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も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
瓦
甑
、
鵬
尾
。
秉
像
石
等
に
次
い
で
ガ
ラ
ス
或

ひ
は
漢
代
の
絹
、
簡
札
が
取
上
げ
ら
れ
る
。
巣
浪
の
吸
物
を
中
心
と
し
た

五
篇
の
論
文
中
で
は
殊
に
木
棺
或
ひ
侃
杯
が
文
献
と
相
僕
っ
て
考
察
さ
れ

た
の
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
而
し
七
『
考
古
學
上
よ
り
見
た
る
東

西
古
文
化
』
の
闘
係
を
概
観
さ
れ
て
は
、
漢
と
大
秦
と
の
文
化
交
流
を
が
‘

ラ
ス
と
絹
も
て
述
べ
ら
れ
、
唐
と
波
斯
サ
ッ
サ
ソ
朝
と
の
開
係
を
胡
瓶
と

獅
子
狩
文
様
の
例
も
て
論
じ
て
居
ら
れ
る
。
最
後
は
我
が
古
墳
出
土
品
と

支
那
六
朝
近
物
と
の
開
係
で
あ
る
。

　

以
上
が
本
書
集
録
の
諸
論
文
の
大
臍
の
紹
介
で
あ
る
が
そ
の
根
幹
は
既

に
述
べ
た
如
く
唐
代
文
化
の
閉
明
か
ら
正
倉
院
御
物
へ
の
開
心
と
な
り
こ

ｘ
に
著
者
の
支
那
考
古
學
開
拓
の
方
法
は
定
ま
り
、
而
も
そ
の
研
究
方
向

が
逞
に
東
西
爾
文
化
の
交
流
開
係
に
翌
展
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

る
こ
と
が
出
来
た
。
従
っ
て
本
書
集
録
の
諸
論
文
中
の
諸
事
項
に
闘
し
て

梢
重
複
す
る
所
が
多
い
。
そ
の
こ
と
は
我
々
が
特
に
本
書
に
こ
そ
巻
末
索

引
の
必
要
を
痛
感
す
る
所
以
で
あ
^
６
°
更
に
希
望
を
述
べ
る
な
ら
ば
そ
の

後
の
新
し
き
資
料
或
ひ
は
そ
れ
に
本
づ
か
れ
る
最
近
の
見
解
等
を
簡
単
に

追
記
さ
れ
た
ら
と
の
念
一
入
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

〔
澄
田

　

正
一
〕

　

東
洋
史
上
の
日
本

　
　
　
　

志
田
不
動
吟
著

－

　
　
　
　
　

’
昭
和
十
五
年
十
二
月
、
東
京
四
海
書
房
出
版

　
　
　
　
　
　
　

本
文
三
三
八
頁
、
定
價
Ξ
Ξ
○

わ
れ
ら
が
國
史
と
し
て
學
ん
だ
日
本
の
歴
史
を
東
洋
史
の
立
場
か
ら
見

な
ほ
し
て
み
る
こ
と
は
、
面
白
い
。
と
い
ふ
の
。
み
で
な
く
學
間
的
に
重
要
で

あ
る
と
い
ふ
提
言
を
し
ば
／
ｖ
ヽ
耳
に
し
た
も
の
は
緒
言
に
よ
る
と
著
者
志

田
教
授
の
六
年
前
か
ら
の
課
題
で
あ
１
つ
だ
「
日
本
を
中
心
と
せ
る
大
東
亜

の
歴
ｕ
的
相
ｔ
ｆ
関
係
を
具
臍
的
に
内
容
づ
け
そ
の
間
を
貫
く
一
系
の
活
刀

筋
を
見
い
だ
し
将
来
の
指
導
原
理
た
ら
し
め
る
」
企
て
の
成
果
た
る
本
書

　

「
東
洋
史
上
の
日
本
」
を
手
に
し
て
、
待
望
の
好
著
を
え
た
こ
と
を
喜
ぶ

で
あ
ら
う
・
現
官
に
對
す
る
は
げ
し
い
関
心
と
共
に
、
學
徒
と
し
て
の
佩

摯
な
勇
気
を
こ
め
ら
れ
た
本
書
に
は
、
東
部
ア
ジ
ア
、
・
即
ち
日
本
海
・
黄

海
支
那
海
に
よ
っ
て
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
結
び
っ
け
ら
れ
た

ろ
日
本
は
じ
め
朝
鮮
・
満
洲
・
蒙
古
・
支
那
。
更
に
南
方
の
地
帯
に
お
い

て
興
起
せ
が
諸
民
族
及
び
諸
國
家
の
政
治
・
梶
済
的
交
ま
の
歴
史
事
情
が

相
互
の
史
料
を
對
校
し
’
　
＾
出
論
著
に
參
捺
し
、
平
明
周
密
な
筆
致
を
淀

て
詳
述
さ
れ
て
ゐ
る
。
分
っ
所
は
序
論
の
外
十
章
、
絡
り
に
結
論
、
參

考
書
目
及
び
索
引
を
附
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　

序
論
に
お
い
て
は
、
東
亜
に
お
け
る
先
進
國
で
あ
っ
た
支
那
の
華
夷
思

想
を
嶮
討
す
る
こ
と
に
よ
り
外
交
開
係
に
現
れ
て
く
る
推
恩
・
朝
貢
・
侵

寇
等
の
諸
形
式
を
指
摘
し
、
第
一
章
古
代
の
日
支
開
係
に
お
い
て
支
那
的

世
界
と
接
鯛
し
始
め
た
三
韓
・
日
本
の
状
態
を
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
場
合

に
も
梶
原
灸
的
観
鮎
、
殊
に
周
末
支
那
齢
會
内
部
の
酸
展
を
考
へ
る
如
き

態
度
は
外
交
的
事
賓
の
叙
述
に
或
る
確
か
さ
を
輿
へ
る
様
に
見
え
る
。
こ

れ
ぱ
全
編
を
通
じ
て
看
取
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
、
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第
二
章
「
大
化
改
新
前
後
の
日
支
開
張
」
で
は
聖
徳
太
子
の
御
努
力
に

よ
り
日
隋
の
開
係
が
對
等
的
に
行
は
れ
た
こ
と
、
中
大
兄
皇
子
に
よ
る
日

唐
交
通
の
盛
大
と
國
内
改
革
と
の
関
係
を
牛
島
の
形
勢
を
顧
み
っ
ｉ
述
べ

第
三
章
「
奈
良
時
代
」
に
は
前
代
の
政
治
的
多
難
を
脱
し
、
日
・
唐
・

新
羅
・
治
海
の
間
に
平
和
で
輝
か
し
い
國
際
舞
豪
が
開
か
れ
た
こ
と
、
及

び
國
家
的
自
賢
の
も
と
に
活
躍
し
た
わ
が
遣
外
使
臣
の
行
動
を
記
し
、
第

四
章
「
子
安
前
期
」
に
入
り
て
は
、
各
國
の
並
行
的
な
政
情
不
安
が
外
交

不
振
を
来
し
、
遣
唐
使
派
遣
に
代
り
私
的
貿
易
が
始
ま
り
、
そ
の
貨
物
は

ア
ラ
ビ
ア
・
ペ
ル
シ
ア
の
商
人
が
支
那
に
舶
載
し
た
物
の
一
部
の
物
資
で

あ
っ
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
、
第
五
章
「
平
安
後
期
」
に
は
前
代
と
Ｉ
愛
し

宋
・
契
丹
こ
尚
麗
と
院
政
時
代
、
源
平
時
代
の
わ
が
國
と
の
交
渉
が
日
支

商
人
の
活
躍
や
海
賊
の
跳
梁
の
う
ち
に
行
は
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
第
六
章

　

「
鎌
倉
時
代
」
に
引
き
っ
が
れ
、
元
冦
や
支
那
の
市
刑
司
及
び
南
海
貿
易

と
共
に
、
宋
銭
の
流
出
が
わ
が
國
経
済
の
酸
達
に
呉
へ
た
影
響
の
如
き
重

要
な
現
象
が
説
明
さ
れ
ろ
。

　

第
七
章
「
室
町
時
代
」
に
は
、
琉
球
と
南
洋
と
が
始
め
て
姿
を
現
し
、

足
利
氏
と
明
と
の
間
の
國
家
的
暗
面
か
経
済
的
需
要
か
を
廻
る
外
交
に
つ

き
記
す
と
共
に
彼
我
の
文
化
的
交
渉
に
も
一
節
を
割
き
、
支
那
人
の
日
本

に
對
す
る
知
識
の
到
達
と
い
ふ
新
し
い
事
情
を
指
摘
し
て
あ
る
。

’
第
八
章
「
近
世
初
期
に
於
け
る
日
本
の
翌
展
」
に
お
い
て
、
戦
國
末
期

よ
り
織
壹
・
徳
川
初
期
時
代
に
お
け
る
わ
が
商
業
資
本
の
宋
曾
有
心
酸
展

に
伴
ふ
邦
人
の
海
外
殷
展
と
共
に
、
西
・
葡
・
蘭
・
英
諸
外
暇
商
人
の
、

来
航
基
督
教
の
宣
傅
の
有
様
が
展
開
さ
れ
、
東
亜
の
新
情
勢
の
到
来
を
感

ぜ
し
め
ら
れ
る
。
し
か
る
に
第
九
章
「
江
戸
時
代
」
に
入
り
、
幕
府
の
鎖

國
政
策
が
蘭
・
支
二
國
と
の
長
崎
貿
易
、
島
津
氏
の
琉
球
貿
易
以
外
の
諸

交
渉
を
殆
ん
ど
噺
絶
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
第
十
章
「
明
治
維
新

と
其
の
後
の
日
支
関
係
」
に
お
い
て
吾
等
の
耳
目
に
遠
が
ら
ぬ
明
治
以
後

の
わ
が
國
力
の
翌
展
を
中
心
と
す
る
重
要
な
諸
事
件
が
論
述
せ
ら
れ
、
現

下
の
情
勢
に
ま
で
著
者
の
史
眼
は
及
ん
で
ゐ
る
。

　

上
述
の
諸
章
の
匠
分
は
お
ほ
む
ね
わ
が
國
史
の
時
代
わ
け
に
従
っ
て
ゐ

る
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
を
中
心
と
す
る
以
上
も
と
よ
り
然
る
べ
き
で

　
　

一

あ
る
が
ヽ
そ
の
た
め
支
那
や
画
鮮
の
諸
王
朝
の
時
代
と
Ｉ
々
對
胞
さ
せ
っ

　

6
6

玉
亜
に
お
け
る
國
際
開
係
の
酸
展
を
説
明
す
る
結
果
、
叙
述
の
前
後
や

　
　

一

重
出
が
少
か
ら
ず
見
５
け
ら
れ
國
際
事
件
の
展
開
の
筋
道
が
梢
明
瞭
を
か

く
の
如
く
で
あ
る
ｏ
然
し
読
者
に
多
少
の
鋤
備
知
識
が
あ
れ
ば
こ
れ
は
大

し
た
困
難
で
な
く
、
日
本
が
支
那
文
明
に
接
し
始
め
た
頃
か
ら
、
東
亜
を

指
導
し
っ
ｘ
あ
る
現
代
に
及
ぶ
ま
で
の
情
勢
が
相
互
に
別
つ
こ
と
の
で
き

ぬ
開
聯
を
も
口
て
鮮
か
に
浮
ん
で
く
る
。
一
部
に
お
い
て
、
日
支
並
び
に
’

ア
ジ
ア
諸
民
族
の
文
化
交
流
の
事
官
を
過
少
覗
す
る
議
論
が
唱
へ
ら
れ
る

時
、
駆
な
る
支
那
史
で
も
な
く
、
ま
た
画
蒙
史
、
そ
の
他
一
民
族
一
地
方

の
歴
史
で
も
な
い
、
勝
義
に
お
け
る
東
洋
史
的
観
鮎
に
立
っ
た
本
書
の
出

現
は
、
史
官
の
考
定
と
記
述
以
上
に
學
界
に
新
し
い
覗
野
を
示
す
で
あ
ら
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乞
そ
れ
ぐ
ｏ
開
心
を
亀
っ
専
攻
分
野
に
お
げ
る
賓
謐
的
研
究
の
着
賞

な
る
歩
み
と
共
に
、
東
洋
史
を
學
ぶ
以
上
何
人
も
拒
否
す
る
能
は
ざ
る
共

通
の
根
板
の
自
愛
が
必
要
な
る
こ
と
今
日
に
過
ぐ
る
は
な
い
。
本
書
は
少

く
と
も
こ
の
問
題
へ
の
大
き
な
寄
呉
と
し
て
、
た
か
く
詐
價
せ
ら
る
べ
き

も
の
と
信
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
宮
川

　

倚
志
〕

　
　
　

乾
隆
京
城
全
国

　

附
解
晩
索
引

　
　
　
　
　
　

興
亜
院
華
北
建
絡
部
政
務
局
調
査
所
発
行

　

非
寅
品

　

府
聡
志
の
類
に
附
せ
ら
れ
た
Ｉ
、
二
葉
の
零
細
な
地
圖
で
も
屡
々
役
立

っ
て
有
難
い
思
ひ
を
す
る
。
文
章
で
如
何
に
記
さ
れ
た
と
し
て
も
一
片
の

簡
単
な
地
圖
の
存
在
に
及
ば
な
い
場
合
は
必
ず
し
も
其
の
例
に
乏
し
く
は

な
い
で
も
ら
う
。
北
京
な
ど
に
就
い
て
も
矢
張
り
か
５
し
た
こ
と
が
云
は

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
下
奮
聞
考
を
始
め
と
し
幾
多
の
史
蹟
開
係
の
書
籍

が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
は
殆
ん
ど
地
圖
が
存
し
な
い
昆
、
其
の

位
置
や
状
態
を
明
か
に
す
る
の
に
困
難
す
る
場
合
に
逢
着
す
る
こ
と
が
稀

れ
で
は
な
い
。
然
る
に
今
か
ら
数
年
前
、
故
宮
の
丙
務
府
造
辨
處
輿
岡
房

か
ら
最
大
に
し
て
最
古
の
北
京
市
街
圖
が
晟
見
さ
れ
た
。
其
の
経
緯
に
就

い
て
は
既
に
今
西
學
士
が
本
誌
第
四
巻
第
六
読
に
「
乾
隆
北
京
地
圖
に
就
。

い
て
」
と
題
し
て
紹
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
残
念
な
こ
と
に
は

か
う
じ
た
・
見
事
な
地
圖
が
あ
っ
た
と
し
て
恥
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
は

限
ら
れ
た
者
の
み
に
許
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
更
に
事
鍵
前
、
中
國
曼
造
學

計
が
出
版
を
計
霞
す
る
と
云
ふ
様
な
こ
と
も
無
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
寫

員
撮
影
に
止
り
、
未
だ
印
行
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ぞ
れ
を
先
般
、

た
ま
く
同
學
士
の
紹
介
に
依
っ
て
知
り
得
た
興
亜
院
華
北
連
絡
部
政
務

局
調
査
所
が
複
印
す
る
こ
と
ｉ
な
っ
て
、
研
究
者
の
便
宜
に
資
せ
ら
れ
る

様
に
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

原
圖
は
大
約
六
百
五
十
分
の
二
だ
と
云
は
れ
る
が
、
複
印
圖
は
更
に
葦

　

ゝ

圖
の
十
六
分
の
［
に
縮
寫
し
た
も
の
で
。
従
っ
て
I
I
千
六
百
分
の
一
の
地

圖
と
し
て
再
現
さ
れ
た
譚
で
あ
る
。
今
披
見
す
る
に
、
コ
ロ
タ
イ
プ
版
に

依
っ
た
が
、
技
術
の
至
ら
ぬ
鴛
文
字
な
ど
不
鮮
明
と
な
っ
た
と
こ
ろ
も
認

め
ら
れ
る
。
然
し
兎
も
角
現
地
の
印
刷
屋
の
仕
事
と
し
て
は
上
出
来
と
云

は
ね
ば
な
る
ま
い
。
而
も
こ
の
峡
脂
は
索
引
に
依
っ
て
全
く
補
は
れ
て
居

る
・
此
の
地
圃
は
宮
殿
破
屋
橋
梁
池
川
の
類
が
一
々
詳
細
に
鳥
瞰
圖
式
に

描
か
れ
、
勿
論
壹
魚
の
損
じ
た
部
分
も
少
く
な
い
が
、
こ
れ
に
依
っ
て
配

置
の
み
な
ら
ず
ヽ
建
築
の
様
子
な
ど
亀
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
０
　
面
白
い
の

は
北
堂
の
天
主
堂
に
は
十
字
架
が
現
は
さ
れ
、
そ
の
左
右
に
は
龍
が
居
り

武
英
殿
に
は
例
の
香
妃
が
用
ひ
だ
と
俗
に
傅
ふ
る
浴
徳
殿
の
ト
ル
＝
式
風

呂
が
あ
る
か
と
思
へ
ば
、
天
慶
寺
の
風
呂
は
未
だ
築
造
さ
れ
て
居
な
か
う

た
と
見
え
て
何
等
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
其
の
他
か
】
る
例
を
事
げ
た
ら

際
限
が
な
い
・
齢
附
局
の
解
説
ぽ
今
西
學
士
の
執
筆
に
な
り
。
本
圃
の
膿

裁
と
規
模
を
述
べ
、
絶
修
年
代
を
考
鐙
し
、
其
の
源
流
を
考
へ
、
此
の
圖

以
後
の
製
作
に
亀
鯛
れ
、
清
朝
時
代
逞
に
比
肩
す
べ
き
地
岡
の
作
成
せ
ら
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