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そ

の
二

網

干

善

教

一

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
平
田
所
在
の
高
松
塚
古
墳
の
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
検
出
し
た
石
槨
内
の
壁
画
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
問

題

に
つ
い
て
、
多
く
の
研
究
者
が
見
解
を
示
さ
れ
て
き
た
。
検
出
当
初
は
資
料
の
十
分
な
検
討
を
経
な
い
で
、
直
観
的
な
解
釈
が
行
わ
れ

た
面
が
あ

っ
た
が
、
や
が
て
調
査
報
告
書
と
し
て
、
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
編
著
に
な
る

『
壁
画
古
墳
高
松
塚
中

　

間
報
告
書
』

(
以
下

『中
間
報
告
書
』
と
略
記
す
る
)
及
び
文
化
庁
主
管
の
下
に
設
置
さ
れ
た
高
松
塚
古
墳
綜
合
学
術
調
査
会
の
編
者
に

　

な
る
報
告
書

『高
松
塚
古
墳
壁
画
』

(以
下

『調
査
会
報
告
書
』
と
略
記
す
る
)
が
刊
行
さ
れ
、
壁
画
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
べ
き
基

本
的
な
報
告
書
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
も
と
に
壁
画
に
関
す
る
見
解
を
述
べ
、
併
せ
て
既
説
を
批
判
し
て
き
た
。

　

先
き
に
刊
行
さ
れ
た

『鷹
陵
史
学
』
第
二
号
に
お
い
て
は

コ
咼
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ

っ
て
O
L
と
題
し
昭
和
五
〇
年
前
半
の
時

　

期
に
発
表
さ
れ
た
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
と
儀
式
図
」
大
阪
大
学
教
授
井
上
薫
氏
の

　

「高
松
塚
三
題
」
及
び
大
東
文
化
大
学
教
授
渡
瀬
昌
忠
氏
の

コ
咼
松
塚
壁
画
の
画
題
ー

四
人
構
成
の
場

・
序
説
L
に
つ
い
て
、
従
来
述

べ
て
き
た
見
解
と
異
る
点
を
指
摘
し
、
併
せ
て
そ
の
論
旨
、
内
容
に
つ
い
て
批
判
を
試
み
た
。

高
松
塚
古
墳
壁
画
論
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三
七
二

本
稿
は
そ
れ
以
後
出
版
さ
れ
た
高
松
塚
古
墳
壁
画
論
の
う
ち
、
四
天
王
寺
女
子
大
学
教
授
藤
沢

一
夫
氏
の

コ
咼
松
塚
L
と
題
す
る
和
歌

森
太
郎
編

『
日
本
宗
教
史
の
謎
ω
』

(昭
和
五
十

一
年
二
月
、
佼
成
出
版
社
刊
)

に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
、

つ
い
で
筑
波
大
学
教
授
増
田

精

一
氏
の

「高
松
塚
古
墳
の
壁
画
と
埴
輪
」
と
題
す
る

『
埴
輪
の
古
代
史
』

(
昭
和
五
十

一
年
三
月
、
新
潮
社
刊
)
の

「第

一
章
高
松
塚

古
墳
の
壁
画
と
埴
輪
」
の
二
編
の
論
文
に
つ
い
て
先
き
と
同
様
に
検
討
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

(文
中
の
傍
点
は
筆
者
が
付
し

た
も
の
で
あ
る
)

二

藤
沢
氏
は
冒
頭
に
お
い
て
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
に
つ
い
て
宗
教
史
の
観
点
か
ら
の
論
考
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
忙
と
さ
れ
、
壁
画

の
構
成
要
素
を
日
本
、
韓
国
、
中
国
の
同
時
代
的
文
物
の
な
か
で
比
較
検
討
し
、
如
何
な
る
在
り
方
を
示
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ

の

宗
教

の

謎

に
迫

り

た

い

と
思

う

と
さ

れ

る
。

(
同

書

二

一
～

二

二
頁

)

そ

し

て

「
星
宿

・
日
月

・
四
神

等

の
宗

教

的

性

格

は

明

白

な
も

の
と

し

て
、

余

り

論

ぜ

ら

れ

る

こ

と

な

く
片

付

け

ら

れ

て

い

る
よ

う

に

見

え

る
」

と

い

わ

れ

る
。

　

先
ず
こ
の
点
、
従
来
私
た
ち
の
考
え
と
見
解
を
異
に
す
る
。
私
た
ち
の
理
解
は

「星
宿

・
日
月

.
四
神
が
描
か
れ
て
い
た
」
と
い
う
こ

と
に
対
し
て
、

「宗
教
的
意
味
」
と
し
て
理
解
す
る
よ
り
も
星
宿

・
日
月

・
四
神
は

「尊
貴
的
意
味
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
当
初
か
ら

一
貫
し
て
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
う
な
れ
ば
星
宿

・
日
月

・
四
神
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
表
現
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
被
葬
者
の
身
分

(地
位
)
の
尊
貴
性
の
象
徴
で
あ
る
と
の
理
解
に
立
脚
し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
そ
れ
ら
の

も

つ
宗
教
的
性
格
に
ウ

ェ
イ
ト
を
置
い
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て

「
宗
教
的
性
格
は
明
白
な
も
の
と
し
て
片
付
け
て
い
る
」

(
二
二
頁
)

と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
宗
教
的
性
格
を
考
え
る
程
の
重
要
性
は
な
い
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「宗
教
的
」

と
い
う
表
現
は
非
常
に
広
い
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る

「
宗
教
的
」
な
る
も
の
の
概
念
を
規
定
す

る
こ
と
は
非
常
に
む
つ
か



し
い
が
、
私
た
ち
は
本
来
星
宿

に
対
す
る
考
え
、
あ
る
い
は
星
宿
に
よ

っ
て
具
現
さ
れ
る
四
神
図
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
本
に
分
野
思
想

等
の
基
調
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い
。

や
や
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば
、
日
月

.
星
辰

(
四
神
図
も
ふ
く
め
て
)
本
来
は
分
野
思
想
に
基
き
、
ま
た
天
命
説
を
基
調
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
高
松
塚
古
墳
に
お
け
る
壁
画
の
意
味
は
、
よ
り
高
度
な
政
治
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
石
槨
天
井
部
の
中
央
部
、
特

に
廿
八
宿
の
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
星
座
の
う
ち
、
紐
星

(極
星
)
後
宮

・
庶
子

・
天
帝

・
太
子
と
並
ぶ
天
極
五
星
、
そ
し
て
四
輔
四
星
、

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

第1図 高松塚古墳天井星宿図

こ
れ
ら
紫
微
垣
の
星
座
の
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
星
宿
の
宗
教
性

で
は
な
く
被
葬
者
の
尊
貴
性
を
表
わ
す
政
治
的
意
味

で
あ
る
と
の
理
解
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
点
で
は
有
坂
隆
道
氏
も
指
摘
さ
れ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
如
く
、
高
句
麗
壁
画
に
み
ら
れ
る
星
宿
的
表
現

(舞
踊
塚
、
角
抵
塚
、
薬

水
里
、
大
安
里

一
号
塚
等

に
み
ら
れ
る
所
謂
星
宿

図
は

一
見
星
宿
図
の
如
く

見
え
る
が
、
そ
れ
は
本
来
の
星
宿
の
も

つ
意
味
を
表
現
し
て
い
る
の
で
な
く
、

極
め
て
装
飾
的
な
も
の
で
あ
り
、
高
松
塚
古
墳
の
星
宿
と
は
次
元
を
異
に
す

る
も
の
)
と
は
比
較
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
に
た

っ
て
考
察
を
す

す
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
意
味
に
お
い
て
藤
沢
氏
の

「
宗
教
的
性
格
」

(
後
述
す
る
が
特
に

仏
教
思
想
の
結
び

つ
き
)
の
立
場
と
は
相
異
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に

述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
で
は
藤
沢
氏
の

「
そ
の
宗
教
の
謎
」
と
い
わ
れ
る
略
の
の
論
旨
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
七
三



第2図 高句麗チ ャンチ ョンにみ える星宿図

三
七
四

先
ず

「
日
韓
文
物

に
所
見
の
日
月
四
神
」
が
第

一
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
冒
頭
に

「高
松
塚
壁
画
の
主
要
な
要
素
と
し
て
日
象
、
月
象
が
あ
り
、
こ
れ
に
と
も
な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う
霞
の
表
現
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
四
神
図
も
あ
る
」
と
し
て
高
松
塚
古
墳
と
相
前
後
す
る

日
韓
の
文
物
に
つ
い
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
事
例
は

中
宮
寺
天
寿
国
曼
荼
羅
繍
帳

法
隆
寺
金
堂
玉
虫
厨
子
宮
殿
の
背
面

法
隆
寺
橘
夫
人
念
持
仏
厨
子
の
軸
部
四
面
の
扉

『
醍
醐
寺
本
諸
寺
縁
起
集
』

に
含
ま
れ
る

『薬
師
寺
縁
起
』
の

「
日
耀
宝
珠
」
の
記

載
旧
岡
寺
蔵

(
現
南
法
華
寺
蔵
)
の
鳳
凰
磚
ー

正
倉
院
宝
蔵
の
白
石
鎮
子

韓
国

忠
南
道
窺
岩
面
癈
寺
仏
堂
跡
出
土
の
蒼
龍
文
墫
、
鳳
凰
文
墫

韓
国
扶
余
出
土
の
砂
宅
智
積
の
建
堂
塔
記
碑

で
あ

っ
て
、

「
か
よ
う
に
日
月
は
仏
の
上
に
、
仏
寺
の
上
に
、
仏
界
の
上
に
光
被
し
、
四

神
は
そ
れ
ら
の
四
方
を
守
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
高
松
塚
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
も
の
は
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
と

論
述
さ
れ
る
。

第

一
に
藤
沢
氏
が

「霞
」
と
み
ら
れ
る
も
の
が
果
し
て
霞
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は

「雲
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

「霞
か
雲
か
」
と
い
う
問
題
は
別
に
し
て
、
今
仮
り
に
藤
沢
氏
の
如
く
霞
と
し
て
も
、
日
月
が
あ

っ
て
霞
が
か
か
れ
ば
、
す
べ
て
仏
教
思

想
か
と
い
う
問
題

に
な
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
仏
典
に
は

「
日
月
」
を
示
す
経
文
が
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば

『無
量
寿
経
』
だ
け
を
読
ん
で
も

「
蔽
日



月
光
」

「
日
月
瑠
璃
光
」

「日
月
戡
重
暉
天
光
隠
不
現
」

「超
日
月
光
仏
」

「
日
月
照
見
神
明
記
識
」、

な
ど
が
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が

問
題
は
日
月
が
あ
り
霞
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、

コ
咼
松
塚
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
も
の
は
、
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
と
の

断
言
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
た
ち
が
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
論
理
は
、
仏
教
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
仏
教
思
想
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い

と
す
る
の
で
あ
る
。

高
橋
三
知
雄
氏
が
か
つ
て

「高
松
塚
古
墳
が
朱
雀
大
路
の
延
長
線
上
に
あ
る
」
と
い
う
所
謂

「
聖
な
る
ラ
イ

ン
」
説
を
批
判
し
て

「線

上

(註
11
聖
な
る
ラ
イ
ソ
)
に
古
墳
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て

.聖
な
る
ラ
イ
ソ
"

の
仮
説
に
有
利
に
作
用
す
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
と

述
べ
ら
れ
、
ま
た
壁
画
人
物
の
持
ち
物
に
つ
い
て
、
『貞
観
儀
式
』
と
の
関
係
は

「持
ち
物
に
共
通
性
が
あ
る
と

い
う
指
摘
か
ら
、
そ
れ
以

0

上
積
極
的
に
何
が
引
き
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
述

べ
ら
れ

(
四
四
頁
)
、
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
」

(
二
〇
八
頁
)
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
あ
砺
。

ま
た
、
私
は

『鷹
陵
史
学
』
第
二
号
で
井
上
薫
氏
の
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
と
皇
大
神
宮
遷
宮
行
列
絵
巻
と
の
比
較
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

　

高
橋

・
有
坂
氏
と
同
様
な
批
判
を
行

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
藤
沢
氏
の
い
う
如
く
日
月
が
あ
る
か
ら

「高
松
塚
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
の
は
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
理
論
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た

「聖
な
る
ラ
イ
ソ
説
」、
『
貞
観
儀
式
』
や

『
皇
大
神
宮
遷
宮
絵
巻
』
と
の
比
較
で
展
開
さ
れ
た
論
旨
と
全
く

同
じ
論
理
で
あ
り
、
特
に

「仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
、

す
な
わ
ち
そ
れ
以
外
の
可
能
性
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

高
松
塚
古
墳
壁
画
論
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五



三
七
六

三

ま
ず
中
国
に
例
を
求
め
て
み
よ
う
。
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
検
出
当
初
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
は
永
泰
公
主
陵
の
壁
画
で
あ

っ
た
。
陝
西
省

乾
県
に
あ
る
永
泰
公
主
陵
は

一
九
六
〇
年
か
ら
六
二
年
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
。
西
安
の
地
下
宮
殿
と
い
わ
れ
る
こ
の
陵
は
、
石
室
全
長
八

七

・
五
米
、
天
井
、
壁
面
に
は
麗
美
な
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
高
松
塚
古
墳
壁
画
と
の
比
較
対
象

に
な
っ
た
の
は
主
と
し
て

第3図 唐 永泰 公主陵 日月像

前
室
に
描
か
れ
た

「
宮
女
の
図
」
と

い
わ
れ
る
女
子
群
像
の
服
装
及
び
持

ち
物
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が

一
九
七
三
年
十
月
五
日
、

中
国
の
招
請

に
よ

っ
て
西
安
を
訪
れ
、

具
に
こ
の
永
泰
公
主
陵
の
内
部
を
実

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
際
の

所
見

に
基
づ
け
ば
永
泰
公
主
陵
の
羨

道

(甬
道
)
入
口
の
東
壁
に
巨
躯
の

青
龍
が
描

か
れ
、
西
壁
に
は
白
虎
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
述

べ
た
如
く
青
龍
、
白
虎
を
も

つ
四
神

の
意
味
を
表
現
し
て
い
る
ど
理
解
す

る
。



永
泰
公
主
陵
の
玄
室
の
石
棺
を
安
置
し
た
東
西
両
壁
に
は
日
月
像
が
描
か
れ
、
ド
ー
ム
状
の
天
井
に
は
全
面
に
星
図
が
描
か
れ
て
い
る
。

第
3
図
に
挙
げ
た
写
真
は
、
そ
の
東
壁
に
描
か
れ
て
い
る
日
像

(
第
3
図
田
)
と
西
壁
の
月
像

(
同
図
㈲
)
で
あ
る
。

壁
画
は
円
形
の
日
像
の
な
か
に
金
鳥
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
日
像
の
下
に
三
条
の
横
線
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
は
三
角
形
状
の
山
形
を
表

現
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
前
方
に
は
白
色
状
の
も
の
で
大
き
な
山
形
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
遠
景
の
着
色
の
横
線
が
ぬ
り

つ
ぶ
さ

れ
て
い
る
。

試
み
に
こ
の
永
泰
公
主
陵
の
日
像
と
そ
の
下
に
描
か
れ
た
雲
状
の
も
の
と
山
形
の
描
き
方
、
構
図
を
、
高
松
塚
古
墳
の
日
月
像

(第
4

図
)
特
に
鮮
明
に
の
こ
る
西
壁
中
央
上
部
の
月
像
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
自
ら
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
永
泰

公
主
陵
の
日

・
月
像
と
高
松
塚
古
墳
の
日

・
月
像
の
比
較
は
、
今
日
ま
で

一
度
も
な
さ
れ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
れ
を
藤
沢
氏
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
永
泰
公
主
陵
の
墓
室
の
内
部
に
は
日

・
月
像
が
描
か
れ
、

そ
の
下
に
霞
の
表
現
が
あ
る

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

第4図 高松塚古墳 の日 ・月像 図

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
仏
教
的
な
も
の
と
な

ろ
う
。

そ
こ
で
問
題
な
の
は
永
泰
公
主
陵
に
は
主
室
内
に
石
棺
が
安

置
さ
れ
、

周
囲
に
は
建
築
図
、

天
井
に
は
星
図

(第
5
図
)
、

東
西
両
壁
の
中
央
上
部
に
は
日
月
像
、
そ
し
て
入
口
に
は
青
龍
、

白
虎
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
高
松
塚
壁
画
で
の
論

述
を
借
用
す
れ
ば
、

「
か
よ
う
に
日
月
は
仏
の
上
に
、
仏
寺
の

上
に
、
仏
界
の
上
に
被
光
し
、
青
龍
、
白
虎
は
甬
道
入
口

(
高

ヘ

ヘ

ヘ

へ

松
塚
で
は
四
神
)
を
守
護
す
る
も

で
あ

っ
た
か
ら
、
永
泰
公
主

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

陵
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
も
の
は
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら

三
七
七



第5図 永泰公主陵の天井星宿図

三
七
八

ヘ

へ

な
い
L

と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
論
理

に
な
る
。

永
泰
公
主
陵
と
同
じ
乾
陵
の
陪
塚

に
あ
る
唐
章
壊
太
子
陵
、
懿
徳
太
子

陵
の
場
合
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ

㌻り
。私

が
訪
中
し
た
際

に
は
ま
だ
見
学

は
許
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し

『文

物
』

に
掲
載
さ
れ
た
簡
報
を
み
る
と
、

章
懐
太

子
陵
に
つ
い
て
は
次
の
如
く

　

記
さ
れ
て
い
る
。

后
室
結
枸
与
前
室
同
、
長
寛
五
、

高
六

・
五
米
、
頂
部
日
月
与
部

分
星
辰
貼
金
。
西
壁
的
月
亮
和

大
部
分
星
辰
的
貼
金
被
盗
墓
人
刮
去
。
東
壁
大
阻
和
星
辰
貼
金
仍
保
留
。
前
后
室
日

・
月
中
分
別
絵
有

.金
鳥

〃

.玉
兎
搗
葯
"
.桂

樹
"
和

.蟾
蜍
"
。
前
室
日

.
月
位
置
偏
東
南
和
西
南
、
后
室
日
在
東
部
正
中
、
月
在
西
部
偏
西
北
角
。

(以
下
略
)

全
墓
共
有
五
十
多
組
画
、
大
都
保
存
完
好
。
从
所
絵
題
材
内
容
看
、
除
了
青
龍

・
白
虎
外

(
以
下
略
)

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
墓
室
内
に
は
星
辰

・
日
月

・
青
龍

・
白
虎
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま

忙
、

懿

徳

太

子

陵

に

つ
い

て
も

、



墓
道
東

・
西
壁
分
別
画
青
龍

・
白
虎

(
以
下
略
)

后
室
頂
部
象
征
銀
河
系
、
東
面
画
金
鳥
、
西
面
画
蟾
蜍
、
頂
部
画
満
天
星
斗
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
藤
沢
氏
の
考
え
方
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
章
懐
太
子
陵
も
懿
徳
太
子
陵
も
す
べ
て
、
星
宿
、
日
月
が
描
か
れ

て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た

「
要
請
さ
れ
る
も
の
は
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
理
論
に
な
る
。

D

同
じ
く
山
西
省
太
原
市
西
南
郊
の
金
牲
村
第
六
号
墓
に
お
い
て
も
、

墓
室
内
壁
画
保
存
完
整
、
鮮
絶
如
新
、
計
有
人
物
和
四
神
画
共
十
六
幅
…
…
下
絵
人
字
拱
乃
青
龍

・
白
虎

・
朱
雀

・
玄
武
四
神
、
東

西
両
壁
頂
部
空
隙
各
絵
日
月
星
辰
、
在
東
壁
紅
色
大
阻
里
、
用
墨
宅
絵
三
足
鳥

一
只
、
西
壁
月
亮
里

(
以
下
略
)

と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
星
宿
、
日
月
、
四
神
が
描
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

第6図 馬王堆一号墳出土彩絵 「帛絵」の 日月図

以
上
挙
げ
た
例
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
霞
が
描
か
れ
、
星
宿
が
あ

り
、
日
月
が
あ
り
、
四
神
が
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
以
外
は
考
え
ら

れ
な
い
と
す
る
論
法
は
成
立
し
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
唐
代
は
中
国
に
お
い
て
仏
教
が
興
隆
し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
ら
の
陵
や
墓
は
仏
教
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
行
わ
れ
る
な

ら
ば
、
中
国
に
仏
教
が
伝
来
し
な
い
以
前
の
前
漢
代
の
遺
物
で
も
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

例
え
ば
湖
南
省
長
沙
市
東
郊
で
発
掘
さ
れ
た

「
長
沙
馬
王
堆

一
号
漢
墓
」

か
ら
検
出
し
た

「彩
絵
帛
画
」
に
も
日
月
、
星
宿
と
双
龍
図
が
描
か
れ
、
同

　

簡
報
に
、

上
部
系
天
上
、
右
上
方
有
円
日
、
中
絵
金
烏
。
円
日
下
似
為
扶
桑
樹
、

三
七
九



三
八
〇

有
八
个
小
円
日
、
按
古
代
伝
説
有

"翼
射
九
日
〃
的
故
事
、
…
…
左
上
方
為
月
、
作
月
牙
形
、
上
面
絵
有
蟾
蜍
、
兎
、
下
面
有

・嫦

娥
奔
月
彡
的
場
面

(
以
下
略
)

　

と
あ
る
。
ま
た
、
日
本
で
展
覧
さ
れ
た

「河
南
省
画
像
石
、
碑
刻
拓
本
展
」
に
出
陳
さ
れ
た
密
県
、
南
陽
県

の
漢
代
、
画
像
石
の
な
か
に

も
星
辰

.
日
月

・
四
神
を
刻
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
こ
と
も
そ
の
例
証

に
な
る
。
漢
代
の
鑑
鏡
の
銘
文

に
も

「
日
月
」
の
文
字
の
あ

る
こ
と
は
今
更

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
中
国
の
出
土
文
物
乃
至
は
壁
画
に
み
ら
れ
る
如
く
、
星
辰

・
日
月

・
四
神
図
を
描
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は

藤
沢
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
仏
教
思
想
を
基
調
と
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四

次
に
藤
沢
氏
の
論
考
に
関
し
て
高
句
麗
古
墳
の
壁
画
に
つ
い
て
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

平
安
南
道
温
泉
郡
新
寧
里
に
所
在
す
る
龕
神
塚
は
そ
の
う
ち
の

一
基
で
あ
る
。
朱
栄
憲
氏
の

『
高
句
麗
の
壁
画
古
墳
』
に
よ
れ
晦
こ
の

古
墳
は
羨
道
、

方
形
の
前
室
、

東
西
の
龕
、

後
室
か
ら
な
っ
て
い
て
前
室
天
井
は
穹
窿
、

後
室
天
井
は
平
行

二
二
角
持
送
り
で
あ
る
。

(
七
八
頁
)
そ
し
て
羨
道
に
騎
馬
人
物
、
前
室
の
左

に
侍
者
、
侍
女
、
右
に
侍
者
、
侍
女
、
天
人

(
神
仙
)
山
岳
、
前
に
鼓
笛
隊
、
人
物
、

車
、
後
に
跪
く
三
人
物
、
蓮
華
、
前
室
各
壁
隅
に
柱
、
科
供
、
桁
図
龕
、
側
室
の
壁
画
は
左
に
墓
主
の
室
内
生
活
、
右
に
帳
房
?
、
後
室

で
は
右
に
松
、
狩
猟
、
前

に
鳳
凰
、
雲
、
そ
し
て
後
室
各
隅
に
は
柱
、
科
拱
、
抖
拱
上
に
は
火
炎
が
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
。

(
八
七
頁

.
表
十
九
及
び

=

五
頁

.
表
二
七
)
そ
し
て
こ
の
古
墳
の
築
造
年
代
は
四
世
紀
初
葉
～
中
葉
と
い
う
年
代
を
与
え

(
一
五

一
頁

・
表
二

九
)

「
日
本
人
学
者
は
こ
の
古
墳
の
年
代
を
五
～
六
世
紀
と
推
定
し
て
い
る
。

(
中
略
)
ま
た

一
人
は
龕
神
塚
の
壁
画
に
仏
教
美
術
の
影

響
が
多
少
み
ら
れ
る
が
、
忍
冬
文
が
な
く
、
蓮
花
文
が
北
魏
以
前
の
も
の
と
同
じ
だ
と
い
う
漠
然
と
し
た
論
拠

を
年
代
推
定
の
基
準
と
し

て
い
る
」

(
一
二
七
頁
)
と
批
判
し
て
い
る
。



次
に
黄
海
南
道
安
岳
郡
柳
雪
里
で
検
出
さ
れ
た
安
岳
第
三
号
墳
が
あ
る
。
こ
の
古
墳
に
つ
い
て
朱
氏
は

「現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る

高
句
麗
封
土
墳
の
う
ち
最
大
規
模
で
、
羨
道
、
前
室
、
東
西
の
二
つ
の
側
室
、
後
室
、
回
廊
、
独
特
な
墓
室
構
成
を
も

っ
て
い
る
」

(
五

一
頁
)
と
し
、

「
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
中
で
、
絶
対
年
代
が
も

っ
と
も
具
体
的
に
分
る
の
は
安
岳
第
三
号
墳

で
あ
る
」

(
一
二
五
頁
)
と

す
る
。
そ
し
て
金
容
俊
氏
の

「編
年
基
準
の
な
か
で
、
安
岳
第
三
号
墳
を
重
要
視
し
て
い
る
。
安
岳
第
三
号
墳

は
、
墓
室
構
造
が
複
雑
で
、

壁
画
内
容
が
豊
富
な
だ
け
で
な
く
、
そ
の
紀
年
墨
書
に
よ

っ
て
絶
対
年
代
が
わ
か
る
の
で
、
高
句
麗
文
化
の
研
究

に
と

っ
て
重
要
な
資
料

で
あ
る
」
と
い
う
文
章
を
引
用
さ
れ
て
い
る

(
二
三
頁
)。

朱
氏
に
よ
れ
ば

(
八
七
頁

・
表
十
九
)
羨
道
の
壁
画
と
し
て
衛
兵
、
前
室
左
の
壁
画
に
相
撲

・
斧
鉞
手
、
右

に
武
人
、
前
に
舞
楽

・
儀

仗
、
龕

.
側
室
の
壁
画
と
し
て
左
に
墓
主
夫
妻
の
室
内
生
活
、
右
に
厨
房

・
屠
殺
室

・
井
戸

・
日
室

・
牛
舎

・
車
庫

・
厩
、
後
室
に
は
左

右

に
舞
楽
回
廊
に
行
列
、
前
後
に
怪
面
側
蓮
花
文
、
天
井
壁
画
と
し
て
雲

・
日

・
月

・
蓮
花

・
宝
輪

・
唐
草

を
描

い
て
い
る
と
表
記
さ
れ

る
。ま

た
築
造
年
代
に
つ
い
て
は

「
四
世
紀
中
葉
に
築
造
さ
れ
た
安
岳
第
三
号
墳
」

(
二
二
頁
)

「安
岳
第
三
号
墳
の
上
限
は
四
世
紀
初
と

推
定
で
き
る
。
安
岳
第
三
号
の
下
限
に
つ
い
て
は
遼
東
城
塚
が
よ
い
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。

(中
略
)
遼
東
城
塚
の
築
造
年
代
が
四
世

紀
末
～
五
世
紀
初
で
あ
る
か
ら
、
安
岳
第
三
号
墳
築
造
年
代
の
下
限
は
四
世
紀
末
以
後
に
引
お
ろ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」

(
一
二
七
頁
)

と
し
、
前
室
西
壁
の

「帳
下
督
」
図
の
上
方
に
あ
る

「
永
和
十
三
年
十
月
戊
子
朔
廿
六
日
」
に
つ
い
て

「永
和
は
東
晋

・
穆
帝
の
年
号
で

あ

っ
て
、
そ
の

一
三
年
は
紀
元
三
五
七
年
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
安
岳
第
三
号
墳
の
築
造
年
代
は
三
五
七
年
前
後
の
時
期
に
該
当
す
る

こ
と
に
な
る
」

(
一
二
六
頁
)
と
さ
れ
る
。

次
に
平
安
南
道
順
川
郡
龍
峰
里
に
所
在
す
る
遼
東
城
塚
に
関
す
る
記
述
を
み
る
。

こ
の
古
墳
は
、
前
室
に
前
に
城
郭
図
、
後

に
柱

・
科
拱

・
龕

・
側
室
の
壁
画
と
し
て
左
に
帳
房

・
青
龍

・
白
虎

・
朱
雀

・
玄
武
の
四
神

図
、

右
に
日
室
?
、

後
室
の
壁
画
に
は
左
右
に
人
物
、

天
井
の
壁
画
に
は
雲
、

そ
の
他
?

を
描
い
て
い
る
と
い
う

(
九
二
頁

・
表
二

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

三
八

一



三
八
二

二
)
。

そ
し
て
こ
の
古
墳
壁
画
の
特
色
と
年
代
に
つ
い
て

「
高
句
麗
壁
画
古
墳
で
み
ら
れ
る
四
神
図
と
し
て
は
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
遼
東
城
塚
の
年
代
は
四
世
紀
末
～
五
世
紀
初
と
推
定
で
き
る
」

(
一
二
九
頁
)
と
編
年
し
て
い
る
。

そ
の
他
数
多
く
の
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
う
ち
、
日
月

・
星

・
雲

・
四
神
図
を
描
い
た
古
墳
を
朱
氏
の
編
年

(
一
五

一
頁

・
表
二
九
)
に

よ

っ
て
み
る
と
、

四
世
紀
初
葉
～
中
葉

〃

四
世
紀
中
葉

四
世
紀
末
葉

〃〃

四
世
紀
～
五
世
紀
初
葉

〃

四
世
紀
末
葉
～
五
世
紀
初
葉

〃〃〃〃〃

五
世
紀
中
葉
以
前

台
城
里
第

一
号
墳

龕
神
塚

安
岳
第
三
号
墳

角
抵
塚

散
蓮
花
塚

安
岳
第

一
号
墳

伏
獅
里
壁
画
古
墳

亀
甲
塚

遼
東
城
塚

薬
水
里
壁
画
古
墳

高
山
里
第
九
号

舞
踊
塚

環
文
塚

三
室
塚

蓮
花
塚

蓮

花

鳳

凰

・
雲

人

物

・
雲

・
日

月

・
蓮

花

・
宝

輪

・
唐

草

日

月

・
星

・
唐
草

蓮

花

日

月

・
星

・
鳳

凰

・
麒

麟

・
雲

日

・
星

・
雲

・
神

仙

蓮

花

・
雲

文

四
神

・
雲

四
神

・
日
月

・
星

・
雲

四
神

(
玄

武

不

明

)

青

龍

・
白

虎

・
飛

天

・
日
月

・
星

・
神

仙

・
麒

麟

・
雲

・
蓮

花

四
神

(
朱

雀

・
玄

武

は

剥

落

)

雲

四

神

・
飛

天

・
神

仙

日

・
鳳

凰

・
蓮

花



〃

五
世
紀
初
頭
～
中
葉

〃〃〃

五
世
紀
末
葉

五
世
紀
中
葉
～
六
世
紀
初
葉

龍
岡
大
墓

大
安
里

一
号

八
清
里
壁
画
古
墳

天
王
地
神
塚

星
塚

双
楹
塚

安
岳
第
二
号
墳

雲

・
鳥

・
蓮

花

四

神

・
日

月

・
星

・
宝

輪

・
雲

青

龍

玄

武

・
日

月

・
星

・
天

王

・
地

神

・
神

仙

・
鳳

凰

・
麒

麟

四
神

・
星

・
唐

草

・
蓮

花

仏

教

的
儀

式

行
事

・
朱

雀

・
玄

武

・
日
月

・
鳳

凰

・
雲

・
唐

草

・
蓮

花

蓮

華

唐

草

・
宝

輪

・
烙

子

・
雲

蓮

花

・
火

炎

(
以

下

略

)

ほ

と
な
る
。
今
こ
こ
に
朱
栄
憲
氏
に
よ
る
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
つ
い
て
の
記
述
を
引
用
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
つ
か
ら
で

あ
る
。

そ
れ
は
藤
沢
氏
が

「
二
、
百
済
壁
画
墳
墓
の
世
界
」
に
お
い
て
韓
国
忠
清
南
道
扶
余
郡
陵
山
里
の
伝
百
済

王
陵
に
つ
い
て

「壁
画
と
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
飛
雲
文
と
、
全
く
高
句
麗
系
の
蓮
葉
文
と
が
散
ら
し
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
虚
空
に
蓮
華
の
散
る
世
界

す
な
わ
ち
浄
土
が
表
現
さ
れ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
四
側
の
壁
画
に
は
四
神
が
描
か
れ
る
。

こ
こ
で
は
四
神
も
浄
土
世
界
の
も

の
と
し
て
存
在
す
る
」
と

述
べ
ら
れ
、
ま
た
同
公
州
郡
宋
山
里
第
六
号
墳

に
つ
い
て
も

「南
中
国
系
の
摶
槨
墳
墓
で
あ
り
、
数
種
の
蓮
華
文
、
銭
文
墫
等
で
構
築
さ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ

(
中
略
)
日
象
、
月
象
と
四
神
が
み
ら
れ
る
。

(
中
略
)
王
陵
の
墓
室
は
浄
土
を
表
現
し
、
そ
こ
に
成
仏

し
て
い
る
の
が
被
葬
者
た
る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

百
済
王
た
ち
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
王
陵
壁
画
に
は
我
が
高
松
塚
壁
画
の
構
成
要
素
た
る
日
象

・
月
象

・
四
神
等
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

含
ん
で
い
た
。
そ
れ
ら
は
仏
教
世
界

に
も
包
摂
さ
れ
、
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
」
と
さ
れ
る
。

ま
た

「
三
、
高
句
麗
双
楹
塚
の
壁
画
構
成
と
そ
の
行
列
人
物
像
の
性
格
」
の
項
に
お
い
て
は

「前
室
の
天
井
も
後
室
の
そ
れ
も
、
そ
れ

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

ら
の
中
央
に
開
花
し
た
蓮
華
が
大
き
く
描
か
れ
、
そ
れ
は
仏
殿
の
天
蓋
の
如
く
で
あ
り
、
そ
の
陽
気
は
前
室
と
後
室
に
瀰
漫
す
る
の
感
触

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

三
八
三



三
八
四

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
醸
し
て
い
る
。
前
室
と
後
室
に
安
置
さ
れ
た
被
葬
者
の
遺
骸
に
と

っ
て
は
、
正

に
仏
像
に
お
け
る
天
蓋
の
役
目
を
果
し
て
い
弛
に
違
い

な
い
。
そ
の
墓
塾
幡
伽
殿
で
か
か
、
価
界
で
か
い
い
る
伽
恥
恥
で
か
ひ
。
し
た
が

っ
て
そ
の
壁
画
の
中
に
見
ら

れ
る
在
来
宗
教
的
事
物
も

仏
教
世
界
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
了
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
L
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
第

一
項
と
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
霞
の
表
現
が
あ
り
、
日
月
が
あ
り
、
四
神
が
あ
り
、
蓮
華
が
描
か
れ
て
い
る
壁
画
古

墳
は
す
べ
て
浄
土
で
あ
り
、
仏
殿
で
あ
り
、
仏
界
で
あ
り
、
そ
の
再
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

霞

・
日
月

・
四
神
に
つ
い
て
は
前
項
で
記
し
た
か
ら
、
蓮
華
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

藤
沢
氏
は
平
安
南
道
龍
岡
郡
龍
岡
邑
修
山
里
に
あ
る
双
楹
塚
の
年
代
に
つ
い
て

「朱
栄
憲
氏
は
五
世
紀
末
の
造
営
と
す
る
が
、
真
実
の

と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
」

(
二
七
頁
)
と
さ
れ
る
。
確
か
に
朱
氏
の
編
年
は
墳
墓
構
造
と
壁
画
構
成
に
よ
る
編
年
で
あ

っ
て
、
藤
沢
氏
が

い
わ
れ
る
如
く

「細
い
年
代
を
抜
き
に
し
て
」

(
二
七
頁
)
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「高
句
麗
に
お
け
る
仏
教
の
弘
通
と
、

壁
画
古
墳
の
築
造
年
代

と
の
関
係
」
、

そ
し
て
朱

氏
を
中
心
と
す
る
北
朝
鮮
人
民
民
主
主
義
共
和
国
の
壁
画
古
墳
研
究
者
が
も

つ
壁
画
古
墳
の
画
題
と
仏
教
と
の
関
係
の
見
解
で
あ
る
。

初
伝
期
の
高
句
麗
仏
教
の

一
般
的
な
理
解
は
西
暦
三
七
二
年
、
苻
堅
の
秦
国
か
ら
僧
順
道
が
派
遣
さ
れ
、
仏
像
経
論
を
伝
え
た
。
そ
の

二
年
後
の
三
七
四
年
、
東
晋
国
よ
り
僧
阿
道
が
来
り
、
肖
門
寺
、
伊
弗
蘭
寺
を
創
建
し
こ
れ
が
仏
教
の
高
句
麗

へ
の
初
伝
と
す
る
。

一
方
、
朱
栄
憲
氏
ら
の
編
年
に
よ
れ
ば
、
蓮
華
文
の
描
か
れ
て
い
る
台
城
里
第

一
号
墳
や
鳳
凰
、
雲
の
描
か
れ
て
い
る
龕
神
塚
は
四
世

紀
初
葉
か
ら
中
葉
、
蓮
華
文

・
日
月

・
雲

・
宝
輪

・
唐
草
文
の
描
か
れ
て
い
る
安
岳
第
三
号
墳
は
四
世
紀
中
葉
、
同
じ
く
角
抵
塚
、
散
蓮

花
塚
、
安
岳
第

一
号
墳
は
四
世
紀
末
葉
に
編
年
さ
れ
る
。
高
句
麗
が
公
孫
度
に
攻
め
ら
れ
、
そ
の

一
部
が
通
溝

に
移
る
の
が
西
暦
二

一
〇

年
、
魏
の
将
軍
母
丘
倹
の
高
句
麗
遠
征
に
よ

っ
て
威
鏡
道
に
遷
都
す
る
の
が
二
三
八
年
、
燕
王
の
攻
撃

に

(
三
六
九
年
)
あ

っ
て
丸
都
よ

り
南
下
し
、
広
開
土
王
の
時
代
を
経
て
、
平
壌
に
遷
都
す
る
の
が
四
二
七
年
で
あ
る
と
す
る
。

　

朱
栄
憲
氏
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
い
わ
ゆ
る
仏
教
的
色
彩
の
有
無
を
編
年
の
基
準
と
す
る
こ
と
も
、

や
は
り
再
検
討
を
要
す
る
。



彼
ら

(注
11
日
本
人
学
者
)
の
い
う
仏
教
的
色
彩
と
い
う
の
は
、
お
も
に
蓮
花
文
、
火
炎
文
等
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
装
飾
文
様
の
あ
る

古
墳

の
築
造
時
期
を
す
べ
て
仏
教
伝
来
以
後
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

『
三
国
史
記
』
に
よ
る
と
高
句
麗
が
仏
教
を
受
け
入
れ
忙

の
は
小
獣
林
王
二
年

の
三
七
二
年
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
四
世
紀
中
葉

(
三
五
七
年
)
築
造
の
安
岳
第
三
号
墳

(
紀
年
墨
書
に
よ

っ
て
そ
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

築
造
年
代
が
わ
か
る
)
の
壁
画
に
蓮
花
文
が
あ
る
。
安
岳
第
三
号
墳
が
発
見
さ
れ
た
の
ち
で
も
、
蓮
花
文
の
あ
る
古
墳
の
年
代
を
仏
教
伝

ヘ

ヘ

へ

来
以
後
と
考
え
た
人
の
中
に
は
、
高
句
麗
が
三
七
二
年
に
仏
教
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
前
述
の

『
三
国
史
記
』
の
記
録
が
ま
ち
が
い
だ
と

し
て
、
従
来
の
自
ら
の
見
解
に
固
執
し
て
い
る
人
が
あ
る
。
し
か
し
安
岳
第
三
号
墳
は
、
決
し
て

『
三
国
史
記
』
の
仏
教
伝
来
記
載
が
不

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

正
確
だ
、
と
い
う
根
拠

に
は
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
安
岳
第
三
号
墳
は
、
高
句
麗
古
墳
の
壁
画
に
現
わ
れ
て
い
る
蓮
花
文
が
す
べ
て
、
仏

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

教
伝
来
と
の
関
係
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
く
、
蓮
花
文
の
あ
る
壁
画
古
墳
の
す
べ
て
の
年
代
を
、

一
律
に
三
七
二
年
以
後
と
推

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
重
要
な
論
拠
を
提
供
し
て
い
る
L

(
二

一
頁
)。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
か
し
朱
氏
は

「高
句
麗
古
墳
に
は
仏
教
的
要
素
の
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
被
葬
者
の
仏
教
信
仰

に
つ
い
て
も
の
が
忙
る
と

同
時
に
、
仏
教
を
う
け
入
れ
た
後
に
こ
の
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
も
の
が
た

っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。」
(後
略
)

(
二

一
頁
)
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て

「安
岳
第
二
号
墳
の
壁
画
に
は
蓮
花
文
、
忍
冬
文
、
宝
輪
文
と
あ
わ
せ
て
蓮
花
を
散
ら
し
て
い
る
飛
天

が
現
わ
れ
て
お
り
、
双
楹
塚
壁
画
に
は
蓮
花
文
、
火
炎
文
、
宝
輪
文
と
と
も
に
袈
裟
を
か
け
て
僧
侶
が
仏
教
的
儀
式
を
行

っ
て
い
る
場
面

(供
養
図
と
す
る
学
者
が
多
い
)
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
仏
教
を
受
け
入
れ
た
後
の
時
期
の
も
の
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
当
然

な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
こ
れ
が
唯

一
の
編
年
基
準
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
朱
氏
は
蓮
花
文
が
あ
る
か
ら
仏
教
伝
来
以
後
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
仏
教
伝
来
以
後
、
仏
教
思
想

(供
養
)

に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、

「
こ
こ
で
筆
者

(
註
目
朱
氏
)
が
い
う
仏
教
的
要
素
と
は
、
こ
れ
ま

で
い
わ
れ
て
い
た
蓮
花
文
、

火
炎
文
等
の
装
飾
文
様
ば
か
り
で
な
く
、
重
要
な
も
の
と
し
て
飛
天
、
仏
教
的
儀
式
、
行
事
の
場
面
的
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
規

定
し
て
い
る
。高

松
塚
古
墳
壁
画
論

三
八
五
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六

そ
こ
で
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
場
合
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
藤
沢
氏
は
高
松
塚
古
墳
壁
画
を
仏
教
的
思
想
の
表
現
と
さ
れ
る
。
し

か
し
先
述
の
如
く
霞
が
あ
り
、
日
月
が
あ
り
、
四
神
は
仏
教
思
想
と
の
か
か
わ
り
は
な
い
。
ま
た
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
仏
教
的
要
素
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
蓮
花
文
も
火
炎
文
も
な
い
。
朱
栄
憲
氏
が

「仏
教
的
要
素
と
は
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
飛
天
も
な
け
れ
ば
、
仏
教
的
行
事

も
何
も
な
い
。
藤
沢
氏
が
強
調
さ
れ
る
双
楹
塚
は
蓮
華
、
鳳
凰
、

(南
壁
の
朱
雀
と
は
異
る
)
唐
草
文
、
そ
し

て
仏
教
的
儀
式
図
が
描
か

れ
て
い
る
。
高
松
塚
古
墳
に
は
蓮
華
文
も
な
け
れ
ば
鳳
凰
も
唐
草
文
も
な
い
。
は
た
ま
た
、
仏
教
的
儀
式
図
も

な
い
。
そ
れ
な
の
に
ど
う

し
て
双
楹
塚
と
同
じ
よ
う
に
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
を
仏
教
的
世
界
と
理
解
さ
れ
る
の
か
そ
の
真
意
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
私
は
高
松
塚
古

墳
の
壁
画
に
は
双
楹
塚
の
如
き
仏
教
的
色
彩
は
な
い
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
藤
沢
氏
が
四
壁
面
に
四
神
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

「
四
神
も
浄
土
世
界
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い

る
が
、
私
の
管
見
で
は
浄
土
世
界

に
四
神
が
必
要
で
あ
る
と
い

っ
た
こ
と
を
聞
い
た
覚
え
は
な
い
。
若
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
し
た
経

文
が
あ
れ
ば
教
示
願
い
た
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

ま
た

「
四
、
龍
門
石
窟
仏
像
等
に
伴
う
行
列
群
像
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
龍
門
石
窟
寺
の
造
顕
で
あ
る
か
ら
僧
侶
を
は
じ
め
仏
具
を

も

つ
人
物
が
並
ん
で
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
高
松
塚
に
は
蓋
や
如
意
や
団
扇
を
も

っ
て
い
る
人
物
は
あ
る
が
、
僧
侶
も
描
か
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
仏
具
も
な
い
。
し
た
が

っ
て
到
底
比
較
対
象
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
蓋
が
同
じ
型
式
で
あ
る
と
か
如
意
や
団
扇
も
持

っ

て
い
る
と
い
う
共
通
性
以
外
に
何
も
の
も
な
い
。

五

次

に
高
松
塚
壁
画
を
構
成
す
る
要
素
の
う
ち
、

『
続
日
本
紀
』
の
大
宝
元
年
正
月
己
亥
朔
の
条
と
の
比
較
は
ナ
ソ
セ
ソ
ス
で
あ
る
と
藤

沢
氏
は
記
さ
れ
る
。

藤
沢
氏
が
同
書

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
論
に
し
た
が
え
ば
、
日
月
は
仏
の
上
に
、
仏
寺
の
上
に
、
仏
界
の
上
に
光
被
し
、
四
神



は
そ
れ
ら
の
四
方
を
守
護
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
高
松
塚
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
も
の
は
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

論
法
で
も

っ
て
す
れ
ば
、
こ
の
大
宝
元
年
正
月
朔
の
条
の

「
左
に
日
像
、
青
龍
、
朱
雀
の
幢
、
右
に
月
像
、
玄
武
、
白
虎
の
幢
』
を
み
れ

ば
儀
式
は
仏
教
の
儀
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
中
央
に
要
請
さ
れ
る
も
の
は
仏
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

果
し
て
朝
賀
の
儀
が
仏
教
儀
式
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と

『礼
記
』
の
曲
礼
に
み
え
る
天
子
が
出
征
す
る
と
き
の
軍
行

に

「行
前
朱
鳥
而
後
玄
武
、
左
青
龍
而
右
白
虎
」
と
い
う
こ
と
も
、
仏
教
儀
式

に
よ
る
行
列
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
た
後
世
、
唐

・
宋
に

お
い
て
も
天
子
の
公
式
鹵
簿
に
四
神
旗
を
用
い
る
こ
と
も
、
ま
た

『
群
書
類
従
』
に
み
る

「文
安
御
即
位
調
度
図
」
に
挙
げ
ら
れ
る
日
月

像
幢
、
四
神
旗
も
み
な
仏
教
儀
式
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

藤
沢
氏
は

「論
じ
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、
高
松
塚
壁
画
の
行
列
群
像
が
供
養
す
る
も
の
の
そ
れ
で
あ
り
、
供
養
さ
れ
る
対
象
に
つ
い
て
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

今
さ
ら
言
う
を
須
い
な
い
。
そ
こ
に
は
厳
と
し
て
存
す
る
。
そ
れ
は
遺
骸
の
被
葬
者
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
葬
儀
に
よ
る
送
葬

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

が
既
に
な
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

被
葬
者
は
成
仏
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
。

ま
た

コ
咼
松
塚
古
墳
の
構
成
要
素
が

(中

略
)
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
既
に
仏
教
世
界
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
世
界
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ
し
て
行
列
群
像
も
被
葬
者
に
対
す
る
供
養
の
そ
れ
で
あ

っ
た
。
し
か
る
と
き
墳
墓
主
人
が
仏
教
儀
式
に
よ

っ
て
葬
ら
れ
た
こ
と
は
決
定

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

的
と
な

っ
た
。
日
本
に
お
け
る
仏
葬
の
嚆
矢
は
、
そ
の
伝
記
に
よ
れ
ば
聖
徳
太
子
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

つ
い
で
天
武
天
皇
も
盛
大

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
仏
教
儀
式
に
よ

っ
て
葬
ら
れ
た
こ
と
は
正
史
に
伝
え
る
L
と
論
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
述
に
対
し
て
も
多
く
の
問
題
点
が
あ
る
。
何
故
高
松
塚
の
被
葬
者
が
、

「
仏
教
儀
式
に
よ
る
送
葬
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
と

す
る
な
ら
ば
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
に
被
葬
者
は
不
明
で
あ
る
。
若
し
仮
り
に
、
藤
沢
氏
が

「高
松
塚
の
被
葬
者
は
そ

の
天
武
天
皇
の
皇
子
の
二
～
三
人
の
中
の

一
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
」

(
三
七
頁
)
と
い
う
仮
説
を
支
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
果
し
て
そ
の

二
～
三
人
の
う
ち
仏
教
儀
式
に
よ
る
葬
送
が
行
わ
れ
た
事
実
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
証
す
る
文
献
や
実
証
が
果
し
て
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
仏
教
儀
式
に
よ
る
送
葬
と
い
う
も
の
が
不
明
で
あ
る
の
に
ど
う
し
て

「
成
仏
」
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
仮
定
で

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

三
八
七
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ヘ

ヘ

へ

あ
る
の
に
墳
墓
の
主
が
仏
教
儀
式
に
よ

っ
て
葬
ら
れ
忙
こ
と
が

"決
定
的
彡
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
理
は
理
解
で
き
な
い
。

さ
ら
に
高
松
塚
古
墳
の
被
葬
者
も
仏
教
儀
式
に
よ
る
葬
送
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

「
天
武
天
皇
も
盛
大
な
仏

教
儀
式
に
よ

っ
て
葬
ら
れ
た
こ
と
を
正
史
は
伝
え
る
」
と
さ
れ
る
。

⑭

こ
れ
に
つ
い
て
奥
村
郁
三
氏
の
反
論
が
あ
る
。
奥
村
氏
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「古
代
に
お
け
る

(か
よ
う
な
)
大
き
な
歴
史
的
な
流
れ
の
な
か
で
、
天
武
天
皇
の
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
葬
儀
は
当
然
そ
の
中

心
に
日
本
の
古
風
を
存
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
儀
式
は
大
い
に
中
国
化

儒
教
化
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
天
武
天
皇
の

葬
儀
が
仏
教
的
儀
式
で
あ
り
、
天
皇
の
送
葬
儀
礼
に
仏
教
を
採
用
し
だ
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
根
拠

と
し
て
第

一
に

『
日
本
書

紀
』
の
天
武
紀
の
終
り
と
持
統
紀
の
始
め
の
記
事
を
か
か
げ
、
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
僧
尼
が
参
加
し
、
哭
を
た
て
ま

つ
っ
て
い
る
と
さ
れ

ま
す
。

(中
略
)
天
武
葬
送
の
記
事
も

(中
略
)
儀
式
次
第
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(中
略
)
僧
尼
の
お
く
や
み
を
受

け
れ
ば
葬
儀
が
仏
式
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(中
略
)
そ
れ
と
儀
式
そ
の
も
の
と
は
別
問
題
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
各
寺
院
で
読

経
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
も
各
寺
院
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
天
武
天
皇
の
葬
儀
そ
の
も
の
と
は
別
で
あ
り
ま
す
。

(
中
略
)
仏
教
儀
式
を
採
用

し
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
儀
式
の
と
と
の
え
方
が
大
い
に
儒
教
化
し
忙
の
で
あ
り
ま
す
。

(中
略
)
儒
教
化
は
葬
儀
に
と
ど

ま
ら
な
い
こ
と
は
、
四
神
と
か
日
月
星
辰
を
墳
墓
に
持
ち
込
ん
だ
、
同
時
代
と
思
わ
れ
る
高
松
塚
古
墳
の
形
式

を
み
て
も
わ
か
る
と
思
い

ま
す
。

(中
略
)
日
本
が
中
国
文
化
を
積
極
的
に
導
入
し
、
支
配
の
体
制
と
し
て
も
中
国
風
の
律
令
格
式
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
、
大
き

な
流
れ
の
ま

っ
た
だ
中
に
あ
る
天
武
天
皇
の
葬
儀
で
あ
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

私
は
高
松
塚
古
墳
壁
画
を
す
べ
て
仏
教
思
想
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
藤
沢
氏
の
所
説
は
理
解
で
き
な
い
。
む
し
ろ
奥
村
氏
の
所
説

の
如
く
天
武
大
葬
を
仏
教
的
儀
式
で
は
な
く
、
当
時
の
儀
式
の
と
ら
え
方
が
大
い
に
儒
教
化
し
た
と
し
、
そ
の
流
れ
の
な
か
で
天
武
大
葬

の
儀
式
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
説
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「
天
武
大
葬
が
盛
大
な
仏
教
儀
式

に
よ

っ
て
葬
ら
れ
た
と
す

る
説
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
忙
正
史
に
は
天
武
大
葬
が
仏
教
儀
式
で
行
わ
れ
た
と
書
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。



　

次
に
持
統
天
皇
の
蔵
骨
器
の
問
題
に
つ
い
て
は
有
坂
隆
道
氏
の
疑
義
の
呈
示
が
あ
る
。

ま
た

「
そ
の
墳
丘

(註
11
天
武
、
持
統
陵
)
は
八
角
五
重
に
形
成
さ
れ
て
い
て
、
仏
塔
の
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
」

と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
そ
れ
は
仏
教
的
な
も
の
と
す
る
よ
り
、
中
国
思
想
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
見
解
は
す
で
に
述
べ
た

⑯

と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ

っ
て
、
藤
沢
氏
の
所
説
で
あ
る
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
を
仏
教
思
想
、
仏
教
的
性
格
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

六

次
に
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
に
つ
い
て
所
説
を
述
べ
ら
れ
た

増
田
精

一
氏
の
所
論
に
つ
い
て

検
討
を
試
み
る

こ
と
と
す
る
。

増
田
氏
の

『埴
輪
の
古
代
史
』
は

「
第

一
章
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
と
埴
輪
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

「
1
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
」
と
題
し
、
は
じ
め
に

「被
葬
者
の
像
を
め
ぐ

っ
て
」
と
い
う
項
か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
な
か
に
お
い
て
、

コ
咼
松
塚
古
墳
に
え
が
か
れ
た
女
人
は

(中
略
)
群

馬
県
伊
勢
崎
市
八
寸
出
土
の
埴
輪
に
も
み
え
、
ま
た
高
句
麗
舞
踊
壁
画
に
も
認
め
ら
れ
る
。
当
時
極
東
ア
ジ
ア
に
広
く
流
行
し
た
北
方
遊

牧
民
の
服
装
が
半
島
か
ら
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
の

一
齣
を
物
語
る
資
料
で
あ
る
が
、
高
松
塚
古
墳
の
発
見
と
相
前
後
し
て

北
朝
鮮
で
は
、
平
壌
の
西
南
方
の
修
山
里
で
、
高
松
塚
と
瓜
二
つ
の
衣
服
を
ま
と

っ
た
人
物
壁
画
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
古
墳
の
出

現
に
よ
っ
て
改
め
て
彼
我
の
あ
い
だ
の
交
流
が
広
く
認
識
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
L

(
二

一
頁
)
と
さ
れ
る
。

修
山
里
古
墳
の
壁
画
女
子
像
と
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
女
子
像
と
比
較
す
れ
ば
、

一
見
し
て
そ
れ
が
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し

て
い
る
。
第

一
髪
の
形
、
上
衣
の
襟
の
つ
け
方
、
襴
や
褶
の
有
無
、
長
紐
の
有
無
な
ど
衣
服
と
し
て
根
本
的
な
形
が
異
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
修
山
里
古
墳
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
高
句
麗
舞
踊
塚
の
場
合
も
、
大
安
寺
里

一
号
あ
る
い
は
薬
水
里
壁
画
の
女
子
像
は
高
松
塚
古

墳
と
は
全
く
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
。

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

三
八
九



三
九
〇

ま
た
増
田
氏
が
日
本
古
墳
出
土
の
埴
輪
と
の
比
較
対
象
物
と
し
て
伊
勢
崎
市
八
寸
出
土
の
人
物
埴
輪
は
女
子
像

で
あ
る
点
に
お
い
て
は

一
致
す
る
が
、
上
衣
の
紐
の
位
置
、
結
び
方
な
ど
衣
服
の
基
本
形
式
と
し
て
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
を
も

っ
て
高
松

塚
古
墳
と
高
句
麗
壁
画
と
共
通
性
が
多

い
と
い
う
判
断
や
理
解
は
決
し
て
正
し
い
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
女
子
像
が

そ
の
服
装
か
ら
み
て
北
方
民
族
特
有
の
服
装
で
あ
る
と
も

い
え
な
い
。

次
に

コ
咼
松
塚
古
墳
壁
画
の
主
題
L
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
問
題
の

一
つ
は
、
高
松
塚
古
墳
は
東
漢
の
本
拠
地
で

あ
る
檜
隈
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
大
陸
と
の
関
連
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

「そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
が
、

大
陸
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
」
と
し
、
そ
の
異
る
点
に
つ
い
て

「壁
画
に
か
か
れ
た
被
葬
者
の
像
の
有

無
と
い
う
点
で
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
は
当
時

の
大
陸
の
そ
れ
と
は
異

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
二
九
頁
)
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
と
大
陸
の
壁
画
と
の
相
違
は
被
葬
者
の
像
の
有
無
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
三

一
～
三
三
頁
に
わ
た

っ
て
詳
記
さ
れ
る
永
泰
公
主
陵
に
果
し
て
被
葬
者
が
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
李
賢
や
李
重
潤
の
陵
の
壁
画
に
そ
の
被
葬
者
の
像
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
永
泰
公
主
陵
の
内
部
を
見

学
し
忙
限
り
に
お
い
て
、
全
く
そ
の
よ
う
な
被
葬
者
が
描
か
れ
て
い
な
か

っ
た
し
、
ま
た
主
室
内
部
の
構
造
か
ら

み
て
描
く
に
適
当
な
場

所
は
な
か

っ
た
と
判
断
す
る
。

そ
う
す
る
と
増
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
大
陸
で
は
な
く
て
高
句
麗
古
墳

の
壁
画
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
私
た
ち
が
知
る
限
り

安
岳
第
三
号
墳
に
は
被
葬
者
夫
婦
像
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
な
い
。
こ
う
し
た
例
は
朱
栄
憲
氏
の
著
書
に
よ
る
と
台
城
里
第

一
号
墳
、
龕
神
塚
、
薬
水
里
壁
画
古
墳
な
ど
若
干
の
壁
画
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
他
の
四
十
数
基
の
高
句
麗
古
墳
壁
画
、
そ
し
て
韓

国
の
公
州
宋
山
里
第
六
号
墳
、
扶
余
陵
山
里
伝
王
陵
に
も
人
物
は
み
ら
れ
な
い
。
と
す
る
と
高
松
塚
古
墳
と
大
陸
墳
墓
の
壁
画
と
の
相
違

を
被
葬
者
像
の
有
無
を
も

っ
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
被
葬
者
像
が
安
岳
第
三
号
墳
に
あ

っ
て
、
高
松
塚
古
墳
に
な
い
と

い
う

一
例
だ
け
を
挙
げ
て
増
田
氏
の
い
う
大
陸
と
日
本
と
の
相
違
を
み
る
視
点
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。



　

次
に
増
田
氏
は
朝
日
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ー
ム
で
岸
俊
男
氏
が
指
摘
さ
れ
た
高
松
塚
古
墳
壁
画
と
貞
観
儀
式
あ
る
い
は
大
宝
元
年
正
月
朔
の
朝

賀
の
儀
に
つ
い
て
の
記
載
を

「
壁
画
の
主
題
は
朝
賀
の
儀
式
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
岸
氏
の

指
摘
は
共
通
性
は
あ
る
が
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が

一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
朝
賀
の
儀
で
あ
る
と
は
い

っ
て
お
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
増
田
氏
は
論
旨
を
変
え
て
永
泰
公
主
陵
を
説
明
し
た
あ
と

「時
も
、
と
こ
ろ
も
異
る
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
主
題
は
中
国
の
そ
れ

と
は
異
質
の
も
の
で
あ

っ
た
。
中
国
の
壁
画
は
死
者
を
死
者
と
し
て
、
そ
の
奥
津
城
に
お
い
て
生
活
さ
せ
る
べ
く
え
が
い
た
の
で
あ
る
が
、

高
松
塚
古
墳
の
壁
画
は
残
さ
れ
た
人
達
が
、
願
わ
く
ば
失

っ
た
霊
魂
を
再
び
と
り
も
ど
し
て
生
き
返

っ
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
希
望
を
も

っ
て
え
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
主
題
と
し
て
、
朝
賀
の
儀
を
え
が
い
た
」
と
論
述
さ
れ
る
。
そ
し
て

「
な
ん
の
説
明
も
な
く
か

く
誌
す
こ
と
は
不
都
合
で
あ
る
が
、
追

っ
て
記
述
す
る
と
し
て
」

(
三
四
頁
)
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
最
後
ま
で
読
ん
で
み
て
も
中
国
の

壁
画
と
高
松
塚
の
壁
画
と
の
相
違
、
高
松
塚
古
墳
の
主
題
が
霊
魂

の
再
生
を
願

っ
た
為
に
朝
賀
の
儀
を
描
い
た
と
す
る
説
明
は
ど
こ
に
も

見
出
し
得
な
か

っ
た
。

一
体
、
永
泰
公
主
陵
の
壁
画
が
死
者
を
死
者
と
し
て
そ
の
奥
津
城

に
お
い
て
生
活
さ
せ
る
べ
く
描
き
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
が
霊
魂
の

再
生
の
願
望
と
し
て
描
い
た
と
す
る
理
由
が
、
壁
画
の
な
か
の
ど
の
部
分
に
そ
の
意
味
な
り
、
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

ま
た

「
本
来
な
ら
ば
埴
輪
人
物
を
墳
頂

に
配
列
し
た
も
の
を
、
石
室
内
の
壁
画
に
え
が
い
た
の
が
高
松
塚
の
壁
画
で
あ
り
、
高
塚
古
墳

の
葬
法
、
葬
送
観
念
抜
き
に
し
て
、
壁
画
の
主
題
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(
三
四
頁
)
と
さ
れ
る
。

こ
の
論
法
で
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
の
古
墳
に
お
い
て

「人
物
埴
輪
を
墳
頂
に
配
列
し
た
」
イ

コ
ー
ル

コ
咼
松
塚
古
墳
壁
画
L
と
す
る

場
合
、
人
物
埴
輪
は
霊
魂
の
再
生
を
願

っ
て
樹
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
墳
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
物
埴
輪

は
増
田
氏
の
所
説
の
如
く
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
場
合
他
の
形
象
埴
輪
は

一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
役
割
を
果

し
、
そ
し
て
人
物
埴
輪
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

三
九

一



三
九
二

私
は
墳
頂
に
お
け
る
埴
輪
も
単
し
て
単

一
の
意
味
だ
け
を
持

つ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
う
し
た
埴
輪
と
石
槨
内
部
に
描
か
れ
て
い
る

高
松
塚
古
墳
壁
画
と
同
質

の
も

の
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
再
三
述
べ
て
き
た
如
く
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
は
被
葬
者
の
尊
貴
性
を
象
徴

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
考
え
る
。

ま
た
増
田
氏
は

「
壁
画
の
描
法
な
ど
に
は
飛
鳥
、
奈
良
時
代
に
新
に
大
陸
よ
り
波
及
し
て
き
た
要
素
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

古
墳
時
代
か
ら
の
伝
統
も
無
視
し
え
な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
埴
輪
の
意
義
と
高
松
塚
古
墳
で
何
故
朝
賀
の
儀
の
図
が
え
が
か
れ
た
か
を
考

え
て
み
た
い
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
基
本
的
に
い

っ
て
埴
輪
の
意
義
と
高
松
塚
古
墳
で
何
故
朝
賀
の
儀
の
図
が
描
か
れ
た
か
を

結
び

つ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
矛
盾
が
存
在
す
る
も
の
と
思
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
高
松
塚
古
墳
を
朝
賀
の
儀
の
図
で
あ
る
と

判
断
し
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
岸
俊
男
氏
も
、
ま
た
私
た
ち
も
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
を
大
宝
元
年
正
月

朔
の
朝
賀
の
儀
で
あ
り
、
貞
観
儀
式
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
天
皇
と
い
う
地
位
が
、
受
朝
と
い
う
儀
式
を
行
う
と
き
に
、

象
徴
す
る
形
式
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
が
朝
賀
の
儀
式
で
な
く
、
受

朝
、
即
位
と
い
う
儀
式
の

具
象
が
そ
の
地
位
の
尊
貴
性
を
表
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
意
味
か
ら
増
田
氏
は
同
じ
章
の
埴
輪
で
埴
輪
の
あ
り
方
、
主
体
と
し
て
高
松
塚
古
墳
壁
画
を
ど
の
よ
う
に
実
証
し
、
説
明
さ

れ
た
か
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
が
、

つ
い
に
そ
の
所
見
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

七

本
稿
で
試
み
よ
う
と
し
た
要
旨
は
藤
沢

一
夫
氏
が
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
に
仏
教
思
想
に
基
づ
く
浄
土
世
界
で
あ
る
と
さ
れ
た
に
対
し
て
、

そ
の
よ
う
な
思
想
な
り
具
象
は
全
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
藤
沢
氏
が
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
霞
が
描
か
れ
、
日
月

を
配
し
、
四
神
を
描
く
こ
と
に
仏
教
的
意
味
を
見
出
そ
う
と
さ
れ
る
が
、
永
泰
公
主
陵
や
そ
の
他
唐
代
の
壁
画

に
も
星
宿

・
日
月

・
四
神

(龍
虎
の
み
の
場
合
も
あ
る
)
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
仏
教
的
意
味
を
も

っ
て
築
造
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
中
国
で



は
仏
教
伝
来
以
前
の
漢
代
画
像
石
に
も
こ
う
し
た
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
高
句
麗
古
墳
の
壁
画
に
描

か
れ
た
蓮
華
文
な
り
、
日
月

・
星
宿
そ
の
他
の
図
像
に
も
、
朱
栄
憲
氏
の
編
年
を
も
と
に
み
る
な
ら
ば
、
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
仏
教

思
想
と
の
関
連
は
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
、
i

し
か
し
双
楹
塚
の
よ
う
に
五
世
紀
末
葉
の
頃
に
築
造
さ
れ
た
古
墳
に
お
い
て
は
仏
教
的
儀
式

が
描
か
れ
る
可
能
性
は
あ

る
こ
と
。
ま
た
高
句
麗
古
墳
の
末
期
の
壁
画
に
仏
教
的
思
想
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
に
は
蓮
華
文
も
、
火
炎
文
も
、

唐
草
文
も
雲
形
文
も
、
そ
し
て
僧
侶
等
、
仏
教
的
儀
式
を
描
い
た
と
さ
れ
る
高
句
麗
古
墳
壁
画
と
は
全
く
共
通
、
類
似
し
な
い
こ
と
か
ら
、

藤
沢
氏
の
所
説
は
成
立
し
な
い
こ
と
を
述

べ
、
さ
ら
に
高
松
塚
古
墳
に

"宗
教
的

(
仏
教
的
)
な
謎
彡
は
全
く
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。

ま
た
増
田
精

一
氏
の
論
考
に
対
し
て
は
、
高
句
麗
古
墳
の
壁
星
に
み
ら
れ
る
人
物
像

の
服
装
と
高
松
塚
古
墳

の
壁
画
に
み
ら
れ
る
服
装

と
は
共
通
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
高
句
麗
古
墳
壁
画
と
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
相
違
を
被
葬
者
の
像
の
有
無
を
も

っ
て
論
じ
よ
う
と
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
な
か
に
被
葬
者
を
描
い
た
例
は
僅
か
で
あ
り
、
比
較
の
論
拠

に
な
ら

な
い
こ
と
、
そ
れ
の
み
か
中

国
で
も
韓
国
で
も
被
葬
者
の
像
は
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
論
拠

に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
増
田
氏
が
、
高
松
塚
古
壁
壁
画
の
人
物
の
持
物
の

一
部
が
貞
観
儀
式
と
共
通
す
る
と
い
う
岸
氏
の
指
摘
を
誤
解
し
て
、
高
松
塚

古
墳
壁
画
が
受
朝
の
儀
の
描
写
で
あ
る
と
し
、
永
泰
公
主
陵
が
奥
津
城
に
お
け
る
生
活
を
描

い
た
の
に
対
し
、
高
松
塚
古
墳
が
朝
賀
の
儀

を
描
い
た
の
は
霊
魂
の
再
生
を
希
望
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
古
墳

の
墳
頂
に
お
け
る
埴
輪
の
あ
り
方

に
通
じ
る
と
考
え
よ
う
と
さ

れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
、
墳
頂
に
樹
立
す
る
人
物
埴
輪
と
石
槨
内
に
描
か
れ
た
高
松
塚
古
墳
壁
画

と
は
、
全
く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

私
た
ち
の
高
松
塚
古
墳
壁
画
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は

『高
松
塚
壁
画
古
墳
中
間
報
告
書
』
を
は
じ
め
、

『
高
松
塚
論
批
判
』
あ

る
い
は

『飛
鳥
を
考
え
る
』
等
に
述
べ
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
、
御
批
判
、
御
意
見
が
あ
れ
ば
承
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

(昭
和
五
十

一
年
十
月
十
二
日
)

高
松
塚
古
墳
壁
画
論

三
九
三



註①

橿
原
考
古
学
研
究
所
編

『
壁
画
古
墳
高
松
塚
壁
画
古
墳
中
間
報

告
』

昭
和
四
十
七
年
。

②

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
。

③

網
干
善
教

「高
松
塚
古
墳
の
壁
画
論
を
め
ぐ
っ
て
e
」

『鷹
陵
史

学
』
第
二
号

仏
教
大
学
歴
史
研
究
所

一
九
七
六
年
。

④

森
本
治
吉

「高
松
塚
壁
画
私
考
ー

遊
戯
図
と
儀
式
図
」

朝
日

新
聞
昭
和
五
十
年
四
月
二
十
二
日
夕
刊
文
化
欄
。

⑤

井
上
薫

「高
松
塚
論
三
題
」

『時
野
谷
教
授
退
官
記
念
日
本
史
論

集
』

昭
和
五
十
年
。

⑥

渡
瀬
昌
忠

「高
松
塚
壁
画
の
画
題
ー

四
人
構
成
の
場
・
序
説
」

五
味
智
英

・
小
島
憲
之
編

『
万
葉
集

研
究

第

四
集
』

昭
和

五
十

年

。

⑦

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

四
十
九
年
。

⑧

人
民
美
術
出
版

社
編

『
唐
永
泰
公
主

墓
嚢
画
集
』

新
華
書
店
北
京

発
行
所

一
九
六
三
年

。

三
九
四

⑨

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
」

『文
物
』

一
九
七
二
年
第
七
期
。

一
九
七
二
年

⑩

陝
西
省
博
物
館
乾
県
文
教
局
発
掘
調
査
組

「唐
懿
徳
太
子
墓
発
掘

簡
報
」

『文
物
』

一
九
七
二
年
第
七
期
。

一
九
七
二
年

⑪

山
西
省
文
物
管
理
委
員
会
編

「
太
原
市
金
腔
村
第
六
号
唐
代
壁
画

墓
」

『文
物
』

一
九
五
九
年
第
八
期

一
九
五
九
年
。

⑫

河
南
省
博
物
館

・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所

『長
沙
馬
王
堆

一
号

漢
墓
発
掘
簡
報
』

一
九
七
二
年

⑬

朱
栄
憲
著

永
島
暉
臣
訳

『高
句
麗
の
壁
画
古
墳
』

昭
和
四
十

七
年

学
生
社
刊
。

⑭

奥
村
郁
三

「隋

・
唐
律
令
に
つ
い
て
」

横
田
健

丁

網
干
善
教

編

『飛
鳥
を
考
え
る
』

昭
和
五
十

一
年
。

⑮

有
坂
隆
道

「高
松
塚
の
壁
画
と
そ
の
年
代
」
前
出

『高
松
塚
論
批

判
』
所
収
。

⑯

奈
良
県
明
日
香
村
教
育
委
員
会

『
史
跡
中
尾
山
古
墳
環
境
整
備
事

業
報
告
書
』

昭
和
五
十
年
。

⑰

末
永
雅
雄

・井
上
光
貞
編

『朝
日
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ム
高
松
塚
壁
画
古

墳
』

朝
日
新
聞
社

昭
和
四
十
七
年
。


