
２

　
　

製
品
及
玉
器
。
離
牙
骨
器
類
と
項
を
分
っ
て
、
或
ひ
は
そ
れ
自
瞼
に
即
し

　
　
　

或
ひ
は
他
と
の
開
係
に
於
い
て
著
者
陶
特
の
綿
密
な
考
察
が
な
さ
れ
て
所

　
　
　

謂
安
陽
物
の
性
格
を
描
出
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

そ
の
性
格
と
し
て
著
し
き
は
容
器
に
於
け
る
形
の
類
似
せ
る
こ
と
で
あ

　
　
　

り
装
飾
文
の
同
式
な
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
前
者
に
つ
い
て
は
骨
角
・
玉

　
　
　

石
等
の
容
器
の
形
が
材
料
に
よ
る
制
限
の
許
す
限
り
に
於
て
銅
製
尊
彝
の

　
　
　

形
に
緊
密
な
開
係
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
後
者
に
就
い
て
は

　
　
　

各
々
の
置
物
に
示
さ
れ
る
如
く
繁
榔
な
動
物
文
が
一
貫
し
た
主
流
を
な
す

　
　
　

。
の
み
で
な
く
、
更
に
細
部
に
於
け
る
特
殊
な
所
謂
ク
セ
に
ま
で
相
似
た
も

　
　
　

の
が
見
出
さ
れ
る
如
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

こ
の
Ｉ
一
っ
の
著
し
い
性
格
が
太
１
　
に
於
い
。
て
取
扱
は
れ
た
所
傅
殷
代
の

　
　
　

安
陽
出
土
品
の
性
格
で
あ
る
が
著
者
は
そ
の
性
格
観
に
條
件
を
附
さ
れ

　
　
　

る
。
即
ち
取
上
げ
ら
れ
た
置
物
が
何
れ
も
美
術
品
乃
至
商
品
化
し
た
貴
重

　
　
　

品
に
偏
し
て
ゐ
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
置
物
が
主
と
し
て
営
時
の
支
配
階
級

　
　
　

の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
営
時
の
一
般
民
衆
の
日
常
用
器
を
鋏
い
て
ゐ
る

　
　
　

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
諮
れ
ば
そ
の
性
格
観
は
営
代
文
化
全
睦
の
上
か
ら

　
　
　

は
あ
く
ま
で
も
一
面
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　

か
く
て
著
者
は
所
傅
安
陽
出
土
品
の
性
格
観
を
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
Ｑ
更

　
　
　
　

に
そ
の
考
古
學
的
立
場
か
ら
と
か
く
看
却
さ
れ
が
ち
な
営
時
の
普
遍
的
置

　
　
　
　

物
た
る
土
器
等
に
對
す
る
将
来
の
研
究
を
促
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
か
く
し
て

　
　
　
　

は
じ
め
て
富
代
文
化
の
全
膿
的
な
把
握
が
可
能
な
こ
と
は
ま
こ
之
に
著
者

の
言
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
澄
田

　

正
こ

　
　
　

昭
和
十
三
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告

　
　

‘

　
　
　
　
　
　

四
六
倍
版
、
九
一
頁
、
閻
版
八
八
葉
。

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
五
年
九
月
蛮
行

　

非
資
品

　

朝
鮮
古
蹟
研
究
者
の
牛
島
澄
跡
遺
物
に
開
す
る
諸
調
査
は
、
今
や
よ
り

科
學
的
に
し
て
、
よ
り
着
賓
な
る
方
法
を
以
て
行
は
れ
、
吾
人
の
朝
鮮
古

代
文
化
に
對
す
る
知
見
を
深
め
る
に
緊
要
な
る
基
礎
的
諸
事
賓
を
提
出
し

て
ゐ
る
の
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
事
賃
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
昭
和
十
三
年
度

に
於
い
て
な
さ
れ
た
調
査
の
報
告
で
あ
っ
て
、
前
年
度
に
も
者
し
て
新
し

い
種
々
の
事
官
に
開
す
る
簡
潔
に
し
て
、
而
か
も
要
領
を
得
た
記
述
か
ら

成
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
巻
頭
の
梅
原
末
治
研
究
員
の
同
年
度
古
蹟
調
査
概
要

に
見
ら
る
ｘ
が
如
く
。
調
査
の
主
對
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
三
國
鼎
立
時

代
に
於
け
る
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅
の
三
國
の
古
代
遺
跡
で
あ
る
が
、
一

部
分
そ
れ
以
前
の
史
前
の
も
の
に
も
及
び
。
其
の
範
関
は
全
鮮
に
亘
り
、

且
つ
古
代
寺
址
に
於
い
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
。

　

さ
て
先
づ
高
句
麗
の
遺
跡
と
し
て
は
、
小
泉
顧
夫
・
米
田
美
代
治
爾
氏

の
調
査
に
係
る
平
壌
府
外
清
岩
里
慶
寺
址
が
皐
げ
ら
れ
る
。
こ
の
賤
寺
は

後
、
高
麗
時
代
に
重
創
を
見
た
如
く
で
あ
る
が
、
其
の
間
に
高
句
麗
時
代

の
遺
構
と
置
物
と
を
出
し
て
、
同
代
寺
址
の
研
究
に
劃
期
的
な
事
竃
を
提

示
し
た
。
即
ち
そ
の
伽
藍
は
中
門
（
門
址
）
、
塔
（
八
角
政
址
）
、
金
堂

（
中
央
大
殿
址
）
。
講
堂
（
敷
椿
殿
址
）
等
と
思
は
れ
る
主
要
建
築
物
が
南
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北
に
Ｉ
列
に
な
ら
ん
だ
も
の
で
・
更
に
塔
の
左
右
に
は
東
西
暦
殿
を
配

　
　
　

し
、
之
を
一
郭
と
し
て
、
周
園
に
廻
廊
を
饒
ら
し
た
も
の
な
る
事
が
推
測

　
　
　

復
原
さ
れ
た
の
で
あ
る
ｏ
こ
れ
は
我
が
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
に
彷
彿
た

　
　
　

る
も
の
と
し
て
、
先
年
調
査
さ
れ
た
匠

　
　
　

我
が
古
代
寺
院
史
研
究
の
上
に
も
興
味
あ
る
事
賓
で
あ
る
。
本
伽
藍
の
中
、

　
　
　

右
の
主
要
な
塔
之
思
は
れ
る
八
角
殿
は
破
壊
の
程
度
や
ゝ
著
し
い
も
の
で

　
　
　

あ
っ
た
が
、
そ
の
様
態
は
先
づ
岩
盤
を
八
角
形
に
創
っ
て
豪
状
と
な
し
、

　
　
　

そ
の
周
園
に
石
材
を
並
置
し
て
基
壇
一
と
な
せ
し
如
く
で
あ
り
、
之
が
外
周

　
　
　

に
は
雨
滴
れ
受
け
と
思
は
れ
る
玉
石
敷
を
饒
ら
し
、
之
が
一
部
ぱ
少
く
も

　
　
　

更
に
中
門
並
び
に
西
殿
址
に
は
油
絡
さ
れ
て
ゐ
る
状
態
が
推
さ
れ
た
。
か

　
　
　

J
l
.
る
塔
址
は
従
来
見
ざ
り
し
形
態
に
属
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　

次
ぎ
に
同
じ
く
寺
院
址
と
し
て
石
田
茂
作
氏
・
斉
藤
忠
氏
等
に
依
っ
て

　
　
　

行
は
れ
た
扶
能
に
於
け
る
百
済
時
代
の
調
査
が
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ
’

　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　

扶
能
東
南
里
の
慶
寺
址
で
あ
り
、
他
は
住
塔
里
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う

　
　
　

ち
後
者
は
試
掘
の
程
度
に
す
ぎ
ず
、
僅
か
に
其
の
百
済
時
代
の
営
造
に
か

　
　
　

ｉ
る
事
を
推
し
得
る
に
と
ゞ
ま
っ
た
が
、
前
者
は
前
年
調
査
し
て
四
天
王

　
　
　

寺
式
配
置
の
伽
藍
で
あ
る
こ
と
の
確
め
ら
れ
た
軍
守
里
慶
寺
址
に
近
か
く

　
　
　

位
置
し
て
、
有
名
な
平
済
塔
を
含
む
寺
址
と
共
に
、
扶
能
山
を
北
方
に
控

　
　
　

え
た
都
京
址
の
中
心
地
帯
に
造
営
さ
れ
た
寺
址
の
全
貌
を
明
に
し
た
。
遺

　
　
　

址
は
講
堂
と
推
す
べ
き
北
方
基
壇
、
と
れ
と
七
十
尺
の
間
隔
を
置
い
て
翌

６

　
　

見
さ
れ
た
金
堂
址
に
営
っ
べ
き
中
央
基
壇
。
こ
れ
を
園
ん
で
南
方
に
中
門

　

址
を
祭
す
る
１
　
廊
址
等
■
６
ら
叱
り
ヽ
而
し
て
中
央
基
壇
の
前
方
に
水
槽
址

　

の
あ
る
こ
と
も
分
り
、
亦
北
方
基
壇
Ｑ
東
西
に
夫
■
t
f
基
壇
が
存
し
て
。
之

　

は
鐘
撲
址
、
継
敞
址
等
に
あ
た
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
但
し
塔
婆
を
鋏

　

く
の
は
軍
守
里
慶
寺
と
趣
を
異
に
す
る
が
、
著
者
は
金
堂
址
か
ら
中
門
に

　

到
る
間
や
、
又
そ
の
東
西
両
側
よ
り
廻
廊
址
ま
で
の
間
隔
等
が
夫
λ
七
十

　

尺
を
軍
位
と
せ
る
事
賓
、
即
ち
夫
々
割
合
の
一
定
な
る
間
隔
を
持
っ
て
ゐ

　

る
事
蜜
を
指
摘
し
て
、
爾
者
の
基
礎
計
畳
の
一
致
を
・
強
調
し
て
ゐ
る
。
な

　

ほ
遣
物
と
し
て
は
瓦
の
他
に
。
、
我
が
法
隆
寺
夢
殿
救
世
観
曹
を
彷
彿
せ
し

　

む
る
蝋
石
製
佛
像
片
の
翌
見
が
注
意
さ
れ
る
。
次
ぎ
に
慶
州
に
て
は
新
羅

　

一
統
玲
代
に
諾
す
る
千
軍
里
寺
址
が
、
東
西
の
三
暦
石
塔
の
復
建
を
筒
會

　

に
米
田
美
代
治
氏
の
手
で
行
は
れ
た
調
査
報
告
が
あ
る
。
氏
は
そ
の
精
密

　

な
調
査
に
基
い
て
本
寺
址
石
塔
の
造
成
と
伽
藍
配
置
と
の
上
に
、
佛
國
寺

Ｊ
の
そ
れ
と
極
め
て
類
似
せ
る
所
あ
る
を
逍
べ
、
其
の
使
用
尺
度
が
標
準
唐

　

尺
に
依
る
と
何
れ
も
完
尺
を
得
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
造
寺
計
畳
に
説
き
及

　

ん
で
ゐ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
ｏ

　
　

以
上
は
末
書
を
特
色
づ
け
て
ゐ
る
夫
々
の
興
味
あ
る
寺
院
址
の
翌
掘
調

　

査
に
開
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
ぎ
に
古
墳
墓
の
調
査
と
し
て
は
、
先
づ

　

渾
俊
一
、
有
光
教
一
雨
氏
の
行
っ
た
全
羅
南
逡
羅
州
郡
盾
南
面
の
古
墳
の

　

報
文
が
翠
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
甕
棺
を
主
謄
と
し
た
古
墳
で
あ
っ
て
、
既

　

に
早
く
谷
井
済
一
氏
に
依
っ
て
調
査
さ
れ
、
重
要
な
事
項
が
知
ら
れ
た
の

　

で
あ
る
が
、
而
も
不
幸
に
し
て
其
の
詳
細
の
學
界
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
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の
で
あ
る
。
古
墳
は
何
れ
も
紫
後
山
を
取
圃
む
丘
陵
に
存
在
す
る
も
の
で

中
で
新
村
里
並
び
に
徳
山
里
に
あ
る
若
干
が
調
査
せ
ら
れ
た
。
是
等
甕
棺

の
存
す
る
墳
形
は
、
有
光
氏
に
依
る
と
。
例
へ
ば
新
村
里
第
六
読
墳
の
如

く
、
内
地
の
前
方
後
圓
墳
の
外
貌
に
髪
奔
た
る
も
の
を
も
含
ん
で
居
り
、

亦
甕
を
葬
っ
た
位
置
の
如
き
も
、
墳
の
頂
に
近
き
所
に
あ
っ
て
、
我
が
古

式
墳
に
趣
き
を
同
じ
く
す
る
様
で
あ
る
。
扱
て
嶮
出
さ
れ
た
甕
棺
は
大
牛

盗
掘
さ
れ
て
ゐ
た
が
完
存
せ
る
甕
は
身
・
蓋
共
に
黒
女
色
を
呈
し
、
厚
手

に
し
て
表
面
に
荊
目
文
を
打
出
し
た
焼
成
堅
牢
な
る
も
の
で
、
北
九
州
に

見
る
側
生
式
の
甕
棺
と
は
自
ら
趣
き
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
副
葬

品
中
に
は
、
勾
玉
、
環
頭
柄
頭
大
刀
、
及
び
多
敏
の
祀
部
風
の
土
器
が
あ

っ
て
全
鮮
を
通
じ
て
最
も
日
本
的
な
色
調
を
帯
び
て
居
り
、
そ
の
鮎
で
外

形
に
相
圏
ず
る
も
の
が
あ
る
。
著
者
は
更
に
之
に
對
し
、
三
國
時
代
の
所

謂
倭
人
の
墓
と
言
う
て
ゐ
る
の
を
聴
く
べ
き
で
も
ら
う
。
な
ほ
こ
の
報
１
　

に
は
同
時
に
調
査
し
た
興
徳
里
に
あ
る
一
石
室
墳
を
併
せ
雌
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
規
模
の
小
さ
い
排
水
溝
の
存
す
る
横
穴
式
に
諾
す
る
が
、
中
に
百

済
式
の
壷
、
同
座
金
具
等
を
出
土
し
、
公
州
宋
山
里
古
墳
翌
見
遣
物
に
相

似
た
も
の
ゝ
あ
る
こ
と
が
事
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
古
墳
調
査
の
第
一
一
は
大
邱

府
附
近
に
於
け
る
竪
穴
式
と
横
穴
式
と
の
中
間
型
と
も
見
る
可
き
石
室
墳

に
開
す
る
賓
藤
忠
氏
の
調
査
報
告
で
あ
る
。
其
の
一
つ
は
大
邱
府
郊
外
の

新
池
洞
丘
陵
一
帑
に
存
ず
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
地
城
郡
解
顔
面
の
も
の
、

で
あ
る
よ

後
室
に
は
副
葬
品
の
み
を
容
れ
た
所
謂
土
器
室
を
な
し
て
ゐ
る
鮎
に
興
味

あ
る
事
貸
を
示
し
て
ゐ
る
。
加
へ
る
に
其
の
解
顔
面
第
一
一
読
墳
は
封
土
の

具
合
が
、
あ
た
か
も
積
石
塚
の
趣
き
を
呈
し
て
ゐ
る
の
は
、
慶
州
附
近
の

積
石
木
槨
墳
と
の
聯
開
を
考
へ
し
め
る
こ
と
筆
者
の
指
摘
す
る
如
く
で
あ

る
。
最
後
に
本
書
に
は
、
同
じ
大
邱
府
の
大
鳳
町
に
存
す
る
支
石
墓
に
對

す
る
藤
田
亮
策
研
究
員
の
調
査
報
告
が
収
鉄
さ
れ
て
ゐ
る
。
報
告
に
依
る

と
大
邱
附
近
の
支
石
墓
群
は
師
範
學
佼
内
の
も
の
を
基
鮎
と
し
て
調
査
さ

れ
た
そ
の
第
一
圓
よ
り
第
五
匹
に
到
る
迄
、
す
べ
て
南
北
の
磁
針
を
僅
か

に
西
に
傾
き
乍
ら
、
ほ
ゞ
一
直
線
上
に
並
列
し
て
ゐ
る
。
一
一
基
乃
至
三
基

が
一
群
を
な
し
、
而
も
一
群
と
一
群
と
の
間
。
若
干
の
間
隔
を
保
持
し
て

列
ん
で
ゐ
る
。
今
回
調
査
の
も
Ｑ
は
右
の
中
第
一
区
と
第
五
峨
に
相
営
す

る
ｏ
何
れ
も
支
石
墓
と
は
言
ふ
も
、
北
鮮
に
見
る
が
如
き
丈
の
高
き
も
の

で
な
く
、
石
室
は
地
下
に
存
し
、
天
井
石
は
、
ほ
ゞ
塊
岩
よ
り
成
り
地
上

に
直
ち
に
接
し
た
類
で
あ
る
・
う
ち
第
一
班
の
第
ご
支
石
墓
・
第
三
戚
の

第
三
支
石
墓
は
扁
平
な
る
標
石
で
覆
は
れ
て
ゐ
た
が
。
そ
の
直
下
の
石
室

に
達
す
る
周
園
に
は
河
原
石
を
積
み
敷
き
、
あ
た
か
も
積
石
塚
の
中
央
に

投
石
を
安
置
し
た
形
態
を
存
し
た
。
而
し
て
装
見
の
直
物
は
磨
製
石
斂
の

他
に
、
第
一
顕
第
二
支
石
墓
中
か
ら
は
、
か
の
或
北
の
石
器
時
代
置
跡
に

見
る
丹
塗
磨
研
土
器
が
あ
っ
た
粘
が
特
筆
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
藤
田
氏

は
其
の
報
告
の
終
り
に
、
従
来
の
調
査
か
ら
大
邱
支
石
墓
の
性
質
を
綜
括

し
ｔ
、
こ
の
種
遺
跡
の
性
質
観
の
上
に
一
の
重
要
な
る
事
宣
を
示
し
て
ゐ
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る
ｏ

　
　
　
　

以
上
本
書
の
内
容
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
本
書
は
昭

　
　
　

和
十
三
年
度
に
於
叶
る
牛
島
の
考
古
葛
的
調
査
の
縮
圖
と
言
ひ
得
る
。
多

　
　
　

方
面
の
科
學
的
調
査
を
載
せ
た
此
の
報
告
書
は
外
観
上
で
は
本
文
僅
か
に

　
　
　

百
頁
、
圖
版
ま
た
之
に
。
充
た
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
｀
が
、
質
に
於
い
て
は
内

　
　
　

地
の
調
査
報
告
書
類
は
勿
論
、
美
文
に
て
っ
く
ろ
へ
る
多
く
の
古
代
文
化

　
　
　

史
書
を
菱
か
に
凌
駕
す
る
も
の
と
し
て
。
永
く
光
。
彩
を
放
っ
で
あ
ら
ｉ
。

　
　
　

評
者
は
将
来
更
に
牛
島
に
於
け
る
此
の
種
考
古
學
的
調
査
報
告
書
の
続
出

　
　
　

を
新
っ
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

。
〔
藤
岡
謙
二
郎
〕

　
　
　
　
　
　

邁
溝
巻
下
満
洲
國
邁
化
省
輯
安
蘇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
句
麗
壁
書
墳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
内

　

宏
・
梅
原
末
治
共
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
五
年
七
月

　

日
満
文
化
協
會
刊

　
　
　
　

昭
和
十
年
秋
及
び
十
一
年
秋
の
一
一
回
通
溝
地
方
の
高
句
麗
腹
蹟
に
對
し

　
　
　

て
な
さ
れ
た
調
査
の
結
果
は
既
に
池
内
博
士
に
よ
り
『
通
溝
』
上
巻
と
し

　
　
　

て
昭
和
十
三
年
十
月
そ
の
一
牛
が
出
版
さ
れ
て
ゐ
た
。
上
島
に
於
い
て
通

　
　
　

溝
澄
蹟
に
對
す
る
全
般
的
な
考
察
が
な
さ
れ
た
が
古
墳
と
し
て
は
石
塚
に

　
　
　

重
鮎
が
置
か
れ
た
。
壁
書
古
墳
は
殆
ん
ど
土
塚
で
あ
る
が
上
巻
に
於
い
て

　
　
　

は
五
塊
墳
・
牟
頭
庫
塚
が
石
塚
と
併
せ
述
べ
ら
れ
て
石
塚
・
土
塚
の
年
代

　
　
　

に
開
す
る
意
見
を
見
た
の
で
あ
る
。
即
ち
丸
都
國
都
時
代
（
紀
元
一
一
〇
〇

６

　
　

年
頃
－
）
は
石
塚
が
通
じ
て
行
は
れ
土
塚
の
。
多
く
は
そ
れ
に
對
し
て
長
壽

　

王
の
平
壌
遷
都
λ
紺
元
四
二
七
年
）
似
後
の
丸
都
薯
都
時
代
の
も
の
で
従

　

っ
て
平
服
遷
都
を
大
陸
の
境
と
し
て
石
塚
か
ら
土
塚
へ
と
移
愛
し
た
も
の

　

で
あ
ら
う
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
た
。

　
　

そ
の
＋
ｐ
ｅ
中
壁
鷺
霞
を
有
す
る
舞
踊
塚
・
角
抵
塚
・
三
室
塚
・
四

　

釣
塚
・
牟
頭
婁
塚
及
び
環
文
塚
が
本
下
倦
に
於
い
て
逍
べ
ら
れ
て
あ
る
。

　

先
づ
相
並
ん
だ
舞
踊
塚
・
角
抵
塚
は
何
れ
も
石
室
内
が
一
宇
の
屋
室
と
見

　

た
て
ら
れ
て
斗
摸
を
備
へ
た
柱
及
び
梁
が
描
か
れ
被
葬
者
を
中
心
と
し
た

　

物
語
的
な
壁
書
が
高
知
麗
人
の
風
俗
を
具
陸
的
に
示
し
で
比
較
的
よ
く
残

　

っ
て
ゐ
る
。
三
室
塚
の
壁
書
と
し
て
先
づ
注
意
す
べ
き
は
梁
状
の
持
洽
り

　

を
支
へ
る
怪
異
な
る
力
士
像
で
あ
っ
て
こ
れ
は
多
く
の
壁
畳
墳
に
見
ら
れ

・
る
柱
状
装
飾
か
ら
四
釣
塚
に
於
け
る
や
う
な
特
殊
な
擬
柱
紳
人
装
飾
に
移

　

行
す
る
過
渡
狛
意
匠
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
四
釣
塚
に
於
い
゛
て
興
味
あ

　

る
こ
と
は
持
汲
り
天
井
部
に
見
ら
れ
る
怪
異
な
る
獣
面
で
そ
れ
は
避
邪
を

　

象
徴
す
る
と
同
時
に
四
肢
の
示
す
所
擬
設
の
束
の
用
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と

　

で
お
る
ｏ

　
　

更
に
牟
頭
婁
塚
・
環
文
塚
が
述
べ
ら
れ
終
″
つ
て
結
語
と
し
て
通
溝
平
服

　

爾
地
方
の
壁
畳
古
墳
の
年
代
観
に
及
ん
で
ゐ
る
。
印
ち
内
部
構
造
・
壁
書

　

の
手
法
に
本
づ
い
て
先
づ
梅
山
里
四
紳
塚
を
最
も
古
く
西
暦
五
世
紀
前
牛

　

に
置
き
三
室
塚
を
五
世
紀
後
牛
と
し
牟
頭
婁
塚
は
墓
誌
か
ら
六
世
紀
初
と

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　

推
さ
れ
て
ゐ
る
。
角
抵
塚
・
舞
踊
塚
は
安
城
洞
大
塚
と
相
通
ず
る
も
の
が

　

あ
り
通
海
四
榊
塚
・
湖
宿
里
四
釣
塚
と
共
に
大
豊
高
句
麗
下
代
の
4
1
そ
の
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