳

に
描
か
れ
た
力
士
像
な
か
で
も
二
人
が
組
み
合

っ
て
い
る
図
像
に
つ
い
て
は
雑
技
の

一
つ
と
し

て
の
角
抵
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
角
抵
塚
や
舞
踊
塚
な
ど
の
高
句
麗
壁
画
に
描
か
れ
た

「す
も
う
」
の



場
面
を
参
考
と
し
て
き
た
日
本
古
代
に
お
け
る

「力
士
像
」
や

「す
も
う
」
の
理
解

に
対
し
て
も

一
定
の
影
響
を
も

つ
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
ひ
る
が
え

っ
て
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
と
対
照
検
討
さ
れ
て
き
た
、
同
時
期

の
日
本
に
お
け
る
力
士
表

現
と
し
て
埴
輪
お
よ
び
須
恵
器
装
飾
の

「す
も
う
」
の
表
現
を

一
暼
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
人
物
埴
輪
や
石
像
、
お
よ
び
須
恵

器

の
装
飾
な
ど
で
力
士
や
す
も
う
を
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
に
は
次
の
よ
う
な
遺
跡
出
土
資
料
や
採
集

お
よ
び
所
蔵
資
料
が

　
　
　

知

ら
れ
て
い
る
。

(判
明
ま
た
は
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
年
代
を
付
し
た
)

　
　
　

1
.
原
山

一
号
墳
出
土
人
物
埴
輪

(福
島
県
泉
崎
村
)

五
世
紀
末

〔図
4
の
ー
〕

　
の
　

2
.
井
辺
八
幡
山
古
墳
人
物
埴
輪

(
和
歌
山
市
)

六
世
紀
中
葉

〔図
4
の
2
〕

　
　
　

3
.
酒
巻

一
四
号
墳
人
物
埴
輪

(埼
玉
県
行
田
市
)

六
世
紀
末

〔図
4
の
3
〕

　
れ
　

4
.
国
学
院
大
学
考
古
学
資
料
舘
所
蔵
人
物
埴
輪

〔図
5
の
ー
〕

　
お
　

5
.
長
瀞
総
合
博
物
館
所
蔵
人
物
埴
輪

六
世
紀
中
葉
以
前
か
?

　ほ
　

6
.
石
神
小
学
校
出
土
人
物
埴
輪

(
茨
城
県
東
海
村
)　

ム
　

7
.
陣
内
平
三
号
墳
出
土
人
物
埴
輪

(
静
岡
県
細
江
町
)

　　
　

8
.
岩
戸
山
古
墳
出
土
石
人

(
福
岡
県
八
女
市
)

六
世
紀
前
半

(66
)

9
.
鹿
忍
出
土
装
飾
付
須
恵
器

(岡
山
県
牛
窓
町
)

　
ザ
　

10
.
西
宮
山
古
墳
出
土
装
飾
付
須
恵
器

(兵
庫
県
竜
野
市
)

六
世
紀
前
半
～
中
葉

〔図
6
の
ー
〕

　　
　

11
.
め
ん
ぐ
ろ
古
墳
出
土
装
飾
付
須
恵
器

(島
根
県
浜
田
市
)
六
世
紀
中
頃

〔図
6
の
2
〕

　　
　

さ
ら
に
最
近
、
力
士
を
表
現
し
た
考
古
学
資
料
に
つ
い
て
検
討
し
た
寒
川
恒
夫
氏
は
以
下

の
諸
例
を
追
加
し
て
あ
げ
て
い
る
。

　
れ
　

12
.
昼
神
車
塚
古
墳
出
土
人
物
埴
輪

(大
阪
府
高
槻
市
)

六
世
紀
前
半

　
れ
　

13
.
舳
松
南
高
田
の
古
墳
出
土
人
物
埴
輪

(
大
阪
府
堺
市
)

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

一
七



一
八

　ほ
　

14
.
四
条
古
墳
出
土
人
物
埴
輪

(奈
良
県
橿
原
市
)

六
世
紀
前
半

　
お
　

15
.
大
谷
山
二
二
号
墳
出
土
人
物
埴
輪

(和
歌
山
市
)

六
世
紀
前
半

　ぬ
　

16
.
芝
宮
七
九
号
墳
出
土
人
物
埴
輪

(群
馬
県
富
岡
市
)

六
世
紀

　
お
　

17
.
保
渡
田
W
遺
跡

(井
出
二
子
山
古
墳
別
区
)
出
土
人
物
埴
輪

(群
馬
県
群
馬
町
)
五
世
紀
末
～
六
世
紀
前
半

〔図
5
の
2
〕

　
お
　

18
.
高
津
天
神
山
古
墳
出
土
人
物
埴
輪

(茨
城
県
土
浦
市
)

六
世
紀
前
半

〔図
4
の
4
〕

　り
　

19
.
伝

・
石
川
県
内
出
土
人
物
埴
輪

寒
川
氏
は
こ
の
よ
う
に
出
土
遺
跡
お
よ
び
年
代
未
詳
の
所
蔵
資
料
も
含
め
て
、
あ
わ
せ
て

一
九
例
の
力
士
像
を
表
現
し
た
人
物
埴
輪
、

装
飾
付
須
恵
器
、
石
製
表
飾

(
石
人
)
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
、
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
こ
れ
ら
の
他
に

　が
　

20
.
野

口
一
号
墳
出
土
装
飾
付
須
恵
器

(鳥
取
県
倉
吉
市
)

六
世
紀
後
半

　
ゆ
　

21
.
勝
手
野
六
号
墳
出
土
装
飾
付
須
恵
器

(兵
庫
県
小
野
市
)
六
世
紀
末
～
七
世
紀
前
半

　　
　

22
.
御
蓙
目
浅
間
神
社
古
墳
出
土
人
物
埴
輪

(千
葉
県
市
原
市
)
六
世
紀
初
頭
～
前
半

〔図
5
の
3
〕

　
ぬ
　

23

.
稲
葉
山

一
〇
号
墳
出
土
人
物
埴
輪

(京
都
府
福
知
山
市
)
六
世
紀

な
ど
が
あ
る
。

日
本
列
島

で
知
ら
れ
る
力
士
を
表
現
し
た
埴
輪
、
石
人
、
須
恵
器
の
装
飾
な
ど
を
み
て
気
づ
く
点
は
、
二
人
の
人
物
が
組
み
合

っ
て
明

か

に
格
闘
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
表
現
は
須
恵
器
の
装
飾
に
五
例
ほ
ど
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
人
物
埴
輪
や
石
人

は

力
士
を
表
現
し
た
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
格
闘
し
て
い
る

「す
も
う
」
の
表
現
は
と

っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

日
本
列
島
の
資
料
と
の
対
照
検
討
的
観
点
か
ら
、
高
句
麗
を
中
心
と
し
た
壁
画
古
墳
を
含
め
、
中
国
、
朝
鮮
半
島

の
考
古
学
資
料
と
し

て
残
さ
れ
た
力
士
像
に
つ
い
て
は
、
塚
田
良
道
氏
と
森
貞
次
郎
氏
が
検
討
を
加
え
て
い
る
。



高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

一
九

D

図4力 士埴輪(1)

　

　

1.原 山1号 墳2.井 辺八幡山古墳

3.酒 巻14号 墳4.高 津天神山古墳群



図5力 士埴輪(2) 1.国 学院大学所蔵2.保 渡 田珊遺跡6号 溝

3.御 蓙 目浅間神社古墳

二
〇



r

厂力士」像 のつ いた須恵器

図61.西 宮山古墳

2.め ん ぐろ古墳

塚
田
氏
は
日
本
の
資
料
と
し
て
は
力
士
を
表
し
た
人
物
埴
輪
を
中
心
に
お
き
な
が
ら
、
中
国
や
高
句
麗
の
力
士
像

と
対
比
し
て
い
る
。

そ
れ

に
よ
る
と
中
国
の
力
士
表
現

は
戦
国
時
代
か
ら
北
朝

(北
周
)
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
時
期
に
わ
た

っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず

れ
も
基
本
的

に
は
裸
形
で
褌
ま
た
は
ズ
ボ
ソ
状
の
も
の
を
着
用
し
、
二
人
が
格
闘
し
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に

対
し
、
朝
鮮
半
島

の
力
士
像

は
四
～
五
世
紀
代
に
は
裸
形
で
二
人
が
格
闘
し
て
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

六
世
紀
代
に
な
る
と

格
闘

す
る
姿
が
見
ら
れ
な
く
な
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
変
化
に
対
し
て
、
塚
田
氏
は
高
句
麗
を
中
心
に
盛
行
し
た
古
墳
壁
画
が

人
物
風
俗
を
中
心
と
し
た
も
の
か
ら
四
神
図
中
心
に
変
遷
す
る
の
に
伴

っ
て
壁
画
に
描
か
れ
た
力
士
も
そ
の
性
格
を
変
化
さ
せ
て
い

っ
た

(
82

)

 も

の
と
解
し
、
格
闘
す
る
姿
が
失
わ
れ
る
に
つ
れ
て
装
飾
性
が
増
す
も
の
と
考
え
た
。

森
貞
次
郎
氏
も
東
ア
ジ
ア
の

「角
抵
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
森
氏
は
闘
技
と
し
て
の
条
件
と
し
て
、

(
1
)
裸
体
で
あ
る
こ
と

(
2
)
裸
足
で
あ
る
こ
と

(
3
)

「
ま
わ
し
」
を
用
い
る
こ
と

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

一
=



二

二

(
4
)
取
組
を
や
る
こ
と

(
5
)
審
判
者
を
お
く
こ
と

と
い
う
点
を
共
通
す
る
要
素
と
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
国
の
華
南
地
域

で
は
紀
元
前

二

・
三
世
紀

の
交

に
、
華
北

で
は
紀
元
前

二
世
紀
頃
の

「角
抵
」
を
表
現
し
た
考
古
学
資
料
が
知
ら
れ
て
お
り
、
鴨
緑
江
中
流

の
高
句
麗
王
都

の
古
墳
壁
画
に
現
れ
る
の
が
四
世
紀

末
～

五
世
紀
初
め
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
北
部
の
大
同
江
流
域
に
は
四
世
紀
中
頃

に
出
現
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本

で
人
物
埴
輪

や
石
人

に
力
士
像
が
現
れ
る
の
は
六
世
紀
前
半
で
あ
り
、

「角
抵
」
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
播
の
流
れ
と
方
向
と

は
断
絶
な
く
比
較
的

な
め
ら
か
で
あ

っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

「角
抵
」
の
源
流

に
つ
い
て
は
長
沙

・
馬
王
堆
漢
墓
の
帛
画

に
み
ら
れ
る
裸

の
力

士
像

に
注
目
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
も

「南
部
温
熱
の
地
方

に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
予
察
を
述

　お
　

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
力
士
像
の
表
現
は
塚
田
氏
の
集
成
で
は
五
世
紀
末
頃

の
原
山

一
号
墳
出
土
の
人
物
埴
輪
が
あ
る
こ

(84
)

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

塚

田
氏
や
森
氏
の
所
論
に
は
啓
発
さ
れ
る
面
が
多
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
人
物
埴
輪

の
力
士
と
さ
れ
る
も
の
に
は
格
闘

の
模
様
を
表
現
し
た
も
の
が
現
段
階
で
は
明
か
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
は
力
士
と
い
う
属
性
を
も
つ
人
士
と
彼
ら
が
行
う
格
闘
技
と
し
て

の
広

義
の

「す
も
う
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
分
離
さ
れ
な
い
ま
ま
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
や
中
国
の
資
料
と
比
較
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る

と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、

「
ふ
ん
ど
し
」
状

の
も
の
を
下
肢
に
着
け
た
埴
輪
や
石
人
の
表
現
が

「す
も
う
」
を
と
る
と
い
う
事
実
は
考
古
学
的
資
料

か
ら

は
自
明
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
古
墳
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
前
の

「す
も
う
」
の
実
態
は
む
し
ろ
装
飾
付
須
恵
器

の
小
像
か
ら
推
し
量
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
装
飾
付
須
恵
器

に
み
ら
れ
る
小
像
の
な
か
で
、
二
人
が
組
み
合

っ
て
い
る
場
面
を
表
わ
し

　お
　

た
も

の
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
く
は
喜
田
貞
吉
や
大
野
雲
外
が
注
目
し
て
以
降

は
、

「
す
も
う
」
を
表
し
た
も

の
と
い
う
見
方
が

一
般
的
で

あ

る
。

し
か
し
な
か
ら
、

例
え
ば
間
壁
葭
子
の
よ
う
に
、

こ
れ
を

「す
も
う
」

の
表
現
と
み
る
こ
と
に
懐
疑
的
な
見
方
も
示
さ
れ
て
い



　　
　

る
。

こ
の
点
で
も
日
本
古
代
に
お
け
る

「す
も
う
」
が

「ふ
ん
ど
し
」
を
着
け
た
力
士
に
よ

っ
て
組
み
合

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
通

説

は
、

「ふ
ん
ど
し
」
を
着
け
た
人
物
埴
輪
な
ど
の

「力
士
」
と
須
恵
器
小
像
の
格
闘
場
面
と
い
う
異
な
る
表
現
を
合
わ
せ
て
解
釈
す
る

と

こ
ろ
に
終
始
す
る
こ
と
も
、
も
う

一
度
確
認
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

い

っ
ぽ
う
、
こ
の
よ
う
に
人
物
埴
輪
や
石
人
に
み
ら
れ
る

「
ふ
ん
ど
し
」
を
つ
け
た

「力
士
」
と
須
恵
器
小
像
の
格
闘
場
面
か
ら
復
元

さ
れ
て
き
た
日
本
の
古
墳
時
代
ひ
い
て
は
古
代

の
相
撲

の
意
味
と
系
譜
に
つ
い
て
は
大
き
く
わ
け
て
、
内
陸
ア
ジ
ア
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経

て
日
本
列
島

へ
伝
え
ら
れ
た
す
る
北
方
伝
播
説
と
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
南
島
経
由
の
い
わ
ゆ
る

「海
上
の
道
」
に
よ

っ
て

伝
え
ら
れ
た
と
い
う
南
方
伝
播
説
と
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
相
撲
が
ど
ん
な
場
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も

っ
て
行
わ

れ
る
か
に
つ
い
て
は
葬
礼
と
す
る
見
解
と
年
占
や
豊
穣
儀
礼
な
ど
農
耕
儀
礼
と
す
る
見
解
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、

「北
方
伝
播

　
ザ
　

説
」

は
葬
礼
と

「
南
方
伝
播
説
」

は
農
耕
儀
礼
と
密
接
に
結
び
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に
、
日
本
古
代

に
お
い
て
、

「す
も
う
」
が
葬
送
儀
礼
の

一
つ
で
あ

っ
た
と
い
う
見
解
の
な
か
で
は
、
日
本

の
古
墳
か
ら
出
土
す

る
埴
輪
や
須
恵
器
の
力
士
表
現
と
関
連
し
て
、
同
じ
よ
う
に
墓
と
し
て
の
古
墳
に
描
か
れ
て
い
る

「す
も
う
」
の
表
現
と
し
て
、
角
抵
塚

　　
　

や
舞
踊
塚
を
典
型
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
の
が
高
旬
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
で
あ

っ
た
。
角
抵
が
高

句
麗
に
お
い
て
は
葬

　
　
　

礼

に
関
連
す
る
と
い
う
主
張
と
し
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
斎
藤
忠
氏
に
よ
る
専
論
が
あ
る
が
、
近
年
で
は
長
谷
川
明
氏
が
高
句
麗

で
葬
礼
相

(90
)

撲
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
追
認
し
、
寒
川
恒
夫
氏
が
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
を
根
拠
と
し
て
、
高
句
麗

か
ら
日
本

へ
葬
礼
相
撲

(
91
)

が
伝
播
し
た
点
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
古
代
の

「す
も
う
」
の
意
味
を
考
え
る
場
合
、
参
考
と
さ
れ
て
き
た
高
句
麗
壁
画
古
墳

の

「角
抵
」
図

の
本
来

的
な
意
味
の

一
つ
と
し
て
、
五
世
紀
後
半
頃
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
長
川

一
号
墳

の
壁
画
に
み
ら
れ
た
よ
う

に
、
高
句
麗
人
た
ち

は

「角
抵
」
を
雑
技
の

一
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
中
国
で
の

「角
抵
」
に
関
す
る
認
識
を

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
角
抵
図
は
少
な
く
と
も
五
世
紀
後
半
頃

の
時
点

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

一
ゴ
ニ



二
四

に
お

い
て
は
葬
礼
と
い
う
観
点
の
み
を
強
調
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
す
で
に
概
観
し
た
よ
う
に
日
本
の
古
墳
か
ら

「
力
士
」
に
関
す
る
表
現
が
な
さ
れ
た
遺
物
と
し
て
の
人
物
埴
輪
が
出

土
す

る
の
は
、

現
時
点
で
は
五
世
紀
末
頃
と
考
え
ら
れ
、

人
物
埴
輪
や
須
恵
器
装
飾
お
よ
び
石
人
な
ど
の
な
か
に

「
す
も
う
」
や

「力

士
」

と
み
ら
れ
る
像
や
人
物
が
盛
ん
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
六
世
紀
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ず
、
万
が

一
、
日
本

の
古
墳
出
土
の

「す

も
う
」
や

「力
士
」

の
造
型
を
高
句
麗
壁
画
と
関
連
づ
け
た
と
し
て
も
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
高
句
麗
で
は
す
で
に
中
国
の
文
献
に
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
の

「百
戯
百
楽
」

の
一
つ
で
あ
る
雑
技
と
し
て
の

「角
抵
」
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
よ

っ
て
、

人
物
埴
輪
や
須
恵
器
装
飾
な
ど

の
日
本
古
代

の

「す
も
う
」
表
現
を
考
え
る
場
合
、
従
来
、
葬
礼
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
高
句

麗
壁
画
古
墳

の
角
抵
の
位
置
づ
け
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
敷
衍
し
て
北
方
ア
ジ
ア
の
葬
礼
相
撲
が
高
句
麗
を
介
し
て
日
本
列
島

へ
と
伝
播

し
た
と
い
う
日
本
文
化
理
解

の
基
層

に
関
わ
る
仮
説

に
つ
い
て
も
、
い
ま

一
度
の
吟
味
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
像
を
中
国
史
料
と
の
対
比
の
な
か
で
吟
味
し
、
壁
画
構
図

の
な
か
で
の
位
置
づ
け
の
一
端
を
試

み
た

つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
試
み
が
ど
こ
ま
で
達
成
し
え
た
か
に
つ
い
て
は
諸
般
の
示
唆
を
う
け
る
と
こ
ろ
が
多

い
と
思
う
。
ま
た
、
筆

者
は

「す
も
う
」
の

「南
方
伝
播
説
」
に
荷
担
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「す
も
う
」
の

「南
方
伝
播
説
」
に
つ
い
て
も
さ
ら
な
る

多
様

な
確
認
の
作
業
を
重
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
ア
ジ
ア
の
文
化
比
較
の
考
究
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
を
試
図
し
て
お
り
、
機
会
を
得
て
検

討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

朝
鮮
半
島
、
日
本
列
島
と
も
に

「す
も
う
」
の
民
俗
的
あ
る
い
は
年
中
行
事
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
行
わ
れ
る
期
日
の
多

様
さ
と
も
あ
い
ま

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
が
な
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の
競
技
方
法
を
復
元
で
き
る
史

.
資
料
が
少

な
い
た
め
、
具
体
像

が
今

一
つ
明
か
で
は
な
い
。
と
く
に
時
代
と
地
域
を
限

っ
て
相
撲
の
場
面
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
考
古
学
資
料

は
、
東

ア
ジ
ア
の
諸
地
域



に
お
い
て
、
近
来
に
お
い
て
も
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
着
実
に
増
加
し
て
お
り
、
こ
の
方
面
で
の
知
見
の
集
積
が
期
待

で
き
る
。
現
在
の

私
見
と
し
て
は
、
と
く
に
古
代

に
お
け
る
考
古
学
資
料

に
み
ら
れ
る

「力
士
」
が
組
み
合

っ
て
い
る
場
面
と
離
れ
て
い
る
場
面
を
、

「力

士
」
、

「角
抵
」
な
い
し
は

「胎
挙
」

と
し
て
比
定
的

に
論
ず
る
だ
け
で
は
な
く
、

古
代
に
お
け
る
格
闘
技
は
現
代

ス
ポ
ー
ツ
の
概
念
と

は
こ
と
な
り
、

未
分
化
で
複
合
し
た
面
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭

に
お

い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、

さ
ら
に
古
代
に
お
い
て
は

「角

抵
」
は
雑
伎

の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
基
本
的
な
認
識
と
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

最

後
に
な

っ
た
が
小
稿

は
文
中

で
も
再
三
引
用
し
た
傅
起
鳳

・
傅
騰
龍
両
氏
、
長
谷
川
明
氏
、
塚
田
良
道
氏
ら
の
論
考
に
導
か
れ
る
こ

と
に
よ

っ
て
成
稿
を
み
た
も
の
で
あ
り
、
各
氏
に
あ
ら
た
め
て
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
。
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潮
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史
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史
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古
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*
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)
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句
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」
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九
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句
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古
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古
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潮
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古
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潮
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石
室
墳

の
出
現

と
展

開
」
(
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
七
)

一
九
九

三
年

二
五



東
潮

「遼
東
と
高
句
麗
壁
画
-

墓
主
図
像
の
系
譜
i

」
(『朝

鮮
学
報
』

一
四
九
)

一
九
九
三
年

(
13
)

武
田
幸
男

「牟
頭
婁

一
族

と
高
句
麗
王
権
」

(
『朝
鮮
学
報
』
九

九

・
1
0
0

1
九

八

一
年

(
14
)

斎
藤
忠

『古
代
朝
鮮
文
化
と
日
本
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九

八

一
年

二
五
頁
。

(
15
)

宮
本
徳
三

『
力
士
漂
白
ー

相
撲
の
ア

ル
ケ
オ

ロ
ジ
ー

』
小
沢

書
店

一
九
八
五
年

の
ち
筑
摩
学
芸

文
庫

一
九
九
四
年

(
16
)

金
元
龍

『韓

国
壁
画
古
墳
』

(
前
掲

)

(
17
)

朝
鮮
民
主
主
義
人
民

共
和
国
編

『
高
句
麗

の
文
化
』
同
朋
舎
出
版

一
九

八
二
年

(
18
)

山
本
義
泰

「韓

国
古

代
の
手
搏

(
胎
挙
)
に

つ
い
て
」
(
『
天
理
大

学

学
報
』

三
六
ー
111)

1
九

八
七
年

(
19
)

斎
藤
忠

「
高
句
麗

壁
画

古
墳

に
あ

ら
わ
れ
た

葬
送
儀
礼

に
つ
い

て
」
(
『
朝
鮮
学
報
』
九

一
)

一
九
七
九
年

の
ち

『
東

ア
ジ
ア
葬

.

墓
制

の
研
究
』
学
生
社

一
九

八
七
年
所
収

(
20
)

斎
藤
忠

「角
抵
塚

の
角
抵

(
相
撲
)
・
木

・
熊

・
虎

な
ど

の
あ
る

画
面

に
つ
い
て
」

『
壁
画
古
墳

の
系
譜
』

日
本
考
古
学
研
究

2

学

生
社

一
九

八
九
年

ま
た
、
熊

と
と
も

に
描

か
れ
て
い
る
虎

は
犬
と
さ
れ
て
い
た
が
、

下
記

の
斎
藤

の
論
考

で
虎

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
斎
藤

忠

「
集
安

・
角
抵
塚

の
熊
と
虎

の
図
」

『
東

ア
ジ
ア
葬

・
墓
制

の
研

究
』

(
前
掲

)

(
21
)

斎
藤
忠

「角
抵

塚
の
角
抵

(
相
撲
)
・
木

・
熊

.
虎

な
ど

の
あ
る

二
六

画
面

に
つ
い
て
」

(
前
掲
)

(
22
)

代
表
的
な
見
解
と
し

て
は
、
今

西
龍

「
檀
君
考
」

『
朝
鮮
古
史

の

研
究
』

一
九

二
九
年

今
西
は
檀
君
神
話

は
高
麗
時
代
の
仁
宗

(
一
一
二
三
年
即
位
)
代

か
ら
高
宗
代

(
一
二
五
九
年
ま
で
)
頃

ま
で
に
作
ら
れ
た
も

の
と
し

て

い
る
。

こ
の
考

え
方

は
井
上
秀
雄
氏

の

「
朝
鮮
建
国

の
神
話
」

『
新
羅
史
基
礎
研
究
』
東
出
版
社

一
九
七

四
年
な
ど
に
受
け
継
が

れ

て
い
る
。

た
だ
し
、
近
年

、
田
中
俊
明
氏
は
檀
君
神
話
を
伝
え
る

『
三
国
遺

事
』

『
帝
王
韻
記
』
所
引
史
料

の
検
討

か
ら
、
檀
君
神
話

の
起
源
を

一
一
世
紀
以
前
に
さ
か
の
ぼ

る
可
能

性
を
指
摘

し
て
い
る
。

「檀
君

神
話
の
歴
史
性
を
め
ぐ

っ
て
1

史
料
批
判
の
再
検
討
ー

」
(『韓

国
文
化
』

一
九
八
二
年

六
月
号
)

(
23
)

傅
起
鳳

・
傅
騰
龍

(
岡

田
陽

一
訳
)

『
中
国
芸
能
史
-

雑
技

の

誕
生

か
ら
今

日
ま
で
i

』

三

一
書
房

一
九
九

三
年

(
24
)

梁

白
泉

「
初
期

の
力

士
造
像

に

つ
い
て
」

『
仏
教
初
伝
中
国
南
方

ル
ー
ト
』

日
中
学
術

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
要
旨

龍
谷
大
学
仏
教
文

化
研
究
所

一
九
九
三
年

(
25
)

傅
起
鳳

・
傅
騰
龍

(
岡
田
陽

一
訳
)

『
中
国
芸
能
史
-

雑
技

の

誕
生
か
ら
今

目
ま
で
ー

』

(
前
掲
)

長
谷
川
明

『
相
撲

の
誕
生
』
新
潮
社

一
九
九
三
年

(
26
)

「角

抵
」
と

「
角
觝
」
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
同
義

を
異
字

で
表

し
た
も

の
で
あ
る
。

(
27
)

『
述
異
記
』

「今
冀
州
有
楽
名
蚩
尤
戯
。
其
民
両
両
三
三
頭
戴
牛



角
而
相
觝
。
漢
造
角
觝
戯
。
蓋
其
遺
製
也
L

(
28
)

傅
起
鳳

・
傅
騰
龍

『
中
国
芸
能

史
』

(
前
掲
)

二
〇

～
二
二
頁

(
29
)

『
史
記
』
巻

八
七

・
李
斯
列
伝
第

二
七

「
是
時

二
世
在
甘
泉
。
方

作
轂
抵
優
俳
之
観
」

(
30
)

長
谷
川
明

『
相
撲

の
誕
生
』

(
前
傾
)

=

一五
頁

(
31
)

傅
起
鳳

・
傅
騰
龍

『
中
国
芸
能
史
』

(
前
掲
)

三
八
頁

(
32
)

『
史
記
』
巻

一
二
三

・
大
宛
列
伝
第
六
三

「於
是
大
轂
抵
、
出
奇

戯
諸
怪
物
、
多

聚
観
者

、
行
賞
賜
、
酒
池
肉
林
、
令
外
国
客
遍
観
各

倉
庫
府
蔵
之
積

、
見
漢
之
広
大
、
傾
駭
之
。
及
加
其
眩
者
之

工
、
而

轂
抵
奇
戯
歳
増
変

、
其
盛
益
興
、
自
此
始
」

(
33
)

小
川
環
樹

・
今
鷹
真

・
福
島

吉
彦
訳

『
史
記
列
伝
』

(
五
)
岩
波

書

店

一
九
七

五
年

九
〇
頁

(
34
)

傅
起
鳳

・
傅
騰
龍

『
中
国
芸
能
史
』

(
前
掲

)
二
〇
～

二
二
頁
、

長
谷
川
明

『
相
撲

の
誕
生
』

(
前
掲
)

一
二
五
～

六
頁

(
35
)

『
漢
書
』
巻
六

・
武
帝
紀
第

六

・
元
封

三
年

「
三
年
春
、
作
角
抵

戯
、

三
百
里
内
皆
観
」

(
36
)

『
漢
書
』
巻

六

・
武
帝
紀
第
六

・
元
封

四
年

「
夏
、
京
師
民
観
角

抵
于
上
林
平
楽
館
」

(
37
)

『
漢
書
』
巻

二
十
三

・
刑
法
志
第
三

「
春
秋
之
後

、
滅
弱
呑
小
、

並
為
戦
国
、

稍
増
講
武
礼
以
為
戯
楽
、

用
相

脊
視

。

而
秦

更
名
角

抵

、
先

王
之
礼
没
淫
楽
中
矣
」

(
38
)

『
文
選
』
西
京

賦

「大
駕
幸
乎
平
楽
之
館

。
張

甲
乙
而
襲
翠
被
。

攅
珍
宝
之
玩
好

、
紛
瑰
麗
以
蔘
靡
。
臨

迥
望
之
広
場
、
程
角
觝
之
妙

戯
」

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

(
39
)

『
太
平
御

覧
』
巻

五
百

六
十
九

・
楽
部
七

・
優
倡

「後
魏
道
武
帝

天
興

六
年
冬
詔
、
太
楽
総
章
、
鼓
吹
増
修
、
雑
戯
造
五
兵
角
觝
麒
麟

鳳
凰
仙
人
長
蛇
白
象
、
武
及
諸

畏
獣
魚
龍
辟
邪
鹿
馬
仙
車
高

桓
百
尺

長
趨
幢
跳
丸
以
備
百
戯
、
大
饗
設
之
於
殿
前
」

(
40
)

『
魏
書
』
巻
百
九

・
楽
志

五

・
第
十

四

「
天
興
六
年
冬
詔
太
楽
、

総
章
、
鼓
吹
増
修
、

雑
伎
、

造

五
兵
、

角

觝
、

麒
麟
、
鳳
凰
、
仙

人
、
長
蛇
、
白
象
、
白
虎
及
諸
畏
獣
、
魚
龍

、
辟
邪
、
鹿
馬
仙
車

、

高
桓
百
尺
、
長
趨
、
縁
橦
、
跳
丸
、
五
案
以
備
百
戯
、
大

饗
設
之
於

殿
庭
、
如
漢
晋
之

旧
也
」

(
41
)

『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
五

・
城
址

「有
羽
林
馬
僧
相
、
善
觝
角
戯
、

擲
戟
与
百
尺
樹
斉
等
。
虎
賁
張
車
渠
擲
刀
出
楼

一
丈
帝
亦
観
戯
在
楼

恒
令

二
人
対
角
戯
」

現
代
語
訳

は
入
谷
義
高

・
森
鹿

三
訳

『
洛

陽

伽

藍

記

・
水
経
注

(
抄
)
』
中
国
古
典
文
学
大
系
第

二

一
巻

平
凡
社

一
九
七
四
年

に
よ

っ
た
。

(
42
)

傅
起
鳳

・
傅
騰
龍

『
中
国
芸
能
史
』

(
前
掲
)
七

四
頁
。

(
43
)

『
隋
書
』

巻
六
十
二

・
柳
或
伝

「或
見
近
代
以
来
都
邑
百
姓
、
毎

至
正
月
十
五
日
、
作
角
抵
之
戯
。
遞
相
誇
競
、
至
於
糜
費
財
力
。
上

奏
請
禁

絶
之
」

(
44
)

『隋
書
』

巻

三

・
煬
帝

紀

・
六
年

「
丁
丑
、
角

抵
大
戯
於
端
門

街

、
天

下
奇
伎
異
芸
畢
集

、
終
月
而
罷
。
帝
数
微
往
観
之
」

(
45
)

長
谷
川
明

『
相
撲

の
誕
生
』
「
第

3
章

中
国
角
力
伝
」
(
前
掲
)

(
46
)

『
隋
書
』
巻
十

二

・
礼
儀
志
七

「
梁
武
帝
受
禅
于
斉
、
待
衛
多
盾

其
制
。

正
殿
便
殿
閣
及
諸

門
上
下
、
各
以
直
閤
将
軍
等
直
領

。
又
置

二
七



刀
鈔
、
御

刀
、
御
盾
之
属
、

直
御
左
右
。

兼
有
御

杖
、

誕
稍
、

赤

斃
、
角
抵
、
勇

士
、
青
斃
、
衛
鼈
、
長

刀
、
刀
剣
、
細
仗
、
羽
林
等

左
右

二
百
十
六
人

、
以
分
直
諸
門
」

(
47
)

『
旧
唐
書
』
巻

十
六

・
本
紀
第
十
六

・
穆
宗

・
元
和
十
五
年

二
月

癸
酉
朔

「
丁
亥
、
幸
左
神
策
軍
観
角
抵
及
雑
技

、
日
昃
而
罷
」

(
48
)

『
旧
唐
書
』
巻

十
七
上

・
本
紀
第
十
七
上

・
敬
宗
文
宗
上

.
六
月

丁
酉
朔

「甲
子
、
上
御

三
殿

、
観
両
軍
、
教
坊
、
内
園
分
朋
驢
鞠
、

角

抵
。
戯
酣
、
有
砕
首
折
臂
者

、
至

一
更

二
更
方
罷
」

(
49
)

『
三
国
志
』
呉
書

五

・
妃
嬪
伝
八

「江
表
伝
日

(
中
略
)
昼
夜
与

婦
人
房
宴
、
不
聴
朝
政
。
使
尚
方
以
金
作
華
燧
歩
揺
仮
髻
以
千
数
、

令
宮
人
著
以
相
撲
。
朝
成
夕
敗
、
輙

出
更
作
。
工
匠
因
縁
偸
盗
、
府

蔵
為
空
」

(
50
)

長
谷
川
明

『
相
撲
の
誕
生
』
「
第

3
章

中
国
角
力
伝
」
(前
掲

)

(
51
)

傅
起
鳳

・
傅
騰
龍

『
中
国
芸
能
史
』

(
前
掲
)

一
四
三
～

一
四
四

頁
。

(
52
)

『
遼
史
拾
遺
』
巻
十
五

・
曲
宴
宋
国
使
楽
次

「張
舜
民
畫
曼
録

日

契
丹
待
南
使

楽
列

三
百
餘
人
舞
者
更
無
廻
旋
止
于
頓
挫
伸
縮
手
足
而

已
角
觝
以
倒
地
為
負
両
人
相
持
終
日
欲
倒
而
不
可
得
又
物
如
小
額
通

蔽
其
乳
脱
若
褫
露
之
則
両
手
覆
面
而
走
深
以
為
恥
也
」

(
53
)

『
遼
史
』
巻

一
九
興
宗
本
紀
十
年
冬
十
月

「辛
卯
、
以
皇
子
胡
虜

斡
里
生

、
北
宰
相
、
罰
馬

撤
八
寧
迎
上
至
其
第
宴
飲

、
上
命
衛
士
與

漢
人
角
抵
為
楽
」

(
54
)

鳥
居
龍
蔵

「契
丹

の
角
抵
」
(
『
燕
京
学
報
』

二
九
)

一
九

四

一
年

の
ち

『
鳥
居
龍
蔵
全
集
』
朝

日
新
聞
社

一
九
七

六
年

所
収

二
八

(
55
)

斎
藤
忠

「高
句
麗

古
墳
壁
画

の
中

の
仏

教

的

要

素

の
諸

問
題
」

『
壁
画
古
墳

の
系
譜
』

(
前
掲
)

(
56
)

斎
藤
忠

「高
句
麗
古
墳
壁
画
の
中

の
仏

教

的

要

素

の
諸
問
題
」

(
前
掲

)

(
57
)

塚
田
良
道

「力
士
埴
輪

の
系
譜

に

つ
い
て
」

『
考
古

学
と
技
術
』

(
同
志
社
大
学
考
古
学

シ
リ
ー
ズ
y
)
同
志
社
大
学
考
古
学
研
究
室

一
九

八
八
年

塚
田
良
道

「
酒
巻

14
号
墳

の
褌
を
し
た
人
物
埴
輪
を
め
ぐ

っ
て
」

『
酒
巻
古
墳
群
昭
和
61

・
62
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
』
行
田
市
教
育

委
員
会

一
九

八
八
年

森
貞
次

郎

「角
抵
源
流
考
」

『
日
本
民
族

・
文
化

の
生
成
』

一
巻

(
永
井
昌
文
教

授
退
官
記
念
論
文
集
)

六
興
出
版

一
九

八
八
年

な
ど

に
よ

っ
た
。

(
58
)

福
島
県
教
育

委
員
会

『
原
山

1
号
墳
発

掘
調
査
概
報
』

一
九

八

二
年

(
59
)

森
浩

一
編

『
井
辺
八
幡

山
古
墳
』
同
志

社
大
学
文
学
部
考
古
学
調

査
報
告

第
5
冊

一
九
七
二
年

同
書
所
収

森
浩

一

「
遺
物
を
通

し

て
の
文
化

の
問
題
」

(
60
)

『
酒
巻

古
墳
群
昭
和

61

・
62
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
』

(前
掲
)

(
61
)

青
木
豊

「
力
士
埴
輪
」
(
『
国
学
院
大
学
考
古
資
料
館
紀
要
』

三
)

一
九

八
七
年

(
62
)

塚
田
良
道

「
力
士
埴
輪

の
系
譜

に
つ
い
て
」

(
前
掲
)

「
酒
巻

14

号
墳

の
褌

を
し
た
人
物

埴
輪

を
め
ぐ

っ
て
」

(
前
掲
)

(
63
)

塚
田
良
道

「力
士
埴
輪

の
系
譜

に

つ
い
て
」

(
前
掲
)

「
酒
巻

14



号
墳

の
褌
を
し
た
人
物
埴
輪
を
め
ぐ

っ
て
」

(
前
掲

)

(
64
)

塚
田
良

道

「力
士
埴
輪

の
系

譜
に

つ
い
て
」

(
前
掲
)

「酒
巻

14

号
墳

の
褌

を
し
た
人
物
埴
輪
を
め
ぐ

っ
て
」

(
前
掲

)

(
65
)

森
貞
次
郎

『
岩
戸
山
古
墳
』
中
央
公
論
美
術
出
版

一
九
七
〇
年

小

田
富
士
雄
編

『
石
人
石
馬
』
学
生
社

一
九
八
五
年

村
井
品
雄
編

『
埴
輪

と
石
の
造
形
』
古
代
史
発
掘

7

講
談
社

一
九
七
四
年

(
66
)

山
田
邦
和

「装
飾
付
須
恵
器
総
覧
i

装
飾
付
須
恵
器
の
基
礎
研

究
3
1

」
(『古
代
学
研
究
所
研
究
紀
要
』
二
別
冊

一
九
九
二
年

(
67
)

京
都
国
立
博
物
館
編

『
富
雄
丸
山
古
墳
西
宮
山
古
墳

出
土
遺
物
』

一
九
八
二
年

松
本

正
信

「
西
宮
山
古
墳
」

『
竜
野
市
史
』
第

四
巻

竜
野
市

一
九
八
四
年

(
68
)

山
本
清

「
め
ん
ぐ
ろ
古
墳
遺
物

に
つ
い
て
」

『
山
陰
古
墳
文
化

の

研
究
』
山
本
清
先
生
退
官
記
念
論
集

刊
行
会

一
九
七

一
年

(
69
)

寒
川
恒
夫

「相
撲

の
起
源
と
天
皇
」
寒
川
恒
夫
編
著

『相
撲

の
宇

宙
論
』
平
凡
社

一
九
九
三
年

(
70
)

原

口
正
三

「古
墳
時
代
」

『高
槻
市
史
』

6
考
古
学
編

一
九
七

三
年富

成
哲
也

「
大
阪
府
昼
神
車
塚
古
墳
」

『
日
本
考
古
学
年
報
』

二

九
目
本
考
古
学
協
会

一
九
七

八
年

辰
巳
和
弘

『
埴
輪

と
絵
画

の
古
代
学
』
白
水
社

一
九
九
二
年

日
〇
七
～

一
〇
八
頁
。

(
71
)

寒
川
恒
夫

「相
撲

の
起
源
と
天
皇
」

(
前
掲
)

辰
巳
和
弘

『
埴
輪

と
絵
画

の
古
代
学
』

(
前
掲
)

一
〇
七
～

一
〇

八
頁
。

(
72
)

西
藤
清
秀

・
林
部
均

「
橿
原
市
四
条
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
」
奈
良

県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編

『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報

』

一
九

八
七

年
度

(
第
二
分

冊
)

一
九
九
〇
年

(
73
)

寒
川
恒
夫

「相
撲

の
起

源
と
天
皇
」

(
前
掲

)

辰
巳
和

弘

『
埴
輪
と
絵
画
の
古
代
学
』

(前
掲
)

一
〇
七
～

一
〇

八
頁
。

末
永
雅
雄
編

『
岩
橋
千
塚
』
和
歌

山
市
教
育
委
員
会

一
九

六
七

年

一
六
五
～
二
〇
〇

お
よ
び
三
二
九
～

三
三
九
頁
。

(
74
)

寒
川
恒
夫

「相
撲

の
起
源
と
天
皇
」

(
前
掲
)

(
75
)

群
馬

町
教
育
委
員
会

『保
渡

田
顎
遺
跡
』
群
馬

町
教
育
委
員
会

一
九
九
〇
年

須
藤
宏

「人
物
埴
輪
の
も
つ
意
味
i

群
馬
県
井
出
二
子
山
古
墳

別
区
出
土

の
形
象
埴
輪

か
ら
の
検
討
」
(
『古
代
学
研
究
』

=

一六
)

]
九
九

一
年

(
76
)

国
学
院
大
学
第
丑
部
考
古
学
研
究
会
古
墳
班

「
高
津
天
神

山

一
号

墳

・
二
号
墳
墳
丘

測
量
調
査
報
告
」
(
『
う

つ
わ
会
創
立

二
十
周
年
記

念
号
第
三
号
)

一
九
九
〇
年

(
77
)

寒
川
恒
夫

「相
撲

の
起
源
と
天
皇
」

(
前
掲
)

(
78
)

原
田
昌
幸

「装

飾

子
持

壺

付

装
飾
器
台
」
(
『
日
本
歴
史
』
五

六

六
)

一
九
九

五
年

(
79
)

兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵

文
化
財
調
査
事
務
所

『
勝
手
野
古
墳
群

現
地
説

明
会
資
料
』

一
九
九

五
年

一
一
月
三
日

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

二
九



三
〇

(
80
)

市
原
市
文
化

財

セ
ン
タ
ー

『御

蓙
目
浅
間
神
社
古
墳
』

一
九
八
七

年
若
松
良

一

「
人
物

・
動
物
埴
輪
」
石
野
博
信

・
岩
崎
卓
也

.
河
上

邦
彦

・
白
石
太

一
郎
編

『古
墳
時
代

の
研
究
』
九

一
九
九

二
年

(
81
)

京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館
編

『
京
都
府

の
は
に
わ
』

一
九
九

一

年

二
九
頁
。

(
82
)

塚

田
良
道

「力

士
埴
輪

の
系
譜
に

つ
い
て
」

(
前
掲

)

(
83
)

森
貞
次
郎

「角

抵
源
流
考
」

(
前
掲

)

(
84
)

塚
田
良
道

「
酒
巻
14
号
墳

の
褌
を
し
た
人
物
埴
輪
を
め
ぐ

っ
て
」

(
前
掲
)

(
85
)

喜

田
貞
吉

「
相
撲

の
起

源
」
(
『
民
族
と
歴
史
』

一
ー
五
)

一
九

一

九
年

の
ち

『
喜
田
貞
吉
著
作
集
』
第

=

巻

平
凡
社

一
九
八

〇
年
所
収

大
野
雲
外

「相
撲
取
を
現
は
し
た
斎
瓮

に
つ
い
て
」
(
『
民
族
と
歴

史
』
八
ー
四
)

一
九

二
二
年

(
86
)

間
壁
葭
子

「装
飾
付
須
恵
器
の
小
像
i

製
作
の
意
図
と
背
景

1

」
(『倉
敷
考
古
館
研
究
集
報
』
二
〇
)
一
九
八
八
年

(
7　
)

こ
れ
に

つ
い
て
は
長
谷
川
明

『
相
撲

の
誕
生
』

「
第

2
章

相
撲

の
誕
生

・
歴
史
」

(
前
掲
)
お
よ
び
宇
佐
美
隆
憲

「東

ア
ジ
ア
に
お

け

る
相
撲
研
究

の
現
状
と
課
題
ー
1
研
究
史

の
検

討

を

中

心
に
」

(
『
ア
ジ
ア

・
ア

フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
二
八
)

一
九
九
四

年

な
ど
に
的
確

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
88
)

大
林
太
良
編

『
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
日
本

の
神
話

四

日
向
神
話
』

学
生
社

一
九
七
四
年

一
五

一
～

一
五
六
頁

森
浩

一

「遺
物
を
通
し
て

の
文

化

の
問

題
」

『
井
辺

八
幡
山
古

墳
』

(
前
掲
)

(
89
)

斎
藤
忠

「高
句
麗
壁
画
古
墳

に

あ

ら

わ

れ

た
葬
送
儀
礼

に
つ
い

て
」

「角

抵
塚
の
角
抵

(
相
撲
)
・
木

.
熊

.
虎

な
ど

の
あ
る

画
面

に

っ
い
て
」

(
前
掲
)

(
90
)

長
谷
川
明

『
相
撲

の
誕
生
』

(
前
掲
)
七
九
～
八
〇
頁
。

(
91
)

寒
川
恒
夫

「
相
撲

の
起
源
と
天
皇
」
『
相
撲

の
宇
宙
論
』

(前
掲
)

〔参
考
文
献
〕

青
木
正
児

「支
那
近
世
戯
曲
史
」

『青
木
正
児
全
集
』
第
3
巻

春
秋
社

一
九
七
二
年

初
版
は
一
九
一
六
年

韓
国
美
術
史
学
会

『韓
国
美
術
の
対
外
交
渉
I
l

高
句
麗
1

』
第
四

回
全
国
美
術
史
学
大
会
発
表
要
旨

一
九
九
三
年

*

韓
国
放
送
公
社
編

『
高
句
麗
古
墳
壁
画
高
句
麗
特
別
大
展
』
韓
国
放
送
公

社

一
九
九

四
年

*

崔
茂
蔵

・
イ
ム

ヨ
ソ
チ

ョ
ル
編
著

『
高
句
麗

壁
画
古
墳
』
新
書
院

一
九

九
〇
年

*

朱
栄
憲

(永
島

暉
臣
慎
訳
)

『高
句
麗

の
壁
画
古
墳
』
学
生
社

一
九
七

二

原
本
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
出
版
社

一
九

六

一

年

刊
行

朝
鮮
画
報
社
編

『
高
句
麗
古
墳
壁
画
』
朝
鮮
画
報
社

一
九
八
五
年

新
田

一
郎

『
相
撲

の
歴
史
』

山
川
出
版
社

一
九
九

四
年

バ
ク

・
ス
ン
ジ

ェ

「
絵
画
を
通

し
て
み

た
中
世
朝
鮮

の
シ
ル
ム
」
(
『朝
鮮

考
古
研
究
』

一
九
九
〇
1
三
)

*



服
部
克
彦

「
北
魏
洛
陽
に
お
け

る
仏
教
と
娯
楽
芸
能
」

『
北
魏
洛
陽

の
社

会
と
文
化
』

ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房

一
九

六
五
年

ホ
ン

・
キ

ム

「
シ
ル

ム
」
(
『
考
古
民
俗
』

一
九

六
三
i
四
)

*

楊
泓

「
古
文
物
図
中
的
相
撲
」
孫
機

・
楊
泓

『
文
物
叢
談
』
文
物
出
版
社

一
九
九

一
年

*

読
売
テ

レ
ビ
放
送
編

『
好
太
王
碑
と
集
安

の
壁
画
古
墳
』
木
耳
社

一
九

八
八
年

李
成
美

「
北
韓

の
美
術
史
研
究
現
況
ー

古
墳
壁
画
」

『北
韓

の
韓
国
学
研

究
成
果
分
析
i

歴
史

・
芸
術
篇
I
I
』
韓
国
精
神
文
化
研
究
院

一

九
九

一
年

*

李
殿
福

「
集
安
高
句
麗
墓
研
究
」
(
『考
古
学
報
』

一
九
八
〇
i

二
)

*

李
亨
求

(
申
鉉
東

・
亀
田
博
訳
)

「
相
撲
と
胎
挙

図
」

『
朝
鮮
古
代

文
化

の
起

源
』
雄
山
閣

一
九
九

五
年

劉
中
澄

「
関
于
朝
陽
袁
台
子
晋
墓
壁

画

的

初

歩

研

究
」
(
『
遼
海
文
物
学

刊
』

一
九
八
七
-

一
)

*

(
末
尾

に
*
を

つ
け

た
も

の
は
外
国
文
)

図
出
典

図

2
の
ー
は

『
高

句
麗

の
文
化
』
(前
掲
)
、
そ
れ
以
外
は
引
用

し
た
各
報
告

に
よ
る
。

本
稿

を
な
す

に
あ
た

っ
て
、
佛
教
大
学

・
竹

下
喜
久
男
、
龍

谷
大
学

・

徐
光
輝
、
行
田
市
郷
土
博
物
館

・
塚
田
良
道

の
各
氏

に
資
料

の
収
集
等

で

援
助

を
う
け
た

こ
と
を
記

し
て
感
謝

の
言
葉

に
か
え

ま
す
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
角
抵
図
に
つ
い
て

ゴ
ニ




