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濃

並

考

古

拳

骨

高

安

北

沙

城

象
暖
帯
安
原
北
抄
城
及
び
快
安
房
基

.
東
方
考
古
撃
叢
刊
第
五
筋
'
昭
和
二
十

一
年
十
二
月
､
-

束
京
､
座
右
賓
刊
'
R
5
剣
､
〓

7
0
貫
､
簡
阪
七
三
､

rj

傭
文
概
軍
ト
底

質
､
債

一八
〇
蜘

.

小
野
勝
率
'
日
比
野
丈
夫
共
著

･

豪

産

考

古

記

昭
和
二
十

l
年
十
月
二

見
都
､
単
車
敢

鹿
野
専
店
刊

A
5
列
､
廃
線
､
固
阪
七
四
貫
､
本
文
三
三
九
貫
､

傭
七
五
囲

内
長
城
練
と
外
長
城
線
と
に
か
こ
ま
れ
た
､
叶
西
の
北
と
案
恰
蘭

の
甫

J

の
地
境
'

い
ひ
か
(
れ
ば

1
昨
年
ま
で
そ
こ

に
滴

っ
た
政
府
が
｢
窒
化
省
｣

･
｢
大
同
省
｣
と
呼
ん
で
あ
た
地
境
｡
そ
こ
は
'
二
つ
の
長
城
の
築
か
れ
て

あ
る
峨
々
た
る
山
脈
が
白
銀

の
境
界
を
形
づ
い

っ
て
､
束
西
に
長

い
楯
状

iiZl.u

の
盆
地
と
な

つ
,て
横
た
は
Fa
.
そ
の
中
央
を
､
永
覚
河
と
そ
れ
に
睦
ぐ
終

河

･
桑
艶
河
な
ど
の
流
れ
が
潤
は
し
て
ゐ
を
｡
北
平
か

_
ら
包
軸
に
向
ふ
t簸

道
線
路
-

れ
ら
の
河
に
讐

て
大
望

で
進
み
'
そ
こ
.i
lら
北
に
折
れ

て
蒙
音
の
高
原
に
抜
け
出
る
｡

そ
の
間
の
垂

窓
か
ら
眺
め
る
と
､
五
月
に

4
.掌
を

い
た
ゞ
-
峰
を
耽

(
た
山
な
み
を
は
る
か
南
に
望
み
'
す
ぐ
手
前

に
は
'
自
-
覚

る
河
町
流
れ
に
埼

っ
て
亭
々
と
そ
び
え
か
揚
柳
が
鮎
壊
し

と
こ
.ろ
ど
こ
ろ
に
片
流
れ
の
泥
屋
根
を
ふ
い
た
鹿
家
を
か
こ
ん
で
さ
1

や

か
な
壁
を
め
ぐ
ら
せ
た
村
落
が
管
ま
れ
､
敬
呈
ご
と
に
'
京
大
な
城
壁
を

か
ま

(
た
頗
城
の
枚
と
彰
の
礎
に
汽
賓
が
と
ま
る
｡

か
う
首

っ
た
貴
教
が

束
の
端
の
居
庸
牌
か
ら
西
の
端
の
大
同
ま
Pで
姶
〃
ど
一
棟
で
あ
る
?

さ
う

i
ふ
軌
の
北
岸

の
至
る
と
こ
ろ
に
'
こ
3'
に
顛
介
し
よ
う
と
す
る
棒
な
音

坂

が
を
づ
か
れ
て
あ
る
0

こ
の
地
域
は
北
に
か
た
よ
っ
て
冬
の
養
親
か
き
び
し

い
牛
沙
漠
で
あ
る

に
も
拘
ら
ず
'
吋
に
近
-
て
徳
概
の
促
の
あ
る
厨
は
､
鰻
重
は
意
外
に
豊
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か
で
'
盆
地
の
全
人
口
壷
養

っ
て
な
は
飯
野
が
あ
る
.

い
ま
で
は
外
長
城

の
は
る
.か
北
方
ま
で
漢
人
農
耕
地
は
逝
出
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
t
と
-
近

年
ま
で
は
'
か
な
り
長
期

の
あ
ひ
だ
'
こ
-.
が
耕
作
地
域

-｣
漢
人
居
住

地

-
の
北
の
限
界
で
あ

っ
た
｡
行
政
上
は
'
前
清
時
代
に
山
西
省
と
直

隷
省
と
に
属
し
て
ゐ
た
が
､
そ
の
前
に
は
東
の
年
分
も
山
西
省
に
展
L
t

そ
の
言
葉
や
嵐

習
も
山
西
色
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
た
い
て

い
の
相
の
農
民
は
'
そ
の
何
代
か
前

の
尭
組
が
山
西
の
洪
洞
願
か
ら
移
催

し
て
来
た
の
だ
､
と
の
言
ひ
つ
た
へ
を
も
つ
て
ゐ
る
｡
明
か
ら
清
に
か
け

て
'
速
防

の
要
地
と
し
て
､
人
為
的
心
人
口
の
充
饗
が
行
ほ
れ
た
も

の
で

あ
る
ら
し

い
｡

明
朝
史
を
特
色
づ
け
る

｢
北
虜
｣

の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
'

こ

･J
に
設
け
ら
れ
た
宜
化

･
大

同
の
二
銭
は
､
常
時
､
格
別
に
重
要
親
せ

ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
q
だ
が
､
こ

の
地
域
は
'

こ
ゐ
時
は
じ
め
て
拓
か

れ
た
も
の
で
は
な
-
T

L
ゝ

の
都
骨

の
多
-
は
遼
金
時
代
に
開
か
れ
た
と

い
ふ
経
歴
を
も

っ
て
か
る
｡

燕
都
の
固
め
と
し
て
､
ま
た
'
西
北

･
西
南

南
面
の
連
境
に
封
す
る
足
場
と
し
て
'
北
族

の
統
糟
の
下
に
漢
人
に
よ
る

′

開
拓
が
行
ほ
れ
た
の
で
あ
る
｡
北
に
か
た
止
っ
て
閲
を
た
て
た
南
朝

の
下

に
あ

つ
で
は
､
中
原
に
都
し
た
諸
朝

の
下
に
あ
る
の
と
比
べ
て
'

こ
の
地

域

の
占
め
て
ゐ
た
地
位
は
す
こ
ぶ
る
事
情
を
異
に
す
る
｡

こ
れ
に
党
だ

つ
′

数
世
紀
の
間
は
'
漢
人
と
北
濃
と
の
間
に
し
ば
し
ば
こ
1

の
争
奪
戦
が
-

可
か
(
さ
れ
た
が
'
概
し
て
北
族

の
勢
力
が
優
勢
で
あ

っ
た
｡

こ
の
地
底

第

一
の
都
合
で
あ
る
大
河
と
､
世
に
隠
れ
も
な

い
そ
の
西
の
石
僻
と
は
､

こ

の
間
に
あ

っ
て
､
北
魂
朝
を
た
て
た
托
政
族

の
壊
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
そ
れ
よ
り
前
は
､
か
な
り
の
期
間
に
わ
た
っ
て
藻

人
が
こ
ゝ
を
交
配
し
て
あ
た
｡
す
な
は
ち
'
戟
弼
時
代
に
晋

･
親
両
国
の

勢
が
'

い
は
ゆ
る
練
達
銅
器
を
の
こ
し
た
北
族
を
透

っ
て
'
ノい
ま
の
内
長

城

の
糠
を
越
え
て
北
に
及
び
､
'そ
れ
が
さ
ら
に
k

･
漠
に
う

け

つ
が

れ

て
､

い
ぐ

つ
か
の
細
腰
が
こ

Ĵ
に
設
け
ら
れ
た
｡

1
九
二
三
年
に
浮
源
巌

の
李
硲
村
よ
り
出
土
し
た
戟
図
式
鏑
韓
と
そ
れ
に
僻
な
ふ
諸

穂

の
遺

物

が
､
そ
こ
ま
で
浸
酪
し
て
ゐ
た
常
時

の
漢
文
化
の
水
準
至

不
す
も
の
と
し

て
如
何
に
世
の
渦
藤
を
あ

っ
め
た
か
は
､
あ

ら
た
め
て
申
す
ま
で
も
な
い
･

こ

と
で
あ
う
ぅ
｡
そ
の
後
'
江
上
政
夫
､
水
野
藤

一
民
ら
が
こ
の
地
方
哲

雄
行
し
て
､
こ
の
時
期
を
特
色
づ
け
る
勘
色
土
糖

の
埋

っ
て
お
る
多

-
め

遼
跡
を

『
内
蒙
古

･
長

城
地
帯
』
の
中
に
報
合
し
た
.
ま
あ
'
七

･
七
番

弊
間
近

の
こ
ろ
'
東
推
華
氏
が
懐
安
の
漠
墓
出
土
の
遣
物
の
鉛
介
を
行
な

っ
た
こ
と
が
あ

っ
た

(『
南
頃
寧
月
刊
』
七
ノ
五
･
六
)｡

け
れ
ど
も
'
そ

れ
ま
で
は
'
ま
だ
t
と
の
地
域

で
組
織
だ

?
た
畢
葡
が
行
は
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
.

ノ

各

七

･
七
事
変

の
起

り
た
翌
年
の
昭
和
十
三
年
に
､
嘘

大
の
調
査
隊

の
蔚

燈
せ
城
北
の
踏
査
が
行
ほ
れ
た
｡
ま
た
そ
の
年
に
､
水
取
静

1
氏
も
の
笹

岡
石
俳

の
考
音
撃
的
調
査
が
始
め
ら
れ
て
'
こ
れ
が
七
年
間

つ
ゞ
け
ら
れ

た
O
こ
れ
と
並
行
し
て
､
同
氏
や
そ
の
他
P
諸
氏
屯
よ
っ
て
こ
の
地
底
に

散
衣
す
る
藻
代
遼
跡

の
調
査
も
数
回
に
宜

っ
て
行
ほ
れ
た
｡
す
で
に
諸
灘

ー

誌
に
の
せ
ら
れ
た
通
信
や
隷
報
に
ょ
つ
て
'
そ
の
.経
過
は

1
鷹
知
ら
れ
て

ゐ
る
併
で
あ
る
が
､
そ
の
あ
ら
ま
し
を
こ
ゝ

に
-
打
返
す
と
'
ま
づ
昭
和

十
五
年
i3
高
安
願

の
藻
某

の
汲
僻
調
査

'
空
十
六
年
に
そ
の
聾
堀
と
.
以

前

の
出
生
品

の
調
査
､
十
七
年
に
は
水
野
氏
の
蛭
か
､
長
寮
敏
雄
'
小
野

67
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除
年
､
日
比
野
丈
夫
そ
の
他
の
諸
氏
に
ょ
る
陽
高
腐
古
城
鐘

の
藻
基

の
牽

堀
､
十
八
年
に
は
そ
の
補
足
調
査
､
十
九
年
に
は
肯
城
壁

の
再
度

の
発
掘

が
行
は
れ
た
｡

こ
ゝ

に
紹
介
す
る
二
筋
の
報
告
書
は
'

一
つ
は
十
六
年
の
高
安
腐
北
沙

城

(
慎
安
願
と
帯
金
頗
と
が
合
併
し
て
高
安
魔
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
'

こ
ゝ

は
も
と
商
会
腰
に
属
し
て
ゐ
た
)
の
漢
基

の
蓉
堀
と
そ
こ
の
土
城
地

ヽ

の
調
査
小
弟
び
に
さ
き
に
強
練
華
氏
の
報
骨
し
た
慎
安
藻
基

の
出
土

品の

調
査

の
正
式

の
軍
曹
書

で
'
執
筆
者
は
､
欝

t
部

の

『
北
沙
城
漠
基
』

は

水
野
蹄

1
､
岡
崎
雅

一
両
氏
'
節

二
部
の

『
慎
安
藻
基
』

は
水
野
氏
で
あ

る
｡

も
う

一
つ
の
方

は
'
十
七
年

の
陽
高

の
藻
基
発
掘
に
擬
革
し
た

『
五

基
山
』

の
共
著
者
ら
の
現
場

の
日
記
に
も
と
う

ぺ
詳
細
な
漁

報

で

あ

る

が
'
こ
の
発
掘
に
つ
い
芯
は
'
そ
の
空
車
に

『
蒙
碇
に
於
け
る
最
近

の
考

古
撃
的
発
見
』
と
題
す
る
水
野
静

二

日
此
野
丈
夫
両
氏
の
詩
境
速
記
の

略
報
唐
が
出
版
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
､
御
景
知

の
方
も
多

い
と
思

ふ
｡

い
ま
､

で
に
考
古
撃
的
調
査

の
行
ほ
れ
た
藻
代
の
古
墳
と
い
(
ば
､
腰

浪

の
も
の
1

外
に
は
南
潅
､
偽
印
'
外
蒙
に
あ
る
も
の
が
調
査
せ
ら
れ
て

あ
る
に
す
ぎ
ぬ
｡
古
墳
以
外

の
遣
物
濃
跡
も
､
さ
ら

い
ろ
い
ろ
あ
る
わ
け

で
は
な

い
の
だ
か
ら
､
こ
れ
ら
教
義

の
す
境
が
漢
代

の
罪
人
の
も
の
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
が
す
で
に
大
卓
な
驚
輿
に
億

ひ
す
る
こ
と
で
あ
る
D
し
か

も
､
柴
浪

･
係
印

の
様
な
漢
文
化

の
中
心
の
地
才
か
ら
喝
る
か
に
離
れ
た

と
こ

ろ
で
､
ど
れ
だ
け
本
地

の
制
を
侍

(
て
あ
る
か
､
と

い
ふ
鮎
に
は
'

い
ま
ゝ

で
も

1
麿

の
疑
問
が
も
た
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
が
や

は
労
連
境
で
あ
る
と
は
首
ひ
な
が
ら
'
中
原
か
ら
あ
ま

り
隔
た
り
の
な

い

地
方
に
あ
る
こ
と
は
重
沌
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
だ
が
､
何
よ
か
も
等
ぶ
べ
き

は
'
土
質
の
関
係
で
､
.柴
浪

の
膏
塀
は
内
部
が
水
に
お
か
さ
れ
て
ゐ
る
の

に
射
し
て
'

こ
ち
ら
は
碗
存
状
態
が
極
め
て
良
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
｡

と
-
に
陽
高

の
方

は
､
木
椀
が
壊
れ
ず
に
萄

つ
て
ゐ
て
'
棺
も
副
弊

●

晶
も
そ

つ
-
p
頻

っ
て
屠
り
､
葬
ら
れ
た
人
も
ミ
t
.Iフ
と
な

っ
て
頻

っ
て

あ
た
｡
従

っ
て
､

こ
れ
ら
聾
堀

の
注
目
す
べ
き
厨
以
を
艶
か

う

と

す

る

と
'
基
制
そ

の
も
の
か
ら
t
.&
ぴ
た
ゞ

し
.い
出
土
品
の

1
々
に
及
ぼ
ね
ば

な
ら
な

い
こ
と
ゝ
な
る
け
れ
ど
も
､
.LJ
A

で
は
さ
う
す
♂
わ
け
に
も
行
か

ぬ
か
ら
'
見
常
外
れ
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
が
'
牽
堀
の
結
果

の

1
歳
カ

の
概
要
だ
け
考
述
べ
よ
う
｡

+

北
沙
城

の
音
塀
は
'
高
富

.ii
誓

近
-

東
洋
河
と
西
浮
河
と
.が
南
洋

一

河
に
流
れ
入

る
合
流
鮎
の
北
岸

に
十
教
義
散
在
し
'
そ

の
う
ち
､
こ
の
と

錦

卓
は
五
､
六
'
七
鍵

の
三
つ
が
発
掘
せ
ら
れ
た
｡
元
素
は
方
墳
で
あ

っ
た

I

も

の
ら
し
-
'
そ
の
封
土
の
高
さ
竺

ニ
1
六
メ
ー
ト
ル
'
六
'
七
親

の
二

項
は
地
表
下
五
､
六
メ
ー
ト
ル
の
厨
に
贋
し
渡
さ
れ
た
墓
室
が
裾
打
出
さ

れ
た
Ⅶ

五
淡
境
は
速
に
墓
室
は
費
見
せ
ら
れ
な

い
で
‥
墳
墓
を
作
る
前
か

ら
あ
っ
た
奇
妙
な
さ
し
わ
た
し
ニ
メ
I
ト
タレ

也
下

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

水
野
氏
は
こ
れ
を
穀
物
を
貯

(
る
あ
な
ぐ
ら
の
並
と
推
定
し
､

封
土
の
下
か
ら
も
外
側

か
ら
も
'
合
せ
て
二
十
近
く の
も たヽ
発 て､
見 あ･

七
撃

f
･
三
鍵
に

『
漠
代
あ
な
ぐ
ら
考
』
を
も

の
さ
れ
た
｡
と ′､ せ なヽ
こ '以 ら の
ろ て れ 地
が 本 た が
ヽ 誌 o '

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

同
じ
発
掘
の
協
力
者
で
あ
る
小
野
氏
は
こ
れ
を
あ
な

ぐ
ら
と
解
す
る̀
こ
ぐ

に
は
展
封
だ
さ
う
で
あ
る
(
本
誌
八
巻

1
辞
､
五
三
貫
)｡
教
皇

叫
に
ち
ゃ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

う

ど
京
都
に
あ
ら
ほ
れ
た
小
野
氏
に
こ
の
こ
と
を
質
し
､た
ら
､
あ
な
ぐ
ら



133

と
ち

る
に
は
容
贋
が
小
さ
す
ぎ
る
｡
さ
り
と
て
､
で
は
'
何

の
た
め
の
も

の
か
と
首
ほ
れ
て
も
'
さ
し
あ
た
っ
て
自
分
､の
考

へ
は
な
い
｡
誰
か
よ
い

考

(
を
的
し
て
は
し

い
t
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

/

j
･

陽
高
の
古
墳
は
'
癌

抄
か
ら
日
本
鼻
で
九
泉
ば
か
封
筒

の
'
桑
乾
河
9

北
岸
ヽ

肯
城
盤

と
い
ふ
相
に
あ
か
'
そ
の
数
は
す
べ
て
ゞ
九

十

近

-

あ

る
｡

､
十
七
年
秋

に
は
'
そ

の
う
甘
十
二
班
'
十
五
折
'
十
七
班

の
三
基
が

琴
掘
せ
ら
れ
た
｡

三
つ
の
う
ち
で
十
七
鍵
墳

(
魯
相
去
)
は
さ
し
わ
た
し

三
十
五
メ
ー
ト
ル
に
も
あ
っ
て
金
塊

の
中
で
も
つ
と
も
大
卓
な
も
の
'
三

つ
の
中
で
も
つ
と
も
小
さ
い
十
二
糖
項
の
そ
れ
は
十
五
メ
ー
ト
ル
捻
ど
で

あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ら
は
'

い
う
れ
も
基
室
が
地
表
下
十
メ
ー
ト
ル
せ

戴
す
深

い
伊
に
あ
り
､

こ
れ
は
費
掘
者
た
ち

の
濠
想
し
て
ゐ
な
か
っ
た
併

な

の
で
'
作
業
は
困
&
･で
あ
っ
た
療
枚

で
､
そ
の
昔
心
慮
膚

の
秋
が
､
相

の
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
と

)
折
に
'
経

々
と
語
ら
れ
て
あ
る
｡
遠
慮

の
な

い
首
ひ
方
を
す
る
が
'

こ
の
連
は
も
う
少
し
簡
略
に
書

い
て
も
ら

っ
た
方

が
'
読
む
身
に
は
有
雄
か
･つ
た
｡
だ
が
'
後
牛
の
､
基
賓
が
開
か
れ
て
か

ら
後
は
'
輩
は
解
か
に
生
き
魚
卓
と
し
て
葬

る
｡
以
下
､
基
脚
'
漬
物
に

つ
い
て
北
沙
城
､
快
安

の
も
の
も
併
せ
て
こ
ゝ

に
述
べ
よ
う
｡

.
基
室
の
木
椀
は
'
角
材
を
縦
積
み
に
し
た
も
の
も
､
横
積
み
に
し
た
も

の
も
あ
り
､
長

い
方

の
1
連
が
五

-
七
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
で
あ
る
が
､

十
五
妹
境
は
'
地
下
十
メ
ー
ト
ル
僚
野
の
伊
に
横
穴
を
作

っ
て
墓
室
が
作

ら
れ
て
あ
る
瓢
で
'
他
と
制
式
を
異
に
す
る
｡
そ

の
長
方
形
は
'
普
通
に

は
､
長

い
方

の
連
が
東
西
向
尊
に
な
か
'
西
北

の
隅
に

1
封

の
棺
が
策
を

枕
に
し
て
お
か
れ
る
｡
男

の
棺
は
北
側
に
な
る
｡
十
七
折
で
は
棺
が
乾
漆

ヽ
ヽ

つ
-
可
で
あ

っ
た
O

こ
れ
は
い
ま
ま
で
に
好
例
を
み
な

い
.O

遼
骸
は
こ
も

ヽ
ヽ
ヽ

メ

ま
た
は
ふ
と
ん
で
ま
尊
'
銀
を
し
き

つ
め
て
番

る
｡
十
七
班
で
は
脚
を
雛

ん
,P
葬
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
･が
奇
妙
で
あ
る
｡
十
二
.顔

(
秋
氏
基
)
の
北
棺

に
は
木
偶
が
収
め
ら
れ
'
ま
た
蚕
が
い
れ

ら
れ
て
あ
っ
た
｡
合
玉
の
類
の

は
か
に
､
津
山
.9
菜
片
を
は
め
こ
ん
だ
桂
子
の
撃

っ
た
額
が
､
滑
骸

の
頭

に
か
ぶ
せ
せ

あ
っ
た
i,
と
な
ど
も
食
前
.ii
さ
う
い
ふ
例
が
金
-
知
ら
れ
ぬ

坪
で
か
る
｡

棺

の
束
.'
あ
る
ひ
は
南

の
と
こ
ろ
に
は
､
さ
ま
き

の
副
葬
品
が
陳
+(

ら
れ
る
｡

銅
器
帝
は
束
側
ま
た
は
東
南
に

一
列
ii
陳
+(
ち
.の
が
し
き
た
可
の
棟

で

あ
る
.
種
類
は
経
､
鼎
'
鈴
'
香
焼
'
鎗
斗
な

ど
で
臥
る
｡
北
沙
城
六
次

項

の
鳳
が
巽
を
ひ
ろ
げ
た
形
を
峯
に
し
た
樺
山
香
焼
は
甚
だ
風
牽
封
で
あ

る
｡
古
城
壊
十
七
班
蝶
か
ら
印
て
凍
た
孝
は
'
柄
も
鞠
も
そ
ろ
っ
て
ゐ
た

こ
と
は
'
准
束

の
知
見
を
さ
ら
に
進
め
る
も
の
で
あ
る
｡
･

北
沙
城
大
洗
基

の
場
合
'

1
殻
に
鼎
と
基
と
が
敵
襲
に
多
-
後
漠
に
少

い
こ
と
か
ら
'
出

土
の
銅
器
の
種
類
が
､
こ
の
基
を
騎
漢
末
期

の
も
の
と
絶
食
す
る
鼠
要
な

諭
擦
と
な

っ
て
ゐ
る
｡

鏑
界
よ
封
も
注
意
を
ひ
か
れ
る
の
は
漆
韓
で
あ
る
｡
漆
器
は
棺

の
す
ぐ

束
に
お
か
れ
た
も
の
1

枚

で
か
よ

｡
土
中
に
参
る
間
に
壌
れ
た
も
の
が
多

か
つ
た
け
れ
ど
も
､
懐
安

の
も
の
1

う
ち

一
滴

ひ
の
化
粧
.a
i
は
も

っ
と
も

保
存
状
態
が
よ
-
､
そ
の
流
掌
紋

の
と
こ
ろ
せ

こ
ろ
に
あ
ら
は
さ
れ
た
鳥

獣
や
人
の
国
柄
は
､
見
て
ゐ
て
興
味
が
轟
き
な

い
.｡
供
宴
か
ら
も
'
'古
城

盤

十
二
､
十
七
親
か
あ
も
鏡
菅
が
田
た
｡

と
鳥
に
襲
れ
て
は
ゐ
あ
が
'
原

ノ

⊥ 6g



形
は
推
測
し
得
る
｡

こ
と
に
後
者
に
は
､
そ
の
そ
と
ぽ
こ
が
あ
り
､
ま
私

産
や
化
粧
道
具
を
約
め
た
ま
ゝ

の
欺
潜
で
出
た
｡
道
具

の
中
に
は

(
慎
安

の
方
に
も
)
櫛

と
か
そ
の
外

の
竹
製
品
が
い
-

つ
か
め
る
｡
竹
は
北
方
に

産
し
な

い
の
だ
か
ら
､
こ
れ
は
中
原
か
ら
侍
は
つ
た
も
わ
で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
｡
壊
れ
て
は
ゐ
る
が
､
陽
高
十
二
鮮
基

の
漆
蓋
の
幾
何
学
模
様
も

輿
深

い
も
の
で
あ
る
｡

次
に
注
目
す
べ
き
も
の
に
去
銭
が
あ
る
0
年
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
方
形

の
大
理
石
製
ま
た
は
珠
辞

の
轟

の
四
隅
に
'
銭
'
金
銅
､
ま
た
は
且
と
銅

と
で
細
工
し
た
置
物
を
の
せ
た
も
の
で
あ
る
｡
北
沙
城

の
方
は
銀
製
で
'

何
の
形
か
よ
-
判
ら
ぬ
が
'
陽
高

の
十
二
折
'
十
七
班
は
学

の
形
を
し
て

べ
き
こ
と
で
あ
を
う
｡
陽
高
音
軌
塵

の
本
戦
骨
の
完
成

の

1
日
も
早
か
ら

ん
こ
と
を
望
む
と
と
も
に
､
今
後
も
'
何
人
か
の
手
に
よ
っ
て
､

こ
の
地

方

の
古
墳
の
調
査
が
賂
綬
せ
ら
れ
'
わ
れ
わ
れ
の
知
見
を
進
め
七
も
ら
ふ

こ
と
を
望
ん
で
や
ま
な

い
O

〔
藤
枝

晃
〕

ゐ
る
｡

-
土
界
猫
は
､
副
葬
品
と
し
て
真
峯

の
中
に
納
め
ら
れ
た
も
の
と
'
封
土

の
中
に
ま
ざ
れ
こ
ん
で
ゐ
た
り
'
水
は
け
の
た
め
に
木
椀
の
外
に
し
か
れ

た
破
片
､
北
抄
城

の
土
城
地
の
も
の
な
ど
を
敦

へ
得

る
｡
北
沙
城

の
も
の

紘

(
古
墳
内
外

の
も
の
も
'
土
塊

の
も
の
も
)
衣
色
で
純
席
文
が
あ
る
｡

そ
し
て

｢
木
亭
｣
と
い
ふ
t
､製
作
者
か
製
作
地
か
空

不
す
刻
印
を
も
っ
た

も
の
が
十
以
上
も
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
北
抄
城
に
は
こ
の
外
に
系

統
を
興
に
す
る
'

つ
ま
sa
も
つ
と
青

い
時
期

の
紅
色
の
陶
器
も

い
-
つ
か

封
土
の
中
な

ど
に
ま
を
れ
こ
ん
で
ゐ
た
｡
陽
高

の
十
五
狭
義

か
ら
は
大
小

十
ニ
ケ
の
塵
が
出
た
｡
素
地
は
次
陶
系

の
も
の
ら
し

い
が
'
こ
れ
に
は
鼎

漆

の
棟
な
塗
料
が
ぬ
つ
て
あ
る
と
い
ぶ
｡
中
の
教
ケ
は
､
博
山
塩

の
蓋

の

枚
な
ま
が
あ
る
｡

話
せ
ば
際
限
が
な

い
が
'

こ
の
連
が
費
軌

の
蹄
泉
の
も

っ
と
も
牡
目
す
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