
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
麈
尾
を
執
る
墓
主
像

魏
晋
南
北
朝
期
の
士
大
夫
と
し
て
の
描
画
ー門

田

誠

一

序

高
句
麗
壁
画
古
墳
は
往
時

の
生
活
や
習
俗
を
今
に
伝
え
る
資
料
と
し
て
そ
の
美
術
的
な
価
値
と
と
も
に
か
け
が
え
の
な
い
歴
史
の
資

料
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
構
図
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
高
句
麗
人
の
風
俗
や
さ
ら
に
は
精
神

の
領
域
に

　こ

ま
で
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
考
察
が
さ
ま
ざ
ま
な
先
学
に
よ

っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
研
究
の
多
く
は
複
数
の
壁
画
の
同

一
要
素
を
集
め

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
高
句
麗
人

の
生
活
の

一
端
を
切
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
近
年

に
お
い
て
は
壁
画
の
構
図
を
中
国
の

　　
　

文
献
史
料
と
の
比
較
で
追
跡
し
よ
う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
図
像
学
的
な
検
討
も
試
み
ら
れ
る
に
い
た

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
壁
画
が
描
か
れ
た
古
墳

の
墓
と
し
て
の
機
能
に
も

っ
と
も
関
わ
り
が
深

い
の
は
、
そ
こ
に
葬
ら
れ
た
人
物
す
な
わ
ち
墓
主

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
高
句
麗
の
古
墳
壁
画
が
墓
主
す
な
わ
ち
被
葬
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
目
的
で
描

か
れ

た
か
に
つ
い
て
は
、
生
前

の
生
活
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
葬
送
儀
礼
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
か
あ
る

い
は
死
後
の
生
活
に
伴

う
人
や
物
を
描

い
た
な
ど
と
い
う
諸
説
が
あ
る
。
た
だ
し
、
高
句
麗
人
の
認
識
し
て
い
た
死
後
の
世
界
観
や
葬
送
観
念
に
つ
い
て
、
文

字
に
よ
る
詳
細
な
記
述
が
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
状
況

に
お
い
て
、
多
元
的
な
意
味
合
い
を
も

っ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
ず
、
こ

れ
ら
の
ど
れ
が
高
句
麗
人
の
精
神
世
界

に
適
う
も
の
で
あ
る
か
は
な
か
な
か
に
難
解
な
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
い
ず
れ

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
像

七

一



七
二

の
場
合
に
お
い
て
も
、
高
句
麗
古
墳
の
墓
主
壁
画
は
被
葬
者
を
唯

一
無
二
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
も
ま
た
検
討

の

定
点
と
な
る
こ
と
も
言
を
ま
た
な

い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
壁
画
に
囲
ま
れ
た
死
後
の
世
界
の
主
そ
の
も
の
も
そ
の
構
図
の
中

に
し
ぼ
し
ば

み
ら

れ
る
。
本
論
で
は
自
ら

の
安
息
の
場
所

で
あ
る
古
墳
の
壁
画

の
な
か
に
描
か
れ
た
墓
の
主
そ
の
人
で
あ
る
墓
主
図
像
に
つ
い
て
、
そ
の
姿
勢
や
持
ち
物
を
拠
り

所
と
し
て
、
彼
ら
の
姿
の
い
く
ぶ
ん
か
を
復
原
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
麈
尾
を
執
る
墓
主
像

は
じ
め
に
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描

か
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
前

に
麈
尾
そ

の
も
の
の
定
義
あ
る
い

は
形
態
や
構
造
的
な
特
徴
に
よ
る
限
定
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
塵
尾
と
形
状
や
材
料
も
類
似
し
、
相
似
た
用
途
が
想
定
さ

れ
る
羽
扇
な
ど
と
は
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
示
し
、
こ
の
後

の
比
較
検
討

の
基
本
と
し
た

い
。

　
ヨ
　

麈
尾
の
形
態
や
構
造
、
材
質

に
つ
い
て
は
、
い
く

つ
か
の
先
行
研
究

に
よ

っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
理
解
は
、
以
下
の
よ
う
な

特
徴
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
と
し
て
は
柄
、
挟
木
、
挟
木
釘
、
鐔
、
毫

の
五

つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
全
体
と
し
て

は
団
扇
形
を
呈
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
羽
扇
や
団
扇
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
本
来
、
鏖
と
い
う
動
物

の
体
毛
で
あ

っ
た
毫
と
い
わ

　　
　

れ
る
部
分
を
二
枚
の
木
板
で
あ
る
挟
木
で
挟
ん
で
作
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

先
行
研
究
を
整
理
す
る
と
、
麈
尾
は
団
扇
状
で
あ
る
が
、
羽
や
毛
な
ど
で
作
ら
れ
た
有
機
質
部
分
が
木
質
部
分

に
挟
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
よ
り
動
物
の
毛
な
ど
で
作

っ
た
払
子
と
は
異
な
り
、
手

に
支
持
し
た
場
合
に
も
、
全
体
が
上
方
を
向

く
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
よ
う
。
端
的
に
は
、
羽
毛
な
ど
が
木
質
部
分
で
挟
ま
れ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
構
造
お
よ
び
視
覚

上
の
特
色
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
の
ゆ
え
に
壁
画
に
描
か
れ
て
も
識
別
で
き
る
麈
尾
は
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
や
魏
晋
代

の
壁
画
墓

に
お
い
て
も
、



墓
主

の
正
面
像
な
い
し
は
、
対
座
像
を
中
心
と
し
て
塵
尾
が
描
か
れ
る
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
を
み
て
い
く
と
、
麈
尾
が
描
か
れ
た
古
墳
の
な
か
で
、
も

っ
と
も
時
期
的
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
し
て
安
岳
三
号

墳

(黄
海
南
道
安
岳
群
)
が
あ
げ
ら
れ
る

(図
1
の
ー
)
。
こ
の
古
墳
は
多
様
な
壁
画
と
と
も
に

「永
和
十
三
年
」
と
い
う
墨
書
銘
文

に
よ
り
、
三
五
七
年

に
築
造
さ
れ
、
か
つ
ま
た
、
お
な
じ
く
墨
書
銘
文
に
よ

っ
て
、
中
国
よ
り
高
句
麗

へ
の
亡
命
漢
人
で
あ
る

「冬
寿

な
　

(史
料
上
は
侈
寿
)」
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
で
学
史
上
に
名
高
い
。
麈
尾
は
西
側
室
西
壁

の
墓
主
像
す
な
わ
ち

「冬

寿
」
が
手
に
執

っ
て
い
る
姿
で
表
さ
れ
て
い
る
。

年
代
の
明
ら
か
な
壁
画
古
墳
の
な
か
で
、
安
岳
三
号
墳
よ
り
時
期

の
下
る
も

の
と
し
て
、
徳
興
里
古
墳

(平
安
南
道
南
浦
市
)
に
塵

尾
を
執
る
墓
主
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
古
墳
は
墨
書
銘
文
に
よ
り
、
「永
楽
十
八
年
」
す
な
わ
ち
四
〇

八
年

に

「移
柩
」
さ
れ

た

「鎮
」
と

い
う
人
物
が
墓
主
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
造
営
時
期
の
明
ら
か
な
壁
画
古
墳
と
し
て
、
高
句
麗
古
墳
の
年
代

の

基
準
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
墓
主
で
あ
る

「鎮
」
は
墨
書
銘
文
に
よ

っ
て
、
「
□
口
郡
信
都
県
都
郷
中
甘
里
」
出
身

の
亡
命
漢
人

で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「鎮
」
の
姿
を
表
し
た
墓
主
像
は
前
室
北
壁

(図
1
の
2
)
と
玄
室
北
壁
に
右
手
に
塵
尾
を
執
る
姿

で
描
か

　　
　

れ
て
い
る
。

台
城
里

一
号
墳

(北
朝
鮮
江
西
郡
台
城
里
)
の
石
室
は
側
室
の
付
属
し
た
前
室
と
玄
室
か
ら
な
る
構
造
で
あ
り
、
西
側
室
に
墓
主

の

壁
画
が
描
か
れ
て
い
た
。
墓
主
は
座
床
に
座
り
、
頭
部
に
は
外
冠
と
内
冠
か
ら
な
る
被
り
物
を
被

っ
て
、
右
手

に
麈
尾
を
執
る
姿
を
表

わ
し
て
い
る

(図
1
の
3
)
。
全
体
と
し
て
安
岳
三
号
墳
の
墓
主
像

に
類
似
し
て
い
る
。
前
記
二
古
墳
の
よ
う

に
築
造
さ
れ
た
年
紀
が

明
ら
か
で
は
な
く
、
論
者
に
よ

っ
て
四
世
紀

か
ら
五
世
紀
始
め
頃
ま
で
の
年
代
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
石
室
構
造
、
壁
画
内
容
と
も
に

　ヱ

安
岳
三
号
墳
の
強

い
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
初
め
頃
ま
で
の
幅
で
築
造
年
代
を
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
。高

句
麗
壁
画
古
墳

に
描
か
れ
た
墓
主
像

の
な
か
で
、
麈
尾
を
執
る
姿

で
表
さ
れ
る
も
の
に
は
、
如
上
の
よ
う
な
例
が
あ
る
が
、

一
方

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
像

七
三



1安岳3号 墳

七
四

■

3台 城里1号 墳2徳 興里古墳(前 室北壁)

図1高 句麗壁画の塵尾を執る墓主像

で
は
塵
尾
を
執
ら
な
い
姿

で
描
か
れ
る
墓
主
像
も
認

め
ら
れ
る
。
墓
主
が
塵
尾

を
執
ら
な
い
姿
の
場
合
、

夫
婦
像
と
し
て
描
か
れ
る

こ
と
が
多
く
、
例
と
し
て

は
、
薬
水
里
古
墳

(平
安

南

道
江
西
郡
)
、
龕
神
塚

(平
安
南
道
温
泉
郡
)
、
雙

楹

塚

(平

安

南
道

龍

岡

郡
)
、
通
溝

一
二
号
墓

(馬

曹

塚
)
角
抵
塚
、
舞
踊
塚

(以
上
、
吉
林
省
集
安
市
)

な
ど
が
あ
る
。
年
代
は
、

論
者
間
の
違

い
を
鑑
み
て
、

一
定

の
幅
で
と
ら
え
て
も
、

四
世
紀
代
後
半
か
ら
五
世

紀

半
ば
ま
で
に
収
束
す
る

　　
　

と

思

わ

れ

る

。



二

持
ち
物
に
よ
る
墓
主
図
像
の
類
型
-
魏
晋
代
壁
画
墓
の
検
討
1

次
に
高
句
麗
壁
画
古
墳
と
時
期
的
に
も
壁
画
の
構
図
上
も
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
る
魏
晋
代
の
壁
画
あ
る
墳
墓

の
墓
主
図
に
描
か
れ
た

塵
尾
や
墓
主
の
手
の
表
現
と
対
照
し
て
検
討
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
描
か
れ
る
麈
尾

の
位
相
を
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
と
壁
画
内
容
や
構
図
お
よ
び
墓
室
の
構
造
か
ら
も
対
比
的
に
検
討
さ
れ
る
遼
陽
地
域
の
魏
晋
代

の
墳
墓
に
表
現
さ
れ
る
墓
主
像
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

　ユ

塵
尾
を
執

る
墓
主
の
正
面
座
像
と
し
て
は
、
上
王
家
村
晋
墓
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
室
に
続
く
棺
室

(墓
室
)
は
南
北
二
室
に
分
け

ら

れ
、
人
骨
や
副
葬
品
な
ど
か
ら
、
被
葬
者
は
南
側
が
男
性
、
北
側
が
女
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
壁
画
は
棺
室

の
前
柱
石
や

南
北
両
棺
室
の
壁
面
に
み
ら
れ
た
。
「墓
主
宴
飲
図
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
画
像
は
南
棺
室

の
奥
壁
に
描

か
れ

て
い
る
。
そ
の
有
様
は

堂
上
に
朱
色

の
幕
を
懸
け
て
、
そ
の
下
に
四
隅
か
ら
朱
色

の
帷
幄
を
垂
ら
し
、
男
性
の
墓
主
が
方
形

の
榻
の
上

に
正
面
を
向

い
て
端
座

し
た
構
図
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
墓
主
は
頭
に
は
冠
を
戴
き
、
紅
色
の
口
唇
の
上
に
は
髭
を
生
や
し
て
、
右
手

に
は
麈
尾
を
執

っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
着
衣
は
模
糊
と
し
て
は

っ
き
り
分
か
ら
な

い
。
墓
主
の
前
方
に
は
紅
色

の
方
案
が
置
か
れ
た
背
後

に
は
朱
色

の
屏
障

が
立
て
ら
れ
、
そ
の
左
右
に
四
人
の
侍
者
が
配
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
墓
主
像
や
北
側
棺
室
に
描
か
れ
た
車
騎
出
行
図
な
ど
か
ら
み
て
、
報
告
文
で
は
、
こ
の
墓
は
漢
代
お
よ
び
魏
代
の
壁
画

　む

墓

と
東
晋
代
に
並
行
す
る
高
句
麗

.
安
岳
三
号
墳
の
中
間
的
な
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
と
く
に
墓
主
像
に
つ

い
て
は
表
現
方
法
や
麈
尾
を
執
る
点
な
ど
、
遼
陽
の
壁
画
墓
の
な
か
で
は
安
岳
三
号
墳
と
も

っ
と
も
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

　ロ
　

遼
西
地
域
で
は
、
朝
陽

.
袁
台
子
壁
画
墓
に
麈
尾
を
執
る
墓
主
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
は
板
石
を
用

い
た
石
槨
墓
で
、
前
室
の

東
側
に
あ
る
龕
室
に
墓
主
の
正
面
座
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
黒
色
の
冠
を
被

っ
た
墓
主
は
右
手
に
塵
尾
を
執
り
、
座
床
に
座

っ
て
お
り
、

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
像

七
五



七
六

上
部

に
は
帷
帳
が
張
ら
れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
報
告
者
は
遺
物
や
壁
画

の
検
討
よ
り
、
東
晋
代
の
四
世
紀
初
頭

か
ら
中
葉
頃

　む
　

に
築

か
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

　お
　

い
っ
ぽ
う
、
遼
陽
の
魏
晋
代
壁
画
墓
の
な
か
で
は
麈
尾
を
執
る
墓
主
像
以
外
に
、
三
道
壕
第
二
場
墓

(令
支
令
墓
)、
三
道
壕
第
四

場
塹
・
南
雪
梅
村

萼

鏨
・
南
林
子
壁
画
嚢
、
棒
台
子
二
・螽

な
ど
の
よ
う
に
、
墓
美

婦
が
並
座
す
る
像
が
描
か
れ
て
い
る
墓
が
数

多
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
遼
陽
地
域

に
お
け
る
壁
画
墓
主
像

の
構
図
の
違

い
に
つ
い
て
、
東
潮
氏
は
こ
れ
を
時
期
差
と
み
て
、

　
　
　

墓
主
夫
婦
像
か
ら
墓
主
正
面
像
に
移
行
す
る
の
は
上
王
家
村
墓
を
境
と
し
て
い
る
と
考
え
た
。
遼
陽
地
域
に
お

い
て
、
夫
婦
像
と
墓
主

正
面
像

の
両
種
の
構
図
が
截
然
と
分
期
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
微
妙
な
時
期
を
判
別
す
る
資
料
的
根

拠
が
十
分
で
な
い
た
め
、

筆
者
は
あ
る
程
度
並
存
す
る
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
が
、
総
体
的
な
変
化
に
つ
い
て
は
東
氏

の
見
解
に
従

い
た

い
。

い
っ
ぽ
う
、
遼
陽
地
域
以
外
で
営
ま
れ
た
魏
晋
代

の
壁
画
墓

の
な
か
で
も
鏖
尾
を
執
る
姿

の
墓
主
が
描

か
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。

洛
陽

・
朱
村
曹
魏
壁
画
墓
は
磚
室
で
、
墓
室
の
北
壁
に
食
物
を
載
せ
た
案
の
前

に
座
る
墓
主
夫
婦
が
描
か
れ
て

い
た
。
向
か
っ
て
右
側

の
男
性
墓
主
の
傍
ら
に
は
二
人
の
男
性
侍
者
が
配
さ
れ
、
そ
の
う
ち
墓
主

に
近
い

一
人
は
二
枚
の
板

で
挟
ん
だ
構
造
の
深

い
紅
色

の
塵

尾
を
手

に
持

っ
て
侍
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
男
性
墓
主
が
執
る
麈
尾
を
侍
者
が
奉
持
し
た
こ
と
を
示
す
構
図
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ

　ヨ

の
墓
の
築
造
時
期
に
つ
い
て
、
報
告
者
は
壁
画
の
内
容
や
出
土
遺
物
か
ら
曹
魏
代
の
も
の
と
推
断
し
て
い
る
。

北
京

・
八
角
村
魏
晋
墓
は
複
室
構
造
の
石
槨
墓
で
前
室

に
設
け
ら
れ
た
石
龕
奥
壁
に
壁
画
が
み
ら
れ
た
。
男
性
墓
主
像
は
座
床
に
座

っ
た
正
面
像
で
、
右
手
に
獣
面
の
装
飾
の
あ
る
塵
尾
を
執
り
、
左
右
に
侍
女
を
配
し
た
構
図

に
よ

っ
て
、
描
か
れ
て
い
た
。
遺
物
や
壁

　　
　

画

の
内
容
か
ら
み
て
、
魏
晋
代
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

河
北

・
祿
家
荘
磚
室
墓
は
後
漢
の
熹
平
四
年

(
一
七
五
)

の
紀
年
銘
が
あ
る
複
室
墓
で
あ
り
、
座
床

に
座

っ
た
正
面
を
向
く
墓
主
像

が
描
か
れ
て
お
り
、
手

に
は
小
さ
な
旗
状
の
器
物
を
持

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
形
状
か
ら
み
て
、
麈
尾
と
は
異
な
る
が
、
麈
尾
が
盛
行
す

ヨ
　

る
時
期
に
先
立

つ
事
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
別
の
画
面
に
は
横
向
き
の
夫
人
像
が
描
か
れ
て
い
る
。



雲
南
省
昭
通
後
海
子
壁
画
墓
は
、
直
方
体
の
石
で
、
墓
室
の
天
井
を
ド
ー
ム
状
に
築

い
て
お
り
、
墓
道

に
は
左
右

に
小
さ
な
龕
室
が

設

け
ら
れ
て
い
た
。
墓
室

の
四
壁
に
壁
画
が
み
ら
れ
た
、
と
く
に
奥
壁

(北
壁
)
の
下
側
に
は
男
性
墓
主

の
正
面
座
造
像
が
描
か
れ
て

い
た
。
墓
主
像
は
座
床
に
座
り
、
左
手
に
塵
尾
を
執
る
姿

の
正
面
像
で
あ
り
、
周
囲
に
は
侍
者
を
配
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
東
壁
に
は

行
列
図
や
四
神
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
墓
室
奥
壁
に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
文
よ
り
、
墓
主
が
霍
承
嗣
で
あ
り
、
東

晋
の
太
元
年
間

(三
八

　お
　

六
～
三
九
四
)
に
造
墓
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

酒
泉

.
丁
家
閘
五
号
墓
で
は
前
室
と
後
室
か
ら
な
る
複
室
構
造
の
磚
室
墓
で
、
壁
画
は
前
室
の
全
面
と
後
室

の
奥
壁
に
あ

っ
た
。
そ

の
な
か
で
も
前
室
西
壁

に
は
左
手

に
鏖
尾
を
執
り
、
座
床

(報
告
書
で
は
榻
)
に
端
座
し
た
墓
主
人
が
描

か
れ
て
い
る
。
報
告
書

で
は

こ
れ
を
墓
主
人
が
生
前

の
寛
い
だ
行
楽
や
出
遊
の
姿
を
表
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
墓

の
築
造
年
代
に

つ
い
て
は
、
類
似

し
た
他
地
域

の
壁
画
墓
と
の
対
照
に
よ

っ
て
、
四
世
紀
末
頃
か
ら
五
世
紀
中
葉
頃
の
も
の
と
み
て
い
る
。
墓
主

に
つ
い
て
は
西
涼
が
酒

ま
　

泉

に
遷
治
し
た
後
の
有
力
士
族
の
高
級
官
僚
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
室
の
壁
画

に
は
毛
で
房
状
に
造
ら
れ
た

払

子
と
思
し
き
も
の
や
直
線
的
な
し

つ
ら
え
か
ら
堅
い
質
の
も
の
で
造
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
扇
な
ど
が
描
か
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
は
前

室

西
壁
の
墓
主
の
執
る
麈
尾
と
は
明
瞭
な
違

い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
別
種
の
も
の
と
し
て
描
き
分
け
て

い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

西
域

で
は
ト
ル
フ
ァ
ン

・
ア
ス
タ
ー
ナ

一
三
号
墓
で
座
床
に
座
り
、
右
手
に
麈
尾
ま
た
は
団
扇
状
の
も
の
を
も

っ
た
墓
主
が
描
か
れ

ま
　

て
い
る
。
造
墓
の
年
代
は
東
晋
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
墓

の
壁
画
で
は
墓
主
を
中
心
と
し
て
、
樹
木
と
そ
の
下
に
描
か

れ
た
馬
、
日
月
、
農
耕
風
景
、
厨
房
な
ど
が
配
さ
れ
て
お
り
、
は
る
か
な
距
離
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
と
同
様

の
構
図
を
と
る
こ
と
が
き
わ
め
て
興
味
深

い
。

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
み
て
も
、
麈
尾
を
執
る
墓
主
像
が
描
か
れ
て
い
る
壁
画
墓
は
、
時
期
的
に
は
魏
晋
南
北
朝
期
を
中
心
と
し
、
洛

陽

.
朱
村
曹
魏
壁
画
墓
や
北
京
市

・
八
角
村
魏
晋
墓
な
ど
の

一
部
の
例
を
除
く
と
地
域
的

に
は
雲
南
、
甘
粛
、
遼
東
、
高
句
麗
な
ど
、

中

華
世
界
の
周
辺
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
麈
尾
を
執
る
墓
主
像

七
七



七
八

三

文
献
に
記
さ
れ
た
麈
尾

塵
尾
に
対
す
る
文
献
学
的
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
字
義

の
詮
索
が
中
心
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
な
か
ら
、
高
句
麗
古
墳
の
壁
画
に
描

か
れ
る
の
と
同
時
代
史
料

の
列
伝
な
ど
に
は
、
実
際
生
活
の
場
面
の
な
か
で
使
用
さ
れ
る
麈
尾
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、

と
く
に
本
論
で
は
こ
れ
ら
に
注
視
し
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
麈
尾
の
検
討

に
つ
な
げ
た
い
と
思
う
。

麈
尾
は
魏
晋
代
に
お
い
て
、
清
談
の
象
徴
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
竹
林

の
七
賢
が
図
像
と
し
て
表

現
さ
れ
る
場
合
に
、
鏖

尾

を
手
に
執

っ
て
い
る
姿
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
象
徴
化
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
図
像
は
後
代
の
絵

画
表
現
に
特
徴
的
な
も

　あ
　

の
で
あ

っ
て
、
南
朝

の
竹
林
の
七
賢
図
と
し
て
著
聞
す
る
南
京

・
西
善
橋
南
朝
墓

の
磚
画
に
は
、
塵
尾
を
執
る
表
現
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
い
て
、
と
く
に
士
大
夫
層
の
間
で
麈
尾
の
流
行
を
み
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
史
書
の
な
か
で
検
索
し
て

み
る
と
、
『漢
書
』
『後
漢
書
』
ま
で
は
麈
尾
と
い
う
語
は
み
え
ず
、
記
載
内
容

の
重
出
を
含
む
が
、
『晋
書
』
に
八
箇
所
、
『宋
書
』
に

一
箇
所
、

『南
斉
書
』
に
七
箇
所
、
『梁
書
』

に
二
箇
所
、
『陳
書
』
に
二
箇
所
、
『南
史
』
に

一
二
箇
所
、
『北
斉
書
』
に

一
箇
所

(た

だ
し
、

い
ず
れ
も
注
や
校
勘
記
の
部
分
に
み
ら
れ
る
場
合
は
除
く
)
と
、
出
現
頻
度
の
上
で
も
魏
晋
南
北
朝
期

に
限

っ
て
み
ら
れ
る
語

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
清
談
や
老
荘
思
想
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
超
俗
と
塵
尾
の
関
係

を
示
す
器
物
と
し
て
の

麈
尾
に
つ
い
て
史
料
を
ひ
き
な
が
ら
、
み
て
い
き
た

い
。

晋

の
王
衍

(夷
甫
)
は
才
能

に
恵
ま
れ
、
容
姿
端
麗
で
明
晰
な
こ
と
神
の
如
く
、
常
に
自
ら
子
貢
に
比
し
て

い
た
。
彼
は
哲
学
談
論

　あ
　

の
妙
手
で
あ
り
、
老
荘
を
談
ず
る
の
を
事
と
し
、

い
つ
も
白
玉
の
柄

の
麈
尾
を
握
り
、
手
の
色
と
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は

や
は
り
専
ら
老
荘
を
談
ず
る
才
に
長
け
た
王
衍
を
際
だ
た
せ
る
道
具
だ
て
と
し
て
、
さ
ら
に
彼
の
白
玉
の
如
き
端
麗
さ
を
示
す
、
手
と

見
分
け
の
つ
か
な

い
白
玉
の
麈
尾
と
し
て
、
二
つ
の
意
味
あ

い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。



清
談
に
お
け
る
塵
尾
の
有
様
を
具
体
的

に
示
す
例
を
あ
げ
よ
う
。
東
晋
代

の
孫
盛
は
殷
浩
と
相
対
す
る
談
論
界
で
名
を
馳
せ
て
い
た
。

孫
盛
は
殷
浩
の
と
こ
ろ

へ
行

っ
て
談
論
し
、
向
か
い
合

っ
て
食
し
、
麈
尾
を
奮

い
、
そ
の
毛
が
悉
く
飯
中

に
落

ち
、
食
事
は
冷
め
て
ま

た
暖
め
る
事
四
度

に
及
び
、
暮
れ
る
に
及
ん
で
餐
を
忘
れ
、
理
竟
定
ま
ら
な
か

っ
た
、
と
い
勉
。
こ
の
情
景

の
描
写
に
は
多
少
の
潤
色

を
受
け
て
い
る
と
し
て
も
、
当
時
の
談
論

の
風
潮
を
察
す
る
に
余
り
あ
る
。

『南
斉
書
』
で
は
、
琅
邪
の
王
僧
虔
の
逸
話
を
み
て
み
よ
う
。
劉
宋
か
ら
南
斉
の
人
で
あ
る
王
僧
虔
は
、
そ

の
子
を
戒
め
る
書
の
な

か
で
、
自
分
は
玄
学
に
心
を
ひ
か
れ
若
い
頃
か
ら
老
年
に
至
る
ま
で
、
多
く
を
学
び
、
数
十
家
の
註
を
通
読
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ

軽

々
し
く
談
論
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
お
ま
え
は
老
子
の
巻
頭
五
尺
ぼ
か
り
を
開

い
た
だ
け
で
、

王
弼
や
何
晏
が
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
も
知
ら
な
い
く
せ
に
、
す
ぐ
鏖
尾
を
振
り
回
し
、
自
ら
談
士
を
以

っ
て
任
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
甚
だ
危
険
な
こ
と
で
あ

る
。
も
し
、
袁
粲
な
ど
の
偉

い
人
達
か
ら
、
易
や
老
荘
の
言
葉
に

つ
い
て
質
問
を
受
け
た
よ
う
な
場
合

に
は
、

ま
だ
見
て
お
り
ま
せ
ん

　　
　

な
ど
と
返
事
が
で
き
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
と
諭
し
た
。
こ
の
記
述
に
対
し
て
は
、
清
談
本
来
の
使
命
で
あ

っ
た
脱
俗
求
真
と
い
う
精

神

が
失
わ
れ
て
、
た
だ
貴
族

の
教
養
の
高
さ
を
示
す
行
動
と
し
て
定
型
化
さ
れ
て
行
く
こ
と
の
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
麺
。

同
様

に
塵
尾
が
士
大
夫
層

の
教
養
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
『陳
書
』
に
み
ら
れ
る
次

の
記
述
を
あ
げ
よ
う
。
あ
る
時
、
陳
の
後

主
が
東
宮

に
あ
り
、
官
僚
を
集
め
て
宴
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
玉
柄
の
鏖
尾
が
出
来
上
が

っ
て
き
た
の
で
、
後
主
は
親
し
く
こ
れ
を
と

っ

て
、
「当
今
ま
た
士
多
き
こ
と
林
の
如
く
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
捉
る
に
堪
え
る
者
に
至

っ
て
は
、
独
り
張
譏
あ

る
の
み
」
と
い
っ
て
、

　　
　

梁
代
か
ら
す
で
に
談
論

に
名
を
得
て
い
た
張
譏

に
授
け
た
。
優
品
で
あ
る
玉
柄
の
鏖
尾
が
、
こ
れ
を
執
る
人
物

を
選
ぶ
と
い
う
こ
の
記

述
は
麈
尾
そ
の
も
の
に
士
大
夫
層
に
お
け
る
教
養
と
し
て
の
清
談
が
託
さ
れ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
話
に
は
後
日
談

が
あ
り
、
後
主
が
鐘
山
の
開
善
寺
に
幸
し
た
時
、
従
臣
を
召
し
て
、
寺
の
西
南
に
あ
る
松
林
の
下
に
座
ら
せ
、
勅

し
て
張
譏
を
召
し
、

豎
義

(義
理
を
説
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
)
を
命
じ
た
。
そ
の
時
、
麈
尾
を
求
め
た
が
、
届
か
な
か

っ
た
の
で
後
主
は
再
度
、
勅
し

て
松

の
枝
を
取
ら
せ
、
こ
れ
を
張
譏
に
手
渡
し
、
「麈
尾
に
代
え
る
べ
し
」
と
い

っ
煙
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
麈
尾
を
執
る
墓
主
像

七
九



八
〇

　お
　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
南
朝
末
に
い
た
る
ま
で
形
式
的
に
せ
よ
清
談
の
余
燼
が
残

っ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
士
大
夫

の
清
談
に
は
こ
の
時
期

に
い
た

っ
て
も
鏖
尾
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様
に
南
朝
末
に
お
け
る
清
談
と
塵
尾
の
関

係
を
示
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

『陳
書
』
に
よ
る
と
陳
郡
の
袁
憲
は
十
四
才

の
時
に
召
さ
れ
て
、
梁

の
国
士
正
言
生
と
な

っ
た
。
あ
る
と
き
、
国
子
博
士
の
周
弘
正

は
講
座

に
登
ろ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
弟
子
を
集
め
て
あ

っ
た
の
で
、
袁
憲
を
部
屋
に
引
き
入
れ
、
麈
尾
を
授
け
て
、
樹
義
を
命

じ
た
。
同
席
し
て
い
た
謝
岐
と
何
妥
と
に
、
周
弘
正
は
命
じ
て
論
難
数
番
を
試
み
さ
せ
た
が
、
袁
憲
を
屈
服
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ

の
時
、
学
衆
は
堂
に
満
ち
、
観
る
者
は
重
沓
す
る
有
様
で
あ

っ
た
が
、
袁
憲

の
態
度
は
自
若
と
し
て
お
り
、
弁
論
に
は
余
裕
が
あ

っ

　
お
　

た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り
清
談
に
臨
む
際
に
麈
尾
を
執

っ
て
い
る
様
子
が
み
て
と
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
清
談
や
老
荘
の
よ
う
な
超
俗
の
象
徴
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
塵
尾
は
そ
れ
以
前
に
魏
晋
南
北
朝
期

の
士
大
夫
た
る
こ
と

を
示
す
必
需

の
品
と
し
て
表
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
次
に
、

い
く

つ
か
の
史
料
を
あ
げ
て
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
お
こ
う
。

呉
苞
は
儒
学
、
礼
書
、
老

・
荘

の
学
を
善
く
し
、
南
朝

・
宋
の
泰
始
年
中
に
徒
弟
を
集
め
て
学
を
講
じ
た
が
、
彼
は
黄
葛
巾

の
冠
を

つ
け
、
竹

で
作

っ
た
麈
尾
を
も
ち
、
二
十
年
余
り
も
粗
末
な
食
事
を
続
け
た
。
の
ち
、
隆
昌
元
年

(四
九
三
)

に
南
斉
の
武
帝
が
、
当

　ぬ
　

時

の
彼

の
評
判
を
聞
い
て
太
学
博
士
に
召
し
だ
そ
う
と
し
た
が
、
呉
苞
は
こ
れ
を
固
辞
し
た
。
呉
苞
の
そ
の
よ
う
な
学
問

に
臨
む
清
貧

な
姿
勢
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
竹
製
の
麈
尾
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
竹
の
粗
末
な
麈
尾
を
清
貧
さ

の
徴
証
と
し
た
こ
の
逸

話

か
ら
は
、
逆

に
そ
の
当
時
、
処
士
で
あ

っ
て
も

一
個

の
独
立
自
尊

の
人
間
と
し
て
備
え
る
べ
き
持
ち
物

の

一
つ
と
し
て
塵
尾
が
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同
じ
く
塵
尾
が
士
大
夫
層
が
常
に
携
行
す
る
ご
く

一
般
的
な
持
ち
物
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
高
句
麗
壁
画
古
墳
と
参
照
さ
れ
る
べ

ざ
魏
晋
南
北
朝
期
の
史
料
中
に
は

「麈
尾
を
挙
げ

て
口
を
掩

い
て
笑
う
」
な
ど
の
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ

う

な
記
述
に
み
ら
れ
る
。
太
尉
で
あ

っ
た
穎
川
の
庚
亮
は
武
昌
と
江
州
を
併
せ
領
し
た
。
庚
亮
は
孟
夏
を
属
僚

と
し
て
招
き
、
孟
夏
が



任
地

へ
行

っ
て
み
る
と
、
庚
亮
は
引
見
し
て
風
俗
の
得
失
を
問
う
た
。
孟
夏
が
、
こ
れ
に
答
え
て

「役
所
に
帰

っ
て
、
官
吏

に
問
い
ま

　お
　

し

ょ
う
」
と
言

っ
た
。
庚
亮
は
麈
尾
を
挙
げ
て
口
を
覆

っ
て
笑

っ
た
。
弟

の
翼
に
、
孟
嘉
は
盛
徳

の
人
な
り
、

と
言

っ
た
、
と
い
う
。

塵
尾
は
こ
の
よ
う
に
士
大
夫
層

の

一
般
的
な
持
ち
物
で
あ
り
、
持
ち
主
の
体
に
馴
染
ん
だ
愛
着
深

い
も
の
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
、
埋

葬

に
際
し
て
、
棺
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

東
晋
の
王
濛
が
病
篤

い
な
か
で
、
灯
火
の
も
と
で
鏖
尾
を
回
し
な
が
ら
こ
れ
を
見

つ
め
、
嘆
息

し
て
言

っ
た
。
「
こ
れ
ほ
ど
の
男
が

四
十
ま
で
生
き
ら
れ
ぬ
と
は
」。
彼
は
三
九
歳
で
卒
し
た
。
劉
啖

(劉
尹
)
は
殯
に
臨
ん
で
、
王
濛
が
愛
用
し

て
い
た
犀
角

の
柄

の
塵

　　
　

尾

を
棺
の
中
に
納
め
、
長
く
慟
哭
し
た
、
と
い
う
。
こ
の
場
合
は
、
と
く
に
生
前
の
持
ち
物

で
あ
る
と
と
も
に
、
持
ち
主
で
あ
る
王
濛

自
身
が
亡
く
な
る
直
前
に
麈
尾
を
持

っ
て
、
嘆
息
し
た
が
ゆ
え
に
、
棺
の
中
に
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
塵
尾
は
士
大
夫
の
必
需
品
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、
贈
答

に
用
い
ら
れ
た
り
、
さ
ら
に
は
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ

た
。
王
浚
は
晋

の
開
国
の
功
臣
で
あ
る
王
沈
の
子
で
あ
り
、
八
王
の
乱
に
あ
た

っ
て
、
幽
州
刺
史
と
し
て
、
早
く
よ
り
自
立
の
志
を
有

し

た
。
五
胡
十
六
国
の

一
に
数
え
ら
れ
る
後
趙
を
建
国
し
た
石
勒
は
建
興
二
年
三
月
に
襄
国
の
市
で
王
浚
を
斬
す
る
が
、
そ
れ
に
至
る

過
程
で
以
下
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ

っ
た
。
王
子
春
ら
は
王
浚
の
使
者
と
と
も
に
襄
国

へ
帰

っ
た
。
そ
こ
で
は
石
勒
が
精
鋭
兵
を
隠

し

て
、
使
者
に
対
し
て
、
軍
隊
を
脆
弱
に
み
せ
る
こ
と
を
命
じ
、
北
面
し
て
使

い
を
拝
し
て
、
王
浚
に
書
し
た
。
王
浚
は
石
勒
に
麈
尾

を
贈

っ
た
が
、
石
勒
は
あ
え
て
こ
れ
を
執
ら
ず
、
壁
に
掛
け
て
朝
夕
、
拝
し
た
。
そ
し
て
、
石
勒
は
こ
う
言

っ
た
。
「私
は
王
公
に
見

　ミ

え
ず
と
も
、
王
公
が
賜

っ
た
物
を
見
る
だ
け
で
、
公
に
見
え
て
い
る
よ
う
だ
」。

こ
の
記
事

に
対
し
て
、
王
勇
氏
は
名
族
出
身
で
あ
り
、
年
長
の
王
浚
が
麈
尾
を
贈
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
奴
隷
出
身
で

「羯
胡
」
で
あ

り
、
漢
族
で
は
な
い
石
勒

に
新
し
い
身
分
を
認
め
た
が
、
石
勒
自
身
は
そ
れ
を
身
に
余
る
も
の
と
し
て
、
執
る

の
を
慎
み
壁
に
掛
け
て

　お
　

拝

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
記
述

で
は
、
王
浚
よ
り
賜

っ
た
麈
尾
を
石
勒
自
身
が
執
ら
な
い
こ
と
で
、
ま
ず
謙
譲
の
意

を
示
し
、
そ
れ
を
壁
に
掛
け
て
拝
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
敬
意
と
恭
順
を
表
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
来
、
手
に

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
鏖
尾
を
執
る
墓
主
像
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八
二

執

る
べ
き
鏖
尾
を
執
ら
ず
、
拝
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
文
脈

に
お
け
る
恭
敬
の
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
記
事
は
王
公
、
士
大
夫

の
間
に
お
い
て
、
塵
尾
が
間
の
贈
答
品
や
賜
り
物
と
し
て
用
い
ら
れ

た
場
合

の
具
体
例
と
し

て
興
味
深

い
史
料
で
あ
る
。

や
は
り
、
麈
尾
が
士
大
夫
と
し
て
の

一
定
の
格
を
示
す
逸
話
を
あ
げ
よ
う
。
劉
宋
末
に
微
賤
の
軍
人
か
ら
栄
達
し
た
陳
顕
達
は
息
子

が
貴
族
の
師
弟
に
習

っ
て
車
馬
服
飾
を
奢
麗

に
す
る
の
を
苦

々
し
く
思
い
、
「麈
尾
扇
は

〔晋
代

の
〕
王
氏
と
謝
氏

の
よ
う
な
名
家
の

　　
　

家

の
物
で
あ
り
、
お
ま
え
が
こ
れ
を
と

っ
て
こ
れ
に
続
く
こ
と
を
も
と
め
て
は
い
け
な
い
」
と
諭
し
た
、
と
い
う
。

皇
帝
か
ら
麈
尾
を
下
賜
さ
れ
た
例
と
し
て
は
南
斉
の
顧
歓
を
あ
げ
よ
う
。
彼
が
官
を
辞
し
て
、
郷
里
に
隠
遁

す
る
際
に
武
帝
は
塵
尾

　れ
　

と
素
琴

(飾
り
の
な
い
琴
)
を
賜

っ
た
こ
と
が

『南
斉
書
』
高
逸
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。

葬
送

に
関
わ
る
特
殊
な
塵
尾

の
用
い
ら
れ
方
を
示
す
例
を
あ
げ
よ
う
。
南
斉
の
奇
人
と
さ
れ
る
呉
郡
の
張
融

は
若

い
頃

に
道
士
の
陸

脩
静
か
ら
白
鷺
の
羽
で
作

っ
た
塵
尾
を
贈
ら
れ
た
。
そ
の
時
に
陸
脩
静
は

「
こ
れ
は
珍
し

い
物
で
あ
る
か
ら
、
優
れ
た
人
に
奉
ず
る
の

だ

」
と
言

っ
た
。
張
融
は
建
武
四
年

(四
九
七
)
に
病
で
卒
す
る
際
、
通
常
は
葬
儀
に
用

い
る
旒
を
用

い
ず
、
葬
祭
を
設
け
ず
、
自
分

　む
　

の
死
後
は
人
を
し
て
塵
尾
を
持
た
せ
て
屋
根
の
上
に
登
ら
せ
、
魂
を
復
さ
せ
る
よ
う
に
建
白
し
た
。
張
融
が
自
ら
の
学
問
の
象
徴
と
し

て
、
珍
奇
な
麈
尾
を
重
用
し
、
葬
祭
に
用
い
た
と
い
う
こ
の
記
述
は
、
南
朝
末

に
お
い
て
、
や
は
り
麈
尾
が
士
大
夫
層
に
重
ん
じ
ら
れ

て

い
た

一
面
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
塵
尾
の
用
い
ら
れ
方
を
実
際
に
み
て
く

る
と
、
塵
尾
が
当
時
の

士
大
夫
階
層

に
と

っ
て
は
象
徴
的
な
道
具
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
生
活
に
密
接
に
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に

麈
尾
は
天
子
か
ら
臣
に
下
賜
さ
れ
た
り
、
他
国

へ
の
贈
答
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
日
常
生
活

に
密
着
し
た
器
物
で
あ

る
が
た
め
に
、
遺
骸
と
も
に
棺
の
な
か
に
納
め
ら
れ
た
り
、
死
後
の
葬
祭

に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
魏
晋
南
北
朝
期

に
お
け
る
麈
尾
の
も

つ
属
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
思
想
史
の
側
面
か
ら
、
森
三
樹
三
郎
氏
の
高
論
が

あ

り
、
塵
尾
は
清
談
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
で
に
ふ
れ
た

『南
斉
書
』
に
み
ら
れ
た
陳
顕
達
が
息
子
の
奢
麗
に
流
れ



る
の
に
対
し
、
麈
尾
を
象
徴
と
し
て
諭
し
た
記
述
を
引
い
て
、
塵
尾
が

一
流
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
道
旦
ハで
あ

っ
た
と

お
　

端
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
麈
尾
は

一
般

に
い
わ
れ
る
よ
う
に
魏
晋
の
士
大
夫

の
風
度
を
示
し
、
あ
る
い
は
清
談
と
密
接
に
関
わ
る
の
み
な
ら
ず
、

実
際
に
魏
晋
の
士
大
夫
の
生
活
や
葬
送

に
密
着
し
た
器
物
で
あ

っ
た
。
実
際
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
い
て
は
、
士
大
夫
層
に
は
欠
か
せ

な
い
持
ち
物
で
あ
る
が
う
え
に
、
上
に
あ
げ
た
記
述
は
、
彼
ら
の
生
活
の
節
目
や
社
会
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
政
治
上
の

と
り
わ
け
て
肝
要
な
記
載
の
な
か
に
現
れ
る
場
合
だ
け
が
、
こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外
の
日
常
平

生
の
暮
ら
し
で
は
、
取
り
立
て
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
ほ
ど
に
、

一
般
的
な
持
ち
物
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
逆
に
言
え
ば
、

そ
れ
ほ
ど
の
普
遍
性
を
も

つ
が
ゆ
え
に
、
魏
晋
の
墳
墓
壁
画
に
は
描
か
れ
な
い
こ
と
も
多
く
、
そ
し
て
、
高
句

麗
を
は
じ
め
と
し
た
中

原
を
離
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
墓
主
の
持
ち
物
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

高
句
麗
壁
画
古
墳
墓
主
図
の
執
る
麈
尾
の
意
味

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
墓
主
像
に
伴
う
持
ち
物
と
し
て
、
し
ば
し
ぼ
描
か
れ
る
塵
尾
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
、
前
項
で
ふ
れ
た
魏
晋
代

に
お
け
る
麈
尾
の
用

い
ら
れ
方
を
参
考
と
し
て
暼
見
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
高
句
麗
壁
画
古
墳

に
お
け
る
麈
尾
の
描
写
は
類
型
的
に
は
、
中
国
に
お
け
る
魏
晋
墓
の
そ
れ
と
同
じ
く
墓
主
が
執
る
構
図
と

し
て
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
魏
晋
代
に
お
け
る
士
大
夫
階
層
の
実
生
活
に
お
け
る
塵
尾
の
意
味
か
ら
み
る
と
当
然

の
表
現
と
い
え
よ
う
。

中
国
の
魏
晋
代

に
お
け
る
墓
主
の
表
現
を

つ
い
て
は
先
に
概
観
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
地
域
的
に
近
接
す
る
遼
陽
地
域
に
お
け

る
魏
晋
墓
の
墓
主
像
の
な
か
に
は
麈
尾
を
執
る
例
が
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
遼
陽
地
域
で
は
、
上
王
家
村
晋

墓

の
壁
画
に
塵
尾
を
執
る
墓
主

の
正
面
座
像
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
壁
画
墓
に
お
い
て
は
生
活

の
な
か
で
の
墓
主
像
が

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
像

八
三



八
四

描
写
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
ま
た
、
墓
主
の
正
面
像
が
描
か
れ
る
場
合
も
、
拱
手
像
と
し
て
描
か
れ
る
例
の
方

が
多

い
。
遼
陽
地
域
の

魏
晋
墓
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う

に
墓
室
の
構
造
上
も
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
塵
尾
を
執

る

と
い
う
墓
主
の
細
部
表
現
に
つ
い
て
は
か
な
ら
ず
し
も
共
通
し
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

い
っ
ぽ
う
、
麈
尾
を
持

つ
墓
主

の
正
面
像
は
、
高
句
麗
地
域
の
他
で
は
酒
泉

・
丁
家
閘
五
号
墓
、
北
京
市

.
八
角
村
魏
晋
墓
、
雲

南

・
昭
通
後
海
子
東
晋
墓
な
ど
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
地
域
的
に
は
高
句
麗
と
は
相
当
に
離
れ
た
地
域
が
多
く
、
ま
た
、
北
京
市

.
八

角
村
魏
晋
墓
を
除
く
と
、
雲
南
、
甘
粛
な
ど
の
中
原
地
域
か
ら
は
隔
た

っ
た
い
わ
ゆ
る
辺
境
地
域
に
お
い
て
類
例
が
知
ら
れ
る
こ
と
も

注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。

塵
尾
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
様

の
器
物
と
考
え
ら
れ
る
羽
扇

の
実
物
が
韓
国

・
茶
戸
里

一
号
墓
、

一
五
号
墓
、
二
四

　　
　

号

墓
、
三
六
号
墓
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
、
壁
画
の
塵
尾
が
中
原
文
化
か
ら
遠
く
隔
た

っ
た
地
域
で
発
見
さ
れ
て
い
る
点
と

矛
盾
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
茶
戸
里
墳
墓
群
出
土
の
羽
扇
は
、
た
ん
に
中
華
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
『三
国
志
』
魏

書

韓
伝
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
韓
国
の
有
力
者

で
あ
る
臣
智

に
は
邑
君
の
印
綬
を
与
え
、
次
位

の
者
に
は
邑
長
と
し
、
さ
ら
に
下
位

の
下
戸
が
楽
浪
郡
や
帯
方
郡
に
来
る
時
も
皆
、
衣
服
や
被
り
物

(憤
)
を
仮
し
、
自
ら
印
綬
を
持
ち
、
衣
服
や
被
り
物
を
着
け
て
い
る

　む
　

者
が
千
人
以
上
も

い
る
、
と
い
う
内
容
を
実
際
に
現
す
例
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
中
華
世
界
に
お
け
る
階

層
を
具
現
す
る
器
物

の

一
種
と
し
て
用

い
ら
れ
た
も
の
が
羽
扇
で
あ
り
、
麈
尾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
原
三
国
時
代
に
お
け
る
羽
扇

の

出
土
は
、
す
で
に
中
華
世
界
に
お
け
る
身
分
表
徴
の
意
味
が
、
こ
の
時
点
で
朝
鮮
半
島
南
部
に
ま
で
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ

っ
て
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
お
け
る
麈
尾
表
現
の
史
的
環
境

に
結
び

つ
く
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
い
た
る
と
麈
尾
は
清
談
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

一
流
貴
族
で

　お
　

あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
道
具
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
は
、
少
な
く
と
も
士
大
夫
階
層

に
は
欠
か
せ
な
い
持

ち
物
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。



そ
し
て
、
こ
の
種

の
器
物
が
高
句
麗
壁
画
古
墳

に
描
か
れ
る
の
も
、
同
様
な
意
味
に
お
い
て
、
中
原
か
ら
離

れ
た
地
域
に
お
い
て
、

被
葬
者
が
自
ら
の
位
置
づ
け
を
示
す
も
の
と
考
え
た
い
。
た
と
え
ば
、
安
岳
三
号
墳
は
、
遼
東
地
域
か
ら
の
亡
命
者
で
あ
る

「冬
寿
」

が
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
墨
書

に
記
さ
れ
て
い
る
彼
の
官
位
は
実
職
で
あ

っ
た
可
能
性
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
中
華
世
界

の
そ
れ

で
あ
る
。
冬
寿
が
こ
の
よ
う
な
官
職
を
記
し
た
意
味
に
つ
い
て
は
、
高
句
麗

に
対
し
て
半
独
立
の
立
場
を
示
し
て
い
た
な
ど
の
見
解
が

　が
　

示
さ
れ
て
い
る
。
政
治
的
な
立
脚
点
と
は
次
元
を
異
に
し
て
、
亡
命
漢
人
で
あ
る
冬
寿
は
、
墓
内
に
塵
尾
を
執

る
自
ら
の
像
を
描
く
こ

と
に
よ

っ
て
、
士
大
夫
と
し
て
の
衿
持
を
示
し
、
社
会
的
に
い
わ
ば
中
華
世
界
に
属
す
る
こ
と
の
自
己
証
明
を

果
た
し
た
も

の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
憶
測
に
過
ぎ
る
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
安
岳
三
号
墳

よ
り
約
半
世
紀
遅
れ
て

築
造
さ
れ
た
徳
興
里
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
る

「鎮
」
も
、
麈
尾
を
執

っ
て
描
か
れ
、
か
つ
墨
書
銘
文
よ
り
来
歴

の
明
ら
か
な
亡
命
漢
人

で
あ
り
、
元
来
は
中
華
世
界
の
人
士
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、
「鎮
」
の
場
合
、
墨
書
銘
文
に
は
中
華
世
界
に
お
け
る
官

位
の
み
な
ら
ず
、
高
句
麗
の
官
位
も
用
い
て
お
り
、
「冬
寿
」
よ
り
さ
ら
に
高
句
麗

へ
の
同
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
指

　り
　

摘
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
高
句
麗
世
界

へ
の
自
己
投
入
が
進
み
、
さ
ら
に

「樹
木
図
」

に
曲
ハ型
的
な
よ
う
に
壁
画
自
体
に
も
、
本
来
的
に
は
高
句

麗
の
在
地
性
が

つ
よ
い
画
題
が
主
体
を
な
し
、
か
つ
人
物
や
服
装

の
表
現
に
も
高
句
麗
の
色
彩
が
濃
厚
な
徳
興

里
古
墳
に
お
い
て
も
、

「鎮
」
そ
の
人
を
描

い
た
墓
主
像
に
お
い
て
は
、
こ
と
さ
ら
に
麈
尾
を
執
る
姿
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
対
称
を
な
す
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
安
岳
三
号
墳
の
墓
主
で
あ
る

「冬
寿
」
よ
り
も
さ
ら
に
高
句
麗
社
会

に
融
合
し
た
と
み
ら
れ

る

「鎮
」
に
お
い
て
も
、
麈
尾
は
士
大
夫
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
徳
興
里
古
墳
の
墨
書
銘
文
に

「鎮
」
の

出
身
地
が
後
漢
時
代
を
中
心
と
し
た
地
名
に
よ

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
対
応
す
る
意
味
を
も

つ
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
墨
書
地
名

ホ
　

に
よ

っ
て
、
後
漢
を
漢
人
に
よ
る
理
想
的
社
会
の
典
型
と
し
て
象
徴
さ
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
墓
主
像
と
し
て
の
理
想
的
姿
態
は
中
華

世
界
の
士
大
夫
た
る

「鎮
」
自
身
に
鏖
尾
を
執
ら
し
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
具
現
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
徳

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
鏖
尾
を
執
る
墓
主
像

八
五



八
六

興
里
古
墳
の
墓
主
に
関
す
る
墨
書
と
壁
画
の
表
現
は
、
具
象
化
さ
れ
た
漢
人
世
界
に
お
け
る
士
大
夫
た
る

「鎮
」
を
表
現
し
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
麈
尾
を
執
る
墓
主
像
が
中
華
世
界
の
中
心
か
ら
は
隔
た

っ
た

い
わ
ゆ
る
辺
境
お
よ
び
辺
郡
に
多
く

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
も
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
辺
境
あ
る
い
は
辺
郡

に
お
け
る
中
華
秩
序

へ
の
傾
斜
と
、
高
句
麗

に
お
け
る
亡
命
漢
人

の
置
か
れ
た
状
況
は
、
徳
興
里
古
墳
墨
書

に
お
け
る
被
葬
者

「鎮
」

の
出
自
に
端
的
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

中
華
世
界

の
理
想
化
を
含
め
た
憧
憬
を
自
己
同

一
性
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
墓
主
像
に
塵
尾
を
執
る
構
図
を
採
用
し
た
背
景

と
は
見
事

に

一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
思
惟

の
背
景
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
五
胡
十
六
国
時
代

に
お
け
る
漢
族
の
胡
族
観
が
参
考
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
胡
族
に
対
し
て
、
漢
族
は
文
化
的
優
越
感
に
伴
う
、
夷

　れ
　

狄
視
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
胡
族

に
よ
る
政
治
的
劣
勢
に
伴
う
屈
辱
感
な
ど
を
抱
懐
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
自
ら
の
像
に

塵
尾
を
執
る
構
図
を
選
択
し
た
亡
命
漢
人
た
ち
は
、
高
句
麗

の
国
や
人
に
対
し
て
、
こ
れ
と
同
様
な
思
い
を
抱

い
て
い
た
の
で
は
な

い

か
と
思
量
す
る
。

高
句
麗
古
墳
壁
画

の
墓
主
像
が
手
に
執
る
麈
尾
に
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
意
味
を
認
め
る
な
ら
ば
、
鏖

尾
を
執
る
墓
主
像
が
描

か
れ
て
い
る
も
う

一
基
の
台
城
里

一
号
墳
に
対
し
て
も
、
同
様
の
塵
尾
の
意
味
合

い
を
見
出
だ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
士
大

夫
と
し
て
の
墓
主
を
表
現
す
る
道
具
だ
て
と
し
て
の
塵
尾
で
あ

っ
て
、
被
葬
者
が
中
華
世
界

へ
の
自
己
同

一
性

の
拠
り
所
を
欲
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
安
岳
三
号
墳

の
墓
主
で
あ
る

「冬
寿
」
や
徳
興
里
古
墳
の
墓
主

の

「鎮
」
と
同
様
に

台

城
里

一
号
墳
の
被
葬
者
も
中
華
世
界
に
お
け
る
士
大
夫
で
あ
る
こ
と
を
拠
り
所
と
す
る
人
物
、
す
な
わ
ち
亡
命

漢
人
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
こ
れ
ま
で
に
徳
興
里
古
墳

の
墨
書
銘
文

の
な
か
に
墓
主
の

「鎮
」
が

「釈
迦
文
仏
弟
子
」
と
記

さ
れ
、
自
ら
が
仏
教
信

仰
を
も

つ
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
と
と
も
に

「孔
子
択
日
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
儒
教
の
影
響
や

「周
公
相
地
」
と
い
う

『春
秋
』
な



　　
　

ど
の
知
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
室
天
井
に
は

「玉
女
持
幡
」
「仙
人
持
幢
」
「仙
人
持
蓮

」
な
ど
の
文
字
が

　
み
　

墨
書
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
と
道
教
と
の
混
交
と
し
て
着
目
さ
れ
て
き
た
。
ひ
る
が
え

っ
て
、
魏
晋
南
北
朝

の
士
大
夫
た
る
人
士
は
儒

・

　の
　

仏

.
道
の
三
教
と
深
く
関
わ
り
、
個
人
の
な
か
で
、
三
教
が
共
存
し
た
場
合
が
多
か

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
す

で
に
塵
尾
の
事
例

で
み
た
張
融
は
死
に
臨
ん
で

「左
手

に
孝
経
と
老
子
を
執
ら
せ
よ
。
右
手
に
小
品

(般
若
経
)
と
法
華
経
を
執
ら
せ

　お
　

よ
」
と
遺
令
し
た
と
い
い
、
南
朝

.
梁
の
滅
ん
だ
後
、
北
周
に
移

っ
た
王
褒

(五

一
四
～
五
七
七
)
は

「私
は
幼
い
時
よ
り
、
五
十
歳

　ロ
　

(知
命
)
の
年
に
及
ぶ
ま
で
、
既
に
周
公
旦
と
孔
子
の
教
え
を
崇
び
、
兼
ね
て
老
子
と
釈
迦
の
談

に
循

っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
こ
と

が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
壁
画
と
墨
書

に

「鎮
」
が
魏
晋
南
北
朝
の
士
大
夫

で
あ
る
意
識
を
含
意
す
る
と
み
る
な
ら
ば
、
「鎮
」
そ
の
人
が

「釈
迦
文
仏
弟
子
」
で
あ
り
、
か
つ
自
ら
の
造
墓
、
埋
葬
に
際
し
て
、
「
孔
子
が
日
を
択
す
」
と
い
う
語
は
、

ま
さ
し
く
、
張
融

に
お

け
る

「左
手

に
孝
経
と
老
子
」
「右
手
に
小
品
般
若
経
と
法
華
経
」
と
に
比
況
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
み
る
な
ら
ば
、

徳
興
里
古
墳

の
墓
誌
こ
そ
は
被
葬
者
で
あ
る

「鎮
」

の
士
大
夫
た
る
べ
き
教
養
を
表
出
す
べ
く
記
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
墓
主
像

の
な
か
で
も
塵
尾
を
と
ら
な
い
像
は
、
薬
水
里
古
墳
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
。
薬
水
里
古
墳

の
墓
主
像
は
拱
手
し
て
婦
人
と
並
座
す
る
構
図
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
墓
主
夫
婦
像
は
、
三
道
壕
第
二
場
墓

(令
支
令
墓
)、

三
道
壕
第
四
場
墓
、
棒
台
子

一
号
墓
、
棒
台
子
二
号
墓
、
迎
水
寺
墓
、
南
雪
梅

一
号
墓
な
ど
の
壁
画
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
に
描
か
れ

る
。
た
だ
し
、
遼
陽

の
夫
婦
像
は
周
辺
に
侍
者
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
墓
主
夫
婦
が
拝
礼
を
受
け
る
構
図

と
し
て
類
型
的
に
理
解

　あ
　

す
る
と
、
薬
水
里
古
墳

の
墓
主
像
は
角
抵
塚
の
夫
婦
像
と
と
も
に
、
同
じ
く
こ
の
類
型

に
入
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
い
っ
ぽ
う
で
、
安
岳
三
号
墳
の
墓
主
像

に
お
い
て
も
、
侍
者
が
拝
礼
の
よ
う
な
姿
勢
を
と

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
夫
婦

が
侍
者
を
伴
う
構
図
か
ら
、
墓
主
が
単
独
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
遼
陽
地
域
で
は
上
王
家
村
壁
画
墓

か
ら
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
変
化
に
は
鏖
尾
が
士
大
夫
層
の
象
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が

一
つ
の
背
景
と
し
て
影
響
し
た
こ
と
は
否
め
ま
い
。

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
麈
尾
を
執
る
墓
主
像

八
七



八
八

た
だ
し
、
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
が
描
か
れ
た
墳
墓
が
発
見
さ
れ
て
い
る
地
域
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
遼
陽
、
高
句
麗
、
雲
南
な
ど
、

中

華
世
界
の
中
心
で
は
な
い
地
域
に
顕
著
で
あ

っ
て
、
こ
の
場
合
の
実
態
と
し
て
の
意
味
は
士
大
夫
の
構
成
す

る
世
界
の
周
縁

に
位
置

す
る
壁
画
墓
と
の
明
瞭
な
差
異
と
な

っ
て
現
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
述

べ
て
き
た
意
味
に
お
い
て
、
高
句
麗
を
含
め
て
、
魏
晋
南
北
朝
に
該
当
す
る
中
華
世
界
の
周
縁
地
域
に
分
布
す
る
麈
尾

を
執
る
墓
主
像
は
、
自
ら
を
士
大
夫
の
世
界

に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
強
く
望
む
こ
と
の
発
露
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
器
物
と
し

て
こ
と
さ
ら
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結

語

本
論
で
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
な
か
で
も
、
構
図
の
中
心
と
な
る
墓
主
像

に
着
目
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
墓
主
像
の
み
が
持

つ
塵
尾

に
つ
い
て
、
同
時
代
に
お
け
る
属
性
を
検
討
し
た
。
最
後
に
論

旨
を
整
理
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
結
言
に
か
え
た
い
。
ま
ず
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
な
か
で
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
が
描
か
れ
て
い
る
例

を
抽
出
し
、

こ
れ
ら
に

対
し
て
、
麈
尾
が
盛
ん
に
用

い
ら
れ
た
魏
晋
南
北
朝
期
の
文
献
記
載
を
参
照
し
て
理
解
を
図

っ
た
。
そ
の
結
果
、
麈
尾
が
当
該
期
に
あ

っ
て
は
、

一
定

の
教
養
と
階
層

の
表
徴
た
る
持
物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
あ
げ
て
示
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
属
性

を
有
す
る
器
物
を
執
る
姿
で
描

か
れ
て
い
る
墓
主
像
そ
の
人
が
安
岳
三
号
墳
や
徳
興
里
古
墳

の
よ
う
に
、
亡
命
漢
人
で
あ
る
こ
と
が
分

明
な
壁
画
古
墳
に
象
徴
的

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
墓
主
が
漢
人
の
な
か
で
も

一
定

の
階
層
と
教
養
を
備
え
た
士
大
夫
と
し
て
描

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
漢
人
社
会
お
よ
び
中
華
世
界
に
お
け
る
自
己
同

一
性

の
表
徴
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
は

墓
主
の
手
に
す
る
小
さ
な
持
物
か
ら
導
く
に
は
大
き
な
論
点

で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
古
墳
壁
画
の
な
か
で
最
も

着
目
さ
れ
る
べ
き
墓
主
像
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
の
考
究
が
重
ね
ら
れ
た
と
は
い
え
ず
、
あ
え
て
推
論
を
重
ね
た
所
論
を
開
陳
し
た
。



諸
般
の
教
示
を
得
て
、
さ
ら
な
る
論

の
展
開
を
期
し
た
い
。

註(1
)

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
全
虎
兌

『高
句
麗

古
墳
壁
画
の
世
界
』
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
二
〇
〇
四
年
*
に

詳
し
い
。

(2
)

南
秀
雄

「高
句
麗
壁
画
の
地
軸
像
」
『古
文
化
談
叢
』
三
〇
、

一
九
九
三
年

南
秀
雄

「高
句
麗
古
墳
壁
画
の
図
像
構
成
-
天
井
壁
画
を
中
心

に
l
」
『朝
鮮
文
化
研
究
』
二
、

一
九
九
五
年

門
田
誠

一
「高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
仏
教
関
連
の
行
事

に
つ
い
て
ー

「百
戯
伎
楽
」
図
の
意
味
と
系
譜
を
中
心
と
し
て

I
L
『朝
鮮
古
代
研
究
』

一
、

一
九
九
九
年
の
ち

『古
代
東
ア
ジ

ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研
究
』
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年
所
収
な
ど
。

(3
)

平
子
鐸
嶺

「塵
尾
考
」
『増
訂
仏
教
芸
術
の
研
究
』
国
書
刊
行

会
、

一
九
七
六
年

初
版
は

一
九
三
七
年

福
井
文
雅

「塵
尾
新
考

"
儀
礼
的
象
徴
の

一
考
察
」
『大
正
大

学
研
究
紀
要
文
学
部

・
仏
教
学
部
』
五
六
、

一
九
七

一
年

王
勇

「麈
尾
雑
考
」
『仏
教
芸
術
』

一
七
五
、

一
九
八
七
年

王
勇

「麈
尾
興
衰
史
ー
宗
教
思
想
史
的
研
究
」
『汲
古
』

一
八
、

一
九
九
〇
年

孫
機

「諸
葛
亮
的

"羽
扇
"
碼
」
『文
物
叢
談
』
文
物
出
版
社

一
九
九

一
年
*

塚
田
良
道

「塵
尾
に
つ
い
て
」
『埴
輪
研
究
会
誌
』

一
、

一
九

九
五
年高

句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
鏖
尾
を
執
る
墓
主
像

黄
吉
軍

・
黄
吉
博

「塵
尾
浅
説
-
从
朱
村
出
土
曹
魏
壁
画
墓
麈

尾
図
説
起
」
『洛
陽
考
古
発
掘
与
研
究
』

一
九
九
六
年
*

(4
)

王
勇

「鏖
尾
雑
考
」
(前
掲
)
、
孫
機

「諸
葛
亮
的

"羽
扇
"

碼
」
(前
掲
)
な
ど
。

(5
)

岡
崎
敬

「安
岳
三
号
墳

(冬
寿
墓
)
の
研
究
1
そ
の
壁
画
と
墓

誌
銘
を
中
心
と
し
て
ー
」
『史
淵
』
九
三
、

一
九
六
四
年

(6
)

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院

・
朝
鮮
画
報
社
編

『徳
興
里
壁
画
古
墳
』
講
談
社
、

一
九
八
六
年

(7
)

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
考
古
学
お
よ
び
民
俗
学
研

究
所
編

『台
城
里
古
墳
群
発
掘
報
告
』

(遺
跡
発
掘
調
査
報
告
五
)

一
九
五
九
年
*

(8
)

こ
こ
に
あ
げ
た
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
年
代
論

つ
い
て
は
下
記
の

文
献
参
照
。

李
殿
福

「集
安
高
句
麗
墓
研
究
」
『考
古
学
報
』

一
九
八
〇
ー

二
*魏

存
成

『高
句
麗
考
古
』
吉
林
大
学
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、

七
四
～
七
頁
*

緒
方
泉

「高
句
麗
古
墳
群
に
関
す
る

一
試
考
(上
)
(下
)」
『古

代
文
化
』
三
七
-

一
・
二
、

一
九
八
五
年

東
潮

『高
句
麗
考
古
学
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年

初
出
は

『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
七
、

一
九
九
三

年

(9
)

李
慶
発

「遼
陽
上
王
家
村
晋
代
壁
画
墓
清
理
簡
報
」
『文
物
』

八
九



一
九
五
九
ー
七
*

(10
)

李
慶
発

「遼
陽
上
王
家
村
晋
代
壁
画
墓
清
理
簡
報
」
(前
掲
)

(11
)

遼
寧
省
博
物
館
文
物
隊
ほ
か

「朝
陽
袁
台
子
東
晋
壁
画
墓
」

『文
物
』

一
九
八
四
-
六
*

(12
)

遼
寧
省
博
物
館
文
物
隊
ほ
か

「朝
陽
袁
台
子
東
晋
壁
画
墓
」

(前
掲
)

劉
中
澄

「関
于
朝
陽
袁
台
子
東
晋
壁
画
墓
的
初
歩
研
究
」
『遼

海
文
物
学
刊
』

一
九
八
七
-

一
*

(13
)

王
増
新

「遼
陽
三
道
壕
発
現
的
晋
代
墓
葬
」
『文
物
参
考
資
料
』

一
九
五
五
-

一
一
*

(14
)

李
文
信

「遼
陽
発
現
的
三
座
壁
画
古
墓
」
『文
物
参
考
資
料
』

一
九
五
五
-
五
*

(15
)

王
増
新

「遼
寧
遼
陽
県
南
雪
梅
村
壁
画
墓
及
石
墓
」
『考
古
』

一
九
六
〇
-

一
*

(16
)

原
田
淑
人

「遼
陽
南
林
子
の
壁
画
古
墳
」
『国
華
』
五
三
1
四
、

一
九
四
三
年

(17
)

王
増
新

「遼
陽
市
棒
台
子
二
号
壁
画
墓
」
『考
古
』

一
九
六
〇

1

一
*

(18
)

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
の
ち
同
氏

『高
句
麗
考
古
学
研

究
』
(前
掲
)
所
収
。

(19
)

黄
吉
軍

・
黄
吉
博

「塵
尾
浅
説
-
从
朱
村
出
土
曹
魏
壁
画
墓
麈

尾
図
説
起
」
(前
掲
)

(20
)

石
景
山
区
文
物
管
所

「北
京
市
八
角
村
魏
晋
墓
」
『文
物
』
二

〇
〇

一
四
*

(21
)

河
北
省
文
物
研
究
所
編

『安
平
東
漢
壁
画
墓
』

一
九
九
〇
年
*

九
〇

(22
)

雲
南
省
文
物
工
作
隊

「雲
南
省
昭
通
后
海
子
東
晋
壁
画
墓
清
理

簡
報
」
『文
物
』

一
九
六
三
-

一
二
*

(23
)

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編

『酒
泉
十
六
国
壁
画
墓
』
文
物
出

版
社

一
九
八
九
年
*

(24
)

周
学
軍

・
宋
偉
民
編

『新
疆
謂
吾
爾
自
治
区
絲
路
考
古
珍
品
』

上
海
訳
文
出
版
社

一
九
九
八
年
*

(25
)

南
京
博
物
院
ほ
か

「南
京
西
善
橋
南
朝
墓
及
磚
刻
壁
画
」
『文

物
』

一
九
六
〇
1
八

・
九
*

(26
)

『晋
書
』
巻
四
三

・
列
伝
第

=
二

(王
)衍
既
有
盛
才
美
貌
、
明
悟
若
神
、
常
自
比
子
貢
。
兼
声
名

藉
甚
、
傾
動
当
世
。
妙
善
玄
言
、
唯
談
老
荘
為
事
。
毎
捉
玉
柄
塵

尾
、
与
手
同
色
。

『世
説
新
語
』
容
止
篇

王
夷
甫
容
貌
整
麗
、
妙
於
談
玄
、
恒
捉
白
玉
柄
塵
尾
、
与
手
都

無
分
別
。

(27
)

『晋
書
』
巻
八
二
・
列
伝
第
五
二
・
孫
盛

盛
嘗
詣
浩
談
論
、
対
食
、
奮
擲
塵
尾
、
毛
悉
落
飯
中
、
食
冷
而

復
暖
者
数
四
、
至
暮
忘
餐
、
理
竟
不
定
。

『世
説
新
語
』
文
学
篇

孫
安
国
往
殷
中
軍
許
共
論
、
往
反
精
苦
、
客
主
無
間
、
左
右
進

食
、
冷
而
復
煙
者
数
四
、
彼
我
奮
擲
塵
尾
、
悉
脱
落
、
満
餐
飯
中
、

賓
主
遂
至
莫
忘
食
。

(28
)

『南
斉
書
』
巻
三
三

・
列
伝
第

一
四

・
王
僧
虔
/
子
寂

僧
虔
宋
世
嘗
有
書
誠
子
日
、
…

(中
略
)
…
吾
未
信
汝
、
非
徒

然
也
。
往
年
有
意
於
史
、
取
三
国
史
聚
置
床
頭
、
百
日
許
、
復
徒

業
就
玄
、
自
当
小
差
於
史
、
猶
未
近
彷
彿
。
曼
倩
有
云
、
談
何
容



易
。
見
諸
玄
、
志
為
之
逸
、
腸
為
之
抽
、
専

一
書
、
転
誦
数
十
家

注
、
自
少
至
老
、
手
不
釈
巻
、
尚
未
敢
軽
言
。
汝
開
老
子
巻
頭
五

尺
許
、
未
知
輔
嗣
何
所
道
、
平
叔
何
所
説
、
馬

・
鄭
何
所
異
、
指

例
何
所
明
、
而
便
盛
於
麈
尾
、
自
呼
談
士
、
此
最
険
事
。
設
令
袁

令
命
汝
言
易
、
謝
中
書
挑
汝
言
荘
、
張
呉
興
叩
汝
老
、
端
可
復
言

未
嘗
看
邪
。

(29
)

森
三
樹
三
郎

『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』
同
朋
舎

一
九
八
六
年

四
八
～
九
頁

(30
)

『陳
書
』
巻
三
三

・
列
伝
第
二
七

・
儒
林
/
張
譏

後
主
在
東
宮
、
集
官
僚
置
宴
、
時
造
玉
柄
塵
尾
新
成
、
後
主
親

執
之
、
日
当
今
雖
復
多
士
如
林
、
至
於
堪
捉
此
者
、
独
張
譏
耳
。

即
手
授
譏
。

(
31
)

『陳
書
』
巻
三
三

・
列
伝
第
二
七

・
儒
林
/
張
譏

後
主
嘗
幸
鐘
山
開
善
寺
召
従
臣
座
於
寺
西
南
松
林
下
、
勅
召
譏

豎
義
。
時
索
塵
尾
未
至
、
後
主
勅
取
松
枝
、
手
以
属
譏
、
日
可
代

麈
尾
。

(
32
)

森
三
樹
三
郎

「第

一
章

六
朝
士
大
夫
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的

環
境
」
『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』
同
朋
舎
、

一
九
八
六
年
と
く
に

四
八
～
九
頁

(33
)

『陳
書
』
巻
二
四

・
列
伝
第

一
八

・
袁
憲

…
憲
時
年
十
四
、
被
召
為
国
子
正
言
生
。
…
会
弘
正
将
登
講
座
、

弟
子
畢
集
、
乃
延
憲
入
室
、
授
之
麈
尾
、
令
憲
樹
義
。
時
謝
岐
、

何
妥
在
座
、
弘
正
謂
日
、
二
賢
雖
窮
奥
曠
、
得
無
憚
此
後
生
耶
。

何
謝
於
是
逓
起
義
端
、
深
極
理
致
、
憲
与
往
復
数
番
、
酬
対
閑
敏
。

・.・時
学
衆
満
堂
、
観
者
重
沓
、
而
憲
神
色
自
若
、
弁
論
有
余
。

(
34
)

『南
斉
書
』
巻
五
四

・
列
伝
第
三
五

・
高
逸

・
呉
苞
の
条

高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
麈
尾
を
執
る
墓
主
像

呉
苞
字
天
蓋
、
僕
陽
鄲
城
人
也
。
儒
学
、
善
三
礼
及
老
、
荘
。

宋
泰
始
中
、
過
江
聚
徒
教
学
。
冠
黄
葛
巾
、
竹
鏖
尾
、
蔬
食
二
十

余
年
。
隆
昌
元
年
、
詔
日
、
処
士
濮
陽
呉
苞
、
栖
志
穹
谷
、
秉
操

貞
固
、
沈
情
味
古
、
白
首
弥
厂
。
徴
太
学
博
士
、
不
就
。

(35
)

『晋
書
』
巻
九
八

・
列
伝
第
六
八

・
孟
嘉

孟
嘉
字
万
年
、
江
夏
鄙
人
、
呉
司
空
宗
曾
孫
也
。
嘉
少
知
名
、

太
尉
庚
亮
領
江
州
、
辟
部
廬
陵
従
事
。
嘉
還
都
、
亮
引
間
風
俗
得

失
、
対
日
、
還
伝
当
間
吏
。
亮
挙
塵
尾
掩
口
而
笑
、
謂
弟
翼
日
、

孟
嘉
故
是
盛
徳
人
。

(36
)

『晋
書
』
巻
九
三
・
列
伝
第
六
三

・
外
戚

・
王
濛

疾
漸
篤
、
於
燈
下
転
塵
尾
視
之
、
歎
日
、
如
此
人
曾
不
得
四
十

也
。
年
三
十
九
卒
。
臨
殯
、
劉
倏
以
犀
杷
塵
尾
置
棺
中
、
因
慟
絶

久
之
。『世

説
新
語
』
傷
逝
篇

王
長
史
病
篤
、
寝
臥
燈
下
、
転
麈
尾
視
之
、
歎
日
、
如
此
人
曾

不
得
四
十
、
劉
尹
臨
殯
、
以
犀
柄
塵
尾
著
柩
中
、
因
慟
絶
。

(37
)

『晋
書
』
巻

一
〇
四

・
石
勒

上

子
春
等
与
王
浚
使
至
、
勒
命
匿
勁
卒
精
甲
、
虚
府
羸
師
以
示
之
、

北
面
拝
使
而
受
浚
書
。
浚
遺
勒
麈
尾
、
勒
偽
不
敢
執
、
懸
之
于
壁
、

朝
夕
拝
之
、
云
我
不
得
見
王
公
、
見
王
公
所
賜
如
見
公
也
。

(38
)

王
勇

「塵
尾
雑
考
」
(前
掲
)

(39
)

『南
斉
書
』
巻
二
六

・
列
伝
第
七

・
陳
顕
達

顕
達
謙
厚
有
智
計
、
自
以
人
微
位
重
、
毎
遷
官
、
常
有
愧
懼
之

色
。
有
子
十
余
人
、
誠
之
日
、
…
顕
達
謂
其
子
日
、
塵
尾
扇
是
王

謝
家
物
、
汝
不
須
捉
此
自
逐
。

(40
)

『南
斉
書
』
巻
五
四

・
高
逸

・
顧
歓九

一



九
二

歓
東
帰
、
上
賜
塵
尾
、
素
琴
。

(41
)

『南
斉
書
』
巻
四

一
・
列
伝
第
二
二

・
張
融

融
年
弱
冠
、
道
士
陸
脩
静
以
白
鷺
羽
塵
尾
扇
遺
融
、
日

「此
既

異
物
、
以
奉
異
人
」。
…
…
建
武
四
年
、
病
卒
。
年
五
十
四
。
遺

令
建
白
旌
無
旒
、
不
設
祭
、
令
人
捉
鏖
尾
登
屋
復
魂
。

(
42
)

森
三
樹
三
郎

「第

一
章

六
朝
士
大
夫
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的

環
境
」
『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』
(前
掲
)

(
43
)

李
健
茂

「茶
戸
里
遺
跡
出
土
扇
柄
に
つ
い
て
」
『考
古
学
誌
』

一
〇
、

一
九
九
九
年
*

(44
)

『三
国
志
』
巻
三
〇

・
魏
書

・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
第
三
〇

諸
韓
国
臣
智
加
賜
邑
君
印
綬
、
其
次
邑
長
。
其
俗
好
衣
憤
、
下

戸
詣
郡
朝
謁
、
皆
仮
衣
憤
、
自
服
印
綬
衣
憤
千
有
余
人
。

(
45
)

森
三
樹
三
郎

「第

一
章

六
朝
士
大
夫
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的

環
境
」
『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』
(前
掲
)

(
46
)

岡
崎
敬

「安
岳
三
号
墳

(冬
寿
墓
)
の
研
究
1
そ
の
壁
画
と
墓

誌
銘
を
中
心
と
し
て
i
」
(前
掲
)

(
47
)

李
成
市

「東
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
人
口
移
動
」
田
村
晃

一
ほ
か
編

『ア
ジ
ア
か
ら
み
た
古
代
日
本
』
新
版
古
代
の
日
本
第
二
巻
、
角

川
書
店
、

一
九
九
二
年

門
田
誠

一
「南
北
世
界
の
形
成
」
西
谷
正
編

『対
外
交
渉
』
考

古
学
に
よ
る
日
本
歴
史

一
〇
、
雄
山
閣
、

一
九
九
七
年
の
ち

『古

代
東
ア
ジ
ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研
究
』
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年

所
収

(48
)

武
田
幸
男

「徳
興
里
壁
画
古
墳
被
葬
者
の
出
自
と
経
歴
」
(前

掲
)

(
49
)

川

本
芳

昭

『
魏
晋

南
北

朝
時

代

の
民
族

問
題

』

汲
古
書

院
、

一

九

九

八
年

、

二
九
～

三

三
頁

(
50
)

川
崎

晃

「高

句
麗

好

太
王
碑

と
中

国
古

典

」
黛

弘
道
編

『古

代

国

家

の
歴
史

と
伝

承
』

吉
川

弘
文
館

、

一
九

九

二
年

(
51
)

上

田
正

昭

「
道
教

と
そ

の
文

化

の
流

伝

」

『古

代

国

家

と
東

ア

ジ

ア
』

上

田
正
昭

著
作

集
第

二
巻

、

一
九
九

八
年

、
初

出

は

『
日

本

人

と
日
本

文
化

の
形

成
』

朝
倉

書
店

一
九
九

三
年

な

ど
。

(
52
)

吉

川
忠

夫

「
六

朝

士
大

夫

の
精

神
生

活

」

『岩

波

講

座

世

界

歴

史

5
』
東

ア
ジ

ア
世

界

の
形
成

、
岩

波
書

店
、

一
九

七
〇
年

辱

(
53
)

『南

斉
書

』
巻

四

一

・
列

伝
第

二
二

・
張
融

…
左
手

執
孝

経

・
老

子
、
右

手
執

小
品

法
華

経

・:

(
54
)

『
梁
書

』
巻

四

一

・
列

伝
第

三

五

・
王

規
/

子
褒

吾

始

乎
幼
学

、

及
于
知

命
、

既
崇

周

・
孔

之
教
、

兼

循
老

.
釈

之
談
。

(55
)

全
虎
兌

『高
句
麗
古
墳
壁
画
研
究
』
(前
掲
)
五
三
～
九
頁

(末
尾
に
*
を
つ
け
た
文
献
は
外
国
文
)

図
出
曲
パー

『朝
鮮
遺
跡
遺
物
図
鑑
』
2

「高
句
麗
編
」
高
麗
電
子
出
版

社
版

(編
著
者
表
記
な
し
)

付
記本

論
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

(C
)
「中
国
壁
画
墓
と

の
図
像
学
的
比
較
に
よ
る
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
研
究
」
(平
成
十
六
年

～
十
九
年
度
)
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。


