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渾

　
　

源

紀

　
　

行

　

昭
和
七
二
年
の
春
、
渾
源
族
行
を
企
て
行
は
れ
な
か
つ
て
か

ら
、
仲
々
其
の
機
會
が
到
来
し
な
か
っ
だ
の
が
、
漸
く
賓
現
の

迩
び
と
な
っ
だ
の
は
昨
年
十
一
月
廿
七
日
で
あ
っ
た
。
同
行
三

人
、
晋
北
政
廳
の
大
喜
多
氏
、
そ
れ
に
日
比
野
君
と
僕
と
で
あ

る
。
政
直
の
厚
意
で
、
巡
警
川
の
防
寒
具
を
借
用
し
、
も
の
も

０
し
い
支
度
で
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
だ
の
が
十
二
時
前
後
、
大
同

の
東
門
を
出
て
御
河
を
渡
る
。
寒
風
が
そ
ろ
／
～
肌
に
浸
み
、

頬
は
切
ら
れ
る
様
に
冷
た
く
感
じ
た
。
御
河
の
橋
は
新
し
く
架

せ
ら
れ
た
立
派
な
も
０
た
っ
た
。
橋
０
な
か
っ
た
時
分
は
川
越

人
足
が
居
て
、
牛
か
豚
の
皮
で
造
っ
た
ズ
ボ
ン
や
靴
を
穿
ち
交

辿
の
手
助
け
を
し
か
も
０
で
あ
る
が
、
今
後
は
さ
う
し
た
光
景

に
接
し
難
く
な
る
で
あ
ら
う
。
束
観
０
側
０
坂
路
を
の
ぼ
り
、

見
晴
し
の
き
く
千
地
を
南
に
向
っ
て
走
る
。
右
手
に
御
河
を
眺
、

め
、
遥
か
に
見
え
る
山
脈
に
對
し
て
進
む
。
襄
山
山
脈
と
云
ふ

ゝ

野

　
　

勝

　
　

年

の
は
印
ち
此
の
山
脈
を
指
し
て
云
ふ
の
で
あ
る
。
桑
乾
河
は
山

服
に
沿
う
て
流
れ
て
居
る
が
、
既
に
波
河
地
陥
の
上
流
で
御
河

を
合
し
て
居
る
の
で
あ
っ
た
。
河
を
渡
れ
ば
吉
家
荘
と
云
ふ
小

部
落
が
あ
る
。
此
處
を
外
れ
る
と
急
傾
斜
と
な
り
、
愈
々
山
路

に
か
ｘ
つ
た
こ
と
を
思
は
し
め
る
。
進
む
に
従
０
　
、
路
は
渓
谷

の
間
を
ぬ
ぐ
ひ
、
道
路
と
云
ふ
ょ
り
寧
ろ
河
床
を
行
く
と
云
ふ

の
が
辿
し
た
所
も
あ
る
。
雨
側
は
断
崖
を
な
し
、
場
所
に
依
る

と
可
成
り
迫
り
、
岩
浙
が
明
確
に
現
れ
、
所
々
珍
し
い
摺
曲
を

示
し
て
居
た
。
石
炭
の
包
含
暦
な
ど
も
到
る
處
に
あ
っ
て
、
最

初
こ
そ
数
へ
皐
げ
た
が
直
ぐ
に
無
意
味
と
知
る
程
だ
っ
た
。
樹

木
無
く
飛
鳥
交
は
す
、
唯
だ
服
馬
を
追
０
　
乍
ら
来
る
人
々
に
は

若
干
遇
っ
た
が
、
・
包
等
と
す
れ
ち
が
ふ
と
あ
と
は
唯
だ
車
の
響

の
み
だ
っ
た
。
若
し
轍
を
外
せ
ば
く
っ
が
へ
る
で
あ
ら
う
。
逆

の
方
向
か
ら
車
が
来
れ
ば
立
往
生
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
崖
上
か
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ら
一
狸
の
手
榴
弾
を
投
げ
っ
け
ら
れ
た
ら
そ
れ
で
完
了
だ
。
車

　
　

上
０
人
と
な
っ
た
が
最
後
、
車
と
運
命
を
共
に
す
る
詳
で
、
政

　
　

廳
の
役
人
が
迩
秤
手
さ
ん
に
頭
の
阜
ら
な
い
の
も
尤
も
な
話
と

　
　

肯
け
る
０
で
あ
っ
た
。

　
　
　

大
同
と
渾
源
の
領
境
に
立
つ
標
柱
の
逡
で
路
は
ほ
ゞ
降
り
初

　
　
　

め
、
松
樹
湾
を
過
ぎ
る
と
脱
野
が
開
け
て
渾
源
の
盆
地
が
一
望

　
　
　

の
中
に
見
渡
せ
る
。
盆
地
の
南
縁
に
は
恒
山
山
脈
が
そ
ｘ
り
立

　
　
　

ち
、
そ
れ
は
丁
度
大
同
の
盆
地
か
ら
襄
山
山
脈
を
眺
む
る
場
合

　
　
　

と
似
て
居
だ
。
唯
だ
後
者
０
場
合
は
盆
地
が
浅
か
に
廣
大
だ
の

　
　
　

で
あ
る
。
襄
山
山
賑
の
北
側
は
峻
嶮
で
あ
っ
た
が
南
側
は
ゆ
る

　
　
　

や
か
な
傾
斜
を
示
し
、
黄
土
の
洪
積
台
地
と
で
も
栃
す
可
き
地

　
　
　

形
で
あ
っ
た
。
後
で
聞
い
た
と
こ
ろ
に
依
る
と
恒
山
山
脈
の
場

　
　
　

合
も
殆
ん
ど
同
様
だ
と
云
ふ
こ
と
だ
っ
た
。
丁
度
直
角
三
角
形

　
　
　

の
斜
逡
が
山
脈
の
南
側
に
営
り
、
直
角
を
さ
し
は
さ
む
一
逞
が

　
　
　

北
側
に
富
る
の
で
あ
る
。
断
暦
の
隆
起
に
依
っ
て
此
の
二
個
の

　
　
　

山
脈
が
形
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
ご

　
　

’
源
の
盆
地
で
あ
ら
う
。
盆
地
の
廣
さ
は
我
が
京
都
盆
地
に
比
し

　
　
　

て
梢
々
劣
る
程
度
に
思
は
れ
た
。

３

　
　

渾
源
の
領
城
に
着
い
た
の
は
三
時
牛
。
早
速
部
公
署
を
訪
れ

Ｊ

　

て
參
事
官
に
面
會
を
求
め
た
が
、
會
議
中
と
か
で
面
會
出
来
す

日
系
の
官
吏
に
宿
舎
の
件
を
依
頼
し
た
が
、
こ
の
方
も
ぐ
す
ぐ

す
し
て
居
て
埓
が
明
き
さ
う
で
た
か
っ
た
。
今
次
０
行
は
賓
は

政
廳
の
依
嘱
を
も
受
け
て
居
る
の
だ
っ
た
が
、
日
暮
も
漸
く
追

っ
て
来
る
の
で
こ
れ
以
上
交
渉
を
続
け
る
の
は
却
っ
て
不
愉
快

を
檜
す
か
も
知
れ
な
い
と
、
挨
拶
旁
々
警
備
隊
へ
行
っ
て
話
し

て
み
る
こ
と
ｘ
し
た
。
折
り
良
く
も
稲
毛
部
隊
長
が
居
ら
れ
、

来
意
を
告
げ
る
と
、
宿
舎
の
こ
と
の
み
た
ら
す
、
李
略
や
恒
山

地
學
０
こ
と
に
就
い
て
も
圖
ら
ざ
る
便
宜
を
呉
へ
て
災
れ
た
。

部
除
長
は
陸
地
測
量
部
に
居
た
こ
ろ
信
州
上
高
地
遵
の
地
圖
を

造
ら
れ
た
、
ア
ル
ピ
ー
｛
ス
ト
に
と
っ
て
の
恩
人
な
０
で
あ
る
。

話
好
き
な
人
で
恒
山
北
嶽
崩
が
此
適
の
人
達
に
深
く
信
仰
さ
れ

て
居
る
こ
と
や
、
将
来
參
詣
道
路
を
迢
る
計
書
を
有
す
る
こ
と

や
、
此
の
山
脈
中
に
は
原
始
的
樹
林
地
帯
が
あ
っ
て
其
處
に
は

落
葉
松
が
密
生
し
、
清
冽
な
水
や
御
花
畑
の
あ
る
こ
と
等
を
語

っ
た
。
そ
し
て
此
の
鐙
の
匪
賊
は
共
産
八
路
軍
に
尨
し
、
大
き

な
勢
力
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
時
々
こ
そ
／
ｙ
と
山
岳

地
１
　
か
ら
新
城
附
近
ま
で
も
出
て
来
る
と
云
ひ
、
わ
ざ
／
～
副

官
を
呼
ん
で
彼
等
が
使
用
し
て
居
る
紙
幣
を
見
せ
て
臭
れ
る
の

だ
っ
た
。
そ
れ
は
法
幣
及
び
山
西
省
銀
行
或
は
晋
綬
地
方
眼
路

銀
行
萎
行
の
も
の
で
、
特
に
晋
察
糞
遭
頁
銀
行
券
が
珍
ら
し
か
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刄

　

っ
た
。
但
し
、
公
私
歎
項
、
一
律
通
用
な
ど
０
文
字
を
現
し
た

　
　

幼
稚
な
印
刷
で
、
紙
質
も
悪
く
、
如
何
に
も
遡
亘
〇
み
に
通
用

　
　

し
得
る
と
云
っ
た
祖
末
な
も
の
だ
っ
た
。

　
　
　

や
っ
と
の
こ
と
で
宿
介
も
決
っ
て
一
安
心
と
、
暮
方
近
か
っ

　
　

た
が
急
い
で
城
内
を
兄
る
こ
と
ｘ
し
た
。
先
づ
圓
党
寺
へ
行
っ

　
　

た
。
此
處
に
は
慄
て
期
待
し
て
居
た
通
り
立
派
な
塔
が
存
し
て

な･

･1

4il･ぷ･'I゛･

･う寅心'･-し････

つ考:･にI' ・

･‘fj言｡一一丿Sz″

I'･≪ ■ '-■

゛φﾄﾞﾍﾞI:7丿ふI゛ ･

F

゛

'ｉﾃﾞ………l;1,7.

ｊ

殿大が剛北。塔迦禅寺憂悶

　

圖一第

　　　　　　　　　　

るあで

居
る
。
山

門
は
開
け

放
し
で
、

中
庭
の
中

央
に
此
の

塔
が
立
つ

も

　

て

　

外

　

て
あの．に居･
る･佛

　

｀る
に殿曾以

は
あ
る
が
、
佛
像
器
具
類
は
全
部
失
は
れ
、
冊
侶
の
住
す
る
も

ｏ
な
く
、
全
く
荒
慶
に
任
せ
た
ま
ｘ
に
な
っ
て
居
た
。
然
し
塔

は
仲
々
立
派
で
高
さ
ご
二
十
米
餓
、
北
京
天
寧
々
式
の
八
角
多

箭
、
均
勢
と
安
定
と
の
と
れ
た
も
の
で
、
一
見
し
て
河
北
省
洙

水
邸
の
西
南
塔
を
聯
想
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
後
者

程
堂
々
た
る
規
模
を
有
せ
す
、
第
’
一
勝
の
台
座
部
に
は
此
の
種

の
塔
に
共
通
し
た
蓮
華
座
が
抄
略
さ
れ
、
晋
も
亦
九
個
で
、
唯

だ
最
上
暦
に
總
計
八
佃
の
小
寵
を
附
し
て
居
る
の
が
珍
ら
し
い
。

青
銅
製
ら
し
い
塔
上
の
相
輪
は
完
好
で
恰
好
も
悪
く
た
い
も
の

で
恚
っ
だ
。
下
部
に
資
瓶
が
あ
り
、
共
の
上
に
相
輪
と
賓
球
と

つ
。
て
居
た
。
即
ち
蒼
下
の
も
の
は
第
二
縦
棋
の
上
に
更
に
横
櫛

を
配
し
、
こ
れ
に
三
個
の
小
斗
を
載
せ
て
蒼
紡
を
受
け
て
居
る

に
反
し
、
基
壇
部
の
も
の
は
第
二
縦
棋
上
め
小
斗
が
直
ち
に
替

木
を
支
。
へ
て
居
る
。
第
一
層
の
正
四
面
に
は
ア
ー
チ
形
の
戸
口
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を
造
り
、
他
。
の
面
に
は
矩
形
０
格
子
窓
を
現
し
て
あ
っ
た
。
就

中
正
南
面
は
深
い
佛
痛
が
設
け
ら
れ
て
内
部
に
佛
像
が
安
置
さ

　
　
　

①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

れ
て
居
た
。
。
ア
ー
チ
の
楯
額
に
は
鳳
凰
〔
北
い
龍
〔
南
〕
或
は
牡
丹

唐
草
の
模
様
を
配
し
、
こ
れ
ら
は
斗
棋
の
間
の
欄
間
の
部
分
に

飾
ら
れ
た
花
や
獣
面
と
共
に
萌
清
の
建
築
に
は
決
し
て
。
見
ら
れ

な
い
特
色
で
あ
る
。
獅
、
楯
額
の
上
に
も
各
一
佃
の
小
佛
寵
が

あ
り
、
各
一
醵
の
座
佛
を
安
じ
て
あ
っ
た
。
所
謂
四
方
四
佛
を

現
し
た
も
０
で
あ
っ
た
。

　
　
　

ｙ

　

州
志
に
依
る
と
寺
院
の
創
建
は
金
の
正
隆
三
年
で
、
明
の
成

　
　
　

て
居
る
。
果
し
て
信
す
べ
き
だ
と
す
る
と
此
０
塔
の
建
築
も
正

　
　
　

隆
年
間
で
あ
ら
う
。
か
く
考
へ
る
も
亦
様
式
上
不
合
理
が
認
め

　
　
　

ら
れ
な
い
様
で
あ
る
。
ノ

　
　
　

圓
発
寺
か
ら
永
安
寺
に
行
っ
た
。
俗
に
前
者
を
小
寺
、
こ
れ

　
　

を
大
寺
と
呼
ぶ
さ
う
で
あ
る
。
側
門
を
入
れ
ば
五
間
の
前
殿
が

　
　

あ
る
・
斗
組
の
様
式
政
ど
か
ら
推
測
す
る
と
ど
う
し
て
も
清
代

　
　

に
湯
す
可
き
も
の
で
あ
る
が
バ
往
に
素
晴
し
く
エ
ン
タ
シ
ス
を
’

　
　

持
た
せ
て
居
る
の
が
注
意
を
惹
い
た
。
殿
の
後
面
に
は
戯
台
を

５

　

造
り
、
中
庭
を
隔
て
ｘ
本
殿
と
別
對
し
て
居
る
。
本
殿
は
月
台

ｊ

　

を
前
に
し
て
一
段
と
高
く
、
四
注
造
り
、
正
面
五
間
奥
行
三
間

化
初
年
に
重
修
し
た
と
云
ひ
、
更
に
塔
の
建
立
も
同
年
だ
と
し

　
　

③

　
　
　
　
　
　

’
ノ
｀

　
　

’
‘
’
：
―
¨
‘
’
‘
’
：
‘
’

の
建
築
で
、
柱
頭
と
輔
間
と
に
各
一
佃
の
４
　
枡
を
’
配
し
た
、
古

建
築
の
香
り
高
い
も
の
だ
っ
た
。
斗
棋
の
木
割
は
大
き
く
、
輩

勉
輩
昂
手
先
で
あ
る
が
、
・
圓
党
寺
の
塔
の
蒼
下
町
斗
棋
と
同
様
、

正
面
蒼
下
に
は
「
傅
法
正
宗
之
殿
」
と
刻
し
た
献
額
が
あ
り
、

左
側
に
細
字
で
。
大
元
延
祐
二
年
四
月
日
大
功
徳
主
ｙ
水
安
居

士
孫
将
仕
前
本
州
判
官
高
瑛
唇
建
と
あ
ら
は
し
、
更
に
萬
暦
十

五
年
、
嘉
靖
貳
拾
貳
年
、
乾
隆
二
士
（
年
重
修
云
々
の
文
字
も

あ
る
。
右
側
に
は
昭
文
館
大
學
士
架
旅
太
夫
掌
諸
路
頭
陀
敦
特

賜
圓
通
玄
悟
大
暉
師
雪
巷
溥
光
書
、
傅
法
住
持
嗣
組
沙
門
月
渓
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累

しに代はと注たのへ蒼．に

て．於･○明．正意

　

゜でて彷依

居け建清Jllヽす猫あ居をつ

たる築時彷る

　

｀つる支･て



　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

語

　

促
亮
立
と
あ
る
。

　
　
　

。
州
志
に
依
る
と
元
延
鵬
三
年
都
元
帥
高
定
建
と
た
っ
て
居
て
、

　
　

扨
建
年
代
０
一
致
を
見
な
い
が
、
献
額
に
記
す
延
砧
二
年
四
月

　
　

扨
建
と
が
正
し
い
の
で
あ
ら
う
。
鄙
元
帥
高
定
と
云
ふ
の
が
永

　
　

安
居
士
の
本
名
な
る
可
く
、
孫
の
高
瑛
に
至
っ
て
完
成
し
た
と

　
　

解
せ
ら
れ
、
寺
名
は
祖
父
の
居
士
名
を
と
っ
て
付
け
た
も
の
で

　
　

あ
る
。
書
者
雪
巷
和
倚
は
大
同
の
人
、
常
時
書
家
と
し
て
名
高

　
　

く
、
趙
子
昂
も
彼
に
對
し
一
目
ほ
き
、
富
時
宮
禁
の
叫
額
は
悉

　
　

く
そ
の
筆
に
成
っ
た
と
似
へ
ら
れ
て
居
る
。

　
　
　

殿
内
に
は
毘
盧
介
那
、
憚
迦
、
阿
弼
陀
の
三
尊
を
安
置
し
て

　
　

あ
る
。
何
れ
も
塑
作
で
、
朔
は
粗
に
通
す
る
云
ふ
に
足
ら
な
い

　
　

出
来
条
え
だ
っ
た
。
四
壁
に
は
天
聖
像
、
水
陸
４
　
王
、
観
音
、

　
　

天
王
等
が
書
か
れ
て
居
だ
。
こ
れ
亦
後
世
０
拙
劣
な
加
筆
に
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
Ｊ
）

　
　

つ
て
改
悪
さ
れ
深
く
意
を
惹
く
に
足
０
た
か
っ
た
ぐ
大
井
を
仰

　
　

ぐ
と
人
宮
が
あ
り
、
製
作
と
し
て
は
必
ず
し
も
立
派
で
は
だ
か

　
　

っ
た
が
、
特
異
な
例
と
し
て
こ
の
方
が
却
っ
て
我
憲
を
惹
く
も

　
　
　

④
’

　
　

の
だ
。

　
　
　

宿
舎
と
し
て
常
て
ら
れ
た
警
倚
障
の
一
室
に
諭
る
と
、
ス
ト

　
　

ー
ヴ
が
用
意
さ
れ
、
毛
布
や
蒲
團
も
、
貸
輿
さ
れ
て
居
た
。
然

　
　

し
ス
ト
ー
ヴ
は
間
に
合
せ
で
頗
る
燃
え
が
悪
く
、
部
屋
は
煙
の

篤
に
居
た
た
ま
れ
な
い
程
だ
っ
た
。
到
底
火
気
な
し
で
は
済
そ

な
い
程
０
塞
象
な
の
で
、
ど
う
に
か
し
て
燃
や
す
工
夫
は
し
た

け
れ
ど
も
、
瓦
斯
が
０
　
ど
く
、
明
朝
延
び
て
居
た
ら
ど
ん
な
も

０
だ
ら
う
な
ど
ｘ
戯
談
混
り
に
心
配
し
た
。

　

翌
朝
は
九
時
出
Ｒ
で
李
略
村
へ
行
く
こ
と
ｘ
な
っ
て
居
た
。

李
略
出
上
の
古
桐
器
の
話
を
す
る
と
、
隊
長
は
そ
れ
で
は
自
分

も
行
っ
て
見
よ
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
九
時
と
云
っ
て
も
日

の
出
の
遅
い
冬
朋
の
こ
と
で
は
あ
り
、
ま
さ
か
時
間
通
り
で
は

あ
る
ま
い
と
捉
は
朝
に
な
っ
て
も
悠
々
と
構
へ
て
居
た
。
す
る

と
も
う
用
意
が
出
来
て
居
る
か
ら
と
迎
へ
の
兵
隊
さ
ん
が
来
る
。

こ
ち
ら
は
未
だ
朝
食
も
し
て
居
な
い
と
云
ふ
始
末
で
、
あ
わ
て

ふ
た
め
い
て
飯
食
ひ
に
行
く
、
す
る
と
副
官
が
隊
長
が
待
っ
て

居
ら
れ
る
か
ら
と
又
催
促
に
来
て
災
れ
た
。
生
れ
て
か
ら
、
一

杯
の
飯
を
こ
ん
な
速
度
で
食
べ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
勿
論
鵜

呑
・
で
あ
・
る
。
日
頃
健
啖
を
以
っ
て
鳴
る
日
比
野
君
す
ら
こ
の
早

食
ひ
に
は
目
を
廻
し
た
程
で
あ
る
。

　

李
硲
は
新
城
０
西
南
約
十
五
支
里
に
営
る
。
此
の
日
は
馬
で

行
く
こ
と
Ｘ
な
っ
て
居
た
の
で
、
お
と
な
し
い
支
那
馬
で
は
あ

っ
た
が
、
慣
れ
な
い
騎
乗
が
あ
や
ぶ
ま
れ
た
。
同
門
を
出
て
し

ば
ら
く
廊
州
街
道
を
行
き
、
や
が
。
て
道
を
西
南
に
と
っ
て
磁
峡
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水
を
渡
る
。
磁
峡
水
は
恒
山
と
翠
屏
山
と
０
渓
谷
を
流
れ
出
づ

　
　

る
渾
河
の
一
支
流
で
、
昨
夏
降
雨
の
篤
に
築
堤
を
切
っ
て
氾
濫

　
　

し
、
大
被
害
を
輿
へ
た
。
翠
屏
山
が
即
ち
山
海
経
に
見
え
る
高

　
　

氏
之
山
、
浸
水
出
焉
と
云
ふ
所
謂
高
氏
山
で
あ
る
。
然
し
浸
水

　
　

は
磁
峡
水
に
該
富
す
る
の
で
は
な
く
、
山
陽
に
源
を
腿
す
る
唐

　
　

河
の
上
流
を
指
す
。
未
だ
す
っ
か
り
凍
結
し
て
居
な
か
っ
た
の

　
　

で
、
渡
河
の
際
、
日
比
野
君
は
踏
み
外
し
て
防
寒
靴
を
す
っ
か

　
　

り
濡
し
て
し
ま
っ
だ
の
は
と
ん
だ
災
難
だ
っ
た
。

　
　
　

右
手
に
は
襄
山
山
脈
が
な
だ
ら
か
に
延
び
て
居
る
。
古
０
惇

　
　

山
、
今
の
横
山
は
何
の
埴
で
あ
ら
う
か
。
其
の
近
く
に
綜
新
故

　
　

城
も
あ
る
筈
で
０
　
。
前
方
は
悉
く
耕
作
さ
れ
、
楡
柳
の
む
れ

　
　

が
彼
方
此
方
に
あ
り
、
盆
地
は
西
方
に
向
っ
て
開
け
て
居
る
。

　
　

左
手
に
は
恒
山
と
翠
屏
山
と
が
絶
壁
を
な
し
て
峙
ち
、
一
端
低

　
　

く
な
っ
て
再
び
隆
起
し
峨
々
た
る
山
脈
を
な
し
て
居
る
。
山
脈

　
　

の
東
端
に
位
す
る
０
が
、
龍
山
、
玉
泉
山
等
の
諸
名
山
で
あ
ら

　
　

う
。
山
と
山
と
の
切
目
は
低
い
幼
一
年
期
０
山
相
を
呈
し
て
居
る

　
　

が
、
恰
も
丘
陵
の
如
く
見
え
、
寧
ろ
洪
積
台
地
と
梱
す
る
方
が

　
　

富
っ
て
居
る
。
此
０
中
腹
に
営
っ
て
許
多
の
望
楼
が
築
か
れ
て

　
　

居
心
。
李
裕
村
ひ
あ
る
の
は
郎
ち
其
の
麓
で
あ
る
。
日
比
野
君

お

　

の
濡
れ
Ｉ
靴
を
乾
か
す
狐
に
郊
家
纂
と
云
ふ
部
落
で
休
息
す
る
こ

と
ｘ
た
っ
た
。
村
役
場
０
坑
〔
オ
ン
柘
ル
〕
で
暖
を
と
り
乍
ら
、

副
官
が
持
１
　
し
た
附
近
の
部
落
の
調
査
表
を
見
る
と
李
略
村
Ｏ

こ
と
も
の
っ
て
居
た
。
戸
敷
は
三
〇
三
、
人
口
が
一
五
七
〇
、

更
に
。

　

本
村
之
建
設
。
始
こ
於
明
代
　
０
居
民
僅
こ
有
高
、
李
耳
讐
傅

　

至
二
明
末
清
初
時
代
　
０
穆
姓
裸
一
介
休
‘
来
ｙ
此
。
遂
家
也
。
其

　

・
除
別
姓
米
去
処
７
定
。
現
今
村
民
高
、
穆
二
姓
佑
‘
・
全
村
人
口

　

十
分
之
九
　
０
務
＼
農
篤
‘
業
。
蒙
能
二
忍
苦
耐
努
「
風
俗
模
素
。

と
簡
潔
な
記
述
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
依
る
と
李
略
村
の
建
置
は

明
代
以
来
の
こ
と
ゝ
た
る
。
然
し
、
森
學
士
も
指
摘
し
て
居
ら

れ
る
様
に
、
李
治
張
他
輝
と
共
に
龍
山
に
遊
び
、
世
に
龍
山
の

三
老
と
栃
さ
れ
て
居
る
金
の
文
人
元
好
問
の
文
集
中
に
既
に
李

硲
園
亭
看
・
雨
Ｌ
ご
題
す
る
詩
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
へ
る
と
遅

く
と
も
地
名
は
金
代
迄
は
湖
り
得
る
。
李
硲
は
其
の
名
の
示
す

様
に
現
今
も
李
の
名
産
地
で
、
其
の
他
沙
果
子
等
も
出
来
、
花

の
頃
に
た
る
と
武
陵
桃
源
を
偲
ば
せ
る
處
だ
と
の
話
だ
っ
た
。

村
に
着
い
た
の
が
十
一
時
牛
、
巡
警
と
滅
共
青
年
除
と
に
迎
へ

ら
れ
て
、
も
の
も
の
し
い
土
築
蝸
壁
の
防
愉
工
事
が
ほ
ど
こ
さ

れ
た
彼
等
の
詰
所
の
一
室
で
佐
食
を
と
る
・
御
馳
走
の
砂
糖
湯

か
馬
鹿
に
お
い
し
か
っ
た
。
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圖四第

　

るあに澄左てつ向の山小るえ見に火中

　

我
々
が

李
裕
村
を

訪
れ
た
の

は
、
云
ふ

ま
で
も
な

く
今
を
去

る
十
数
年

前
、
此
處

で
碕
見
さ

－

‘

‐

ｓ
ｌ
－
Ｉ
ｊ
ｊ
声
メ
メ
メ
ー

　
　

一
一
／
″
Ｉ
－

れ
た
古
銅
器
群
の
出
土
情
態
を
知
ら
ん
が
篤
で
あ
っ
た
。
村
長

を
通
じ
て
常
時
の
登
掘
の
事
情
を
知
っ
た
者
を
呼
ば
せ
る
と
、

最
初
の
硬
見
者
は
外
出
中
と
か
で
他
の
者
が
や
っ
て
釆
だ
。
像

め
通
路
を
通
じ
て
、
其
の
意
を
語
り
、
別
に
他
念
の
あ
る
の
で

な
い
こ
と
を
話
し
た
が
、
そ
れ
で
も
用
心
し
て
此
の
百
姓
も
自

ら
其
の
硬
掘
に
加
っ
だ
と
は
言
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
兎
に
角

彼
の
話
に
依
る
と
大
胆
以
下
の
様
だ
っ
た
。

「
民
國
十
三
年
、
陰
暦
の
正
月
二
十
三
日
、
百
姓
が
綴
馬
二
頭

に
こ
や
し
を
婚
け
て
、
黄
土
の
浸
蝕
に
依
る
地
隙
を
行
く
と
崖

の
所
に
古
銅
器
の
様
攻
略
の
が
見
え
た
。
そ
こ
で
引
返
し
て
二

三
人
の
者
を
呼
び
肩
接
で
其
の
地
動
に
催
し
器
物
を
細
作
り
出
し

μ--二肌･a-･4■-.k.･..-.-...
レ

｜

た
。
器
物

の
在
っ
た

場
所
は
上

部
か
ら
は

八
九
尺
、

地
隙
の
底

部
か
ら
は

二
丈
許
り

の
所
だ
っ

か遜。地土出器銅式秦村硲李

　

圖五第

　

るあで山屏翠がのるえ見に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ
ｊ
ｊ
ｙ
ｊ
ｒ
ｉ
ｊ
ｊ
ｊ
５
ｊ
χ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
４

　
　
　
　
　
　

；
ｊ
―
～

　
　
　
　

Ｉ

だ
。
掘
っ
て
見
る
と
、
縦
四
五
尺
、
横
五
六
尺
、
奥
行
五
尺
許

り
の
間
が
、
土
’
が
他
と
異
っ
て
居
る
様
に
思
は
れ
た
。
共
處
か

伊
＝

　　　

ぶ……I,.
………:･i,I妙．

　

漸レゴ

jj

ぶ()＼

ｻﾞ

こ…

…

∧偏

ﾚ:言丿∧ノ

圏六第
-------=----･･¶lar･----¶--¶-･¶■¶■¶･¶Iyﾐ″゛･･

　

土黄=も即。隙地の近附地土出

　　　　　　　　　　　　　

態状蝕侵の

ら
種
々
の

器
物
が
出

た
。
器
物

の
表
面
は

青
錆
を
呈

し
、
中
は

黄
色
で
、

何
も
な
か

っ
た
。
又
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金
ポ
‘
タ
″
の
様
な
も
の
も
出
た
。
出
土
品
は
初
め
價
値
の
あ
＆

　
　
　

も
の
だ
と
も
思
は
だ
か
・
つ
た
の
で
、
農
家
の
院
子
の
中
に
並
べ

　
　
　

ｔ
置
い
た
。
螺
公
署
の
役
人
が
凍
７
持
つ
７
行
っ
た
の
は
十
八

　
　
　

個
で
あ
る
。
其
の
内
に
こ
れ
を
聞
き
知
り
北
京
方
面
か
ら
も
古

　
　
　

物
商
が
来
、
彼
等
は
鋼
趨
を
喝
し
て
古
物
を
買
集
ぬ
た
。
小
物

　
　
　

は
渾
源
の
古
物
屋
が
買
っ
だ
。
遅
れ
て
西
洋
人
も
五
人
許
り
来

　
　
　

た
。
然
し
彼
等
の
来
た
時
は
買
ふ
物
は
無
か
っ
た
。
掘
り
初
め

　
　
　

て
か
ら
、
約
三
ヶ
月
許
り
も
続
き
、
後
に
は
飾
に
か
け
て
捜
す

　
　
　

程
ま
で
に
し
、
小
物
が
我
見
さ
れ
た
。
然
る
に
一
人
の
者
が
土

　
　
　

の
下
に
な
’
つ
て
気
絶
し
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
誰
も
掘
ら
な
く

　
　
　

な
っ
た
。
最
初
の
我
見
者
の
家
族
も
其
の
後
死
絶
え
て
今
は
唯

　
　
　

だ
一
人
残
っ
て
居
る
０
み
だ
。
昔
か
ら
此
の
鐙
に
賓
物
が
あ
・
る

　
　
　

と
云
ふ
偉
へ
も
な
い
し
、
曾
て
我
見
ざ
れ
た
と
云
ふ
様
な
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
冽
）

　
　
　

毛
聞
い
て
居
な
い
。
」

　
　
　
　

今
か
ら
十
数
年
前
、
偶
然
に
襲
見
さ
れ
た
古
銅
器
群
に
對
す

　
　
　

る
百
姓
の
記
憶
等
は
大
罷
こ
ｏ
様
な
も
の
だ
っ
た
。
話
が
一
先

　
　
　

づ
終
っ
て
か
ら
現
場
に
案
内
し
て
｀
も
ら
ふ
こ
と
之

　
　
　

ｏ
東
端
を
抜
け
て
、
小
さ
な
河
原
の
ふ
ち
に
沿
う
て
東
南
に
向

９

　

ふ
。
や
が
て
耕
さ
れ
戸
庸
土
台
地
０
中
腹
０
地
隙
の
尖
端
に
程

３

　

遠
く
な
い
地
勘
に
達
す
る
と
此
處
が
さ
う
だ
と
云
ふ
。
部
落
か

ら
Ｉ
支
里
許
り
離
れ
た
其
の
地
平
面

　

李
略
村
・

か
ら
三
四
十
米
も
高
い
と
思
は
れ
る

　
　

産
蹟
參
考
図

西
北
向
き
の
緩
斜
面
が
參
７
世
を
騒

が
せ
た
秦
式
銅
器
の
出
土
地
な
の
で

　
　

⑩

あ
っ
た
。

　

此
處
に
立
つ
と
眼
下
に
は
渾
源
盆

地
が
一
望
に
見
え
、
右
手
に
龍
山
、
左

手
に
翠
屏
山
が
峙
っ
て
居
る
。
然
し

恒
山
は
翠
屏
山
の
蔭
に
な
っ
て
山
頂

が
僅
か
に
顕
れ
て
居
る
に
過
な
い
。

掘
出
さ
れ
た
土
の
１
　
に
其
の
部
分
の

地
隙
は
埋
り
而
も
土
の
排
出
に
依
っ

て
其
の
部
分
が
廣
く
凹
ん
で
居
る
。

埋
れ
た
い
地
隙
の
深
さ
を
測
る
と
八

米
許
り
で
、
凹
み
か
ら
推
測
す
る
と

縦
二
米
、
横
六
米
、
奥
行
四
米
内
外

の
土
が
掘
り
出
さ
れ
た
形
跡
で
あ
っ

　

－・ド
二!..､二､j

Ａ

Ｂ

Ｃ

　

（るも埋てりよに振鼓）隙地

　　　

處箇定推含包群器銅肯

地斜傾るすこじ生てりよに刎鼓

た
。
附
近
に
は
握
り
こ
ぶ
し
よ
り
梢
々
大
き
い
と
思
は
れ
る
線

味
を
１
　
び
た
河
原
石
が
十
佃
飴
り
か
た
め
ら
れ
て
あ
り
、
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

完
形
で
は
な
い
が
繩
篇
文
０
仰
せ
ら
れ
た
一
個
の
坊
や
、
大
き

－29
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な
壷
の
類
の
ロ
縁
の
部
で
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
ご
っ
い
于

づ
く
ね
の
土
器
片
或
は
ロ
ク
ロ
使
用
の
豆
の
一
部
と
思
は
れ
る

も
の
な
ど
が
あ
っ
た
。
更
に
注
意
す
る
と
土
器
片
は
あ
ち
ら
こ

ち
ら
に
散
ら
げ
っ
て
居
た
。
河
席
石
は
此
の
台
地
に
は
殆
ん
ど

存
在
し
な
に
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
何
處
か
ら
か
運
ば

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
が
、
土
器
片
類
は
台
地
一

面
が
散
布
地
な
の
で
、
直
ち
に
そ
れ
を
地
中
の
鴇
上
品
と
石
倣

し
、
銅
器
群
と
結
び
付
け
て
考
へ
る
可
き
も
の
で
は
な
い
。
然

し
、
僅
か
な
時
間
を
主
と
し
て
日
比
野
君
が
走
り
廻
っ
て
拾
っ

て
災
れ
た
種
類
は
銅
器
群
の
年
代
と
差
程
か
け
離
れ
て
居
る
と

は
思
は
れ
ぬ
も
の
だ
っ
た
こ
と
だ
け
は
唯
か
で
あ
る
。
尤
も
侯

の
注
意
し
た
と
こ
ろ
で
は
粕
柴
の
か
Ｖ
つ
だ
陶
磁
器
片
な
ど
も

若
干
落
ち
て
は
居
た
。
さ
う
し
か
も
０
は
論
外
と
し
て
、
一
般

土
器
片
に
就
い
て
云
へ
ば
、
紋
様
で
は
素
文
の
中
に
磨
研
の
も

０
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
が
あ
り
、
細
繩
文
或
は
粗
布
文
の
も
の

更
に
縦
或
は
横
の
條
痕
文
に
分
鎖
さ
れ
、
手
法
に
就
い
て
み
れ

ば
、
于
づ
く
ね
が
殆
ん
ど
大
部
分
を
占
め
、
唯
だ
上
記
し
た
様

に
豆
の
破
片
が
ロ
ク
ロ
製
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
胎
土

は
概
ね
砂
傑
を
交
へ
ぬ
細
致
も
０
で
あ
る
が
、
小
数
は
矢
張
り

そ
れ
を
含
ま
せ
て
居
た
。
器
形
は
通
常
の
壷
鉢
０
類
で
、
而
も

唯
だ
一
個
で
は
あ
る
が
、
高
の
脚
の
あ
っ
た
こ
と
ゝ
耳
形
把
手

を
附
し
た
破
片
が
注
意
を
惹
く
に
足
り
た
。
（
国
版
參
照
）

　

翌
日
も
亦
馬
０
背
で
北
嶽
廟
の
麓
ま
で
行
く
慄
定
に
な
っ
て

居
た
・
朝
九
時
の
出
疲
。
昨
夜
隊
長
の
招
待
で
軍
の
手
料
理
を

御
馳
走
に
な
り
、
四
方
山
の
話
を
う
か
ゞ
つ
た
り
し
て
隨
分
遅

く
た
っ
た
が
、
今
度
は
時
刻
に
間
に
合
ふ
こ
と
が
出
来
た
。
今

日
は
澄
川
中
尉
が
護
術
旁
々
案
内
し
て
下
さ
る
手
筈
に
な
っ
て

居
だ
。
折
悪
し
く
も
昨
日
の
快
晴
に
似
ず
、
曇
天
で
時
々
粉
雪

す
ら
ち
ら
っ
く
天
候
だ
っ
た
。

　

渾
源
の
懸
城
は
八
角
形
と
云
ふ
珍
し
い
形
の
も
の
で
、
東
西

冷
の
三
方
に
門
を
開
い
て
居
る
。
警
備
の
都
合
上
、
衛
門
を
閉

し
て
あ
る
の
で
、
昨
日
と
同
じ
く
西
門
か
ら
出
た
。
大
道
七
南

に
向
っ
て
進
む
。
道
路
は
最
近
改
修
し
た
許
り
で
、
恒
山
と
翠

屏
山
と
の
渓
谷
に
向
っ
て
一
良
線
に
延
び
て
居
た
。
螺
城
か
ら

約
七
支
里
、
山
麓
の
吉
家
荘
と
云
ふ
小
部
落
か
ら
愈
々
渓
谷
に

進
む
。
両
側
の
断
崖
は
大
鋸
を
用
ひ
て
切
立
っ
た
様
に
峙
ち
、

岩
浦
は
恰
も
縞
目
の
如
く
斜
走
し
て
居
る
。
渓
底
は
石
晒
一
に
依

っ
て
分
か
た
れ
、
道
路
が
牛
分
を
、
磁
峡
水
が
牛
分
を
占
め
て

居
た
。
場
所
に
依
っ
て
は
河
床
が
却
っ
て
高
い
。
谷
を
行
く
ど

と
Ｉ
支
里
餓
り
、
右
手
の
絶
壁
の
中
空
に
、
珍
し
い
檜
閣
が
架

-30-



36j

せ
ら
れ
て
居
た
。
と
れ
が
即
ち
懸
空
寺
で
あ
る
。
下
に
立
っ
て

仰
ぐ
と
見
上
げ
る
許
り
の
高
處
に
ニ
個
の
三
暦
植
蜀
を
初
め
、

二
珊
、
】
珊
、
合
せ
て
数
棟
の
建
築
が
畳
ま
れ
て
居
た
。
百
鯨

級
り
石
階
を
登
る
。
中
か
ら
道
士
が
人
０
気
配
を
知
っ
て
迎
へ

に
出
た
。
山
門
に
は
玄
室
寺
嘉
靖
二
十
八
年
と
刻
し
た
石
題
が

　
　
　
　
　
　

レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嵌
入
さ
れ

　

.，

　　

4耳

　　　

..xぢ．･ｉ ．．．,喘,で･I:j･'
，:'.'りi･

　

・

　

.･｀･.･
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景仝寺空懸

　

圖八第

こ
れ
を
入

る
と
二
階

建
・
て
の
伶

房
が
あ
り

更
に
欄
干

さ
う
し
た
古
い
も
０
で
は
な
く
、
柱
な
ど
も
細
い
し
全
穀
の
感

じ
も
弱
々
し
く
、
斗
棋
な
ど
の
形
式
か
ら
推
し
て
も
、
清
朝
中

期
を
録
り
滴
り
得
る
も
の
で
は
l
ｙ
-
Ｒ
つ
た
。
幸
に
毛
寺
中
に
同

治
三
。
年
重
修
懸
惑
寺
碑
が
あ
り
、
そ
れ
に
依
る
と
木
匠
劉
山
王

な
る
も
の
が
咸
豊
九
年
に
獲
願
し
て
重
修
に
掛
っ
た
と
こ
ろ
中

途
病
死
し
た
篤
、
其
の
遺
志
を
つ
ぎ
同
治
二
年
功
を
峻
す
に
至
’

つ
た
由
を
記
し
て
居
る
。
尤
も
萬
暦
や
順
治
の
献
額
も
現
存
し

猶
且
つ
萬
暦
三
十
二
年
重
修
懸
室
寺
山
門
碑
記
、
或
は
乾
隆
１
　

二
年
重
修
大
墟
耳
檜
記
な
ど
存
す
る
が
・
故
に
、
其
の
悉
く
が
新

築
だ
と
云
ふ
可
き
で
は
な
い
と
思
ふ
。

　

州
志
に
依
る
と
懸
惑
寺
の
創
建
は
北
魏
だ
と
見
え
「
恒
山
志
」

に
洽
う
て

　
　

は
南
宋
の
建
立
だ
と
傅
へ
る
が
碑
褐
の
抹
る
可
き
も
０
　
は
池
い

他
の
檜
閣

　
　

と
記
し
て
居
る
。
金
代
の
題
記
だ
ど
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す

に
達
す
る
。

　

る
と
南
宋
帥
ち
金
代
創
建
説
が
梢
々
探
る
に
近
い
と
考
へ
ら
れ

一
巡
す
る
と
、
殿
内
に
安
置
し
た
紳
像
は
佛
道
混
淆
で
、
或
る

一
’
室
の
如
き
は
更
に
儒
佛
道
の
三
尊
す
ら
安
置
し
て
あ
っ
た
。
。

石
壁
を
注
意
す
る
と
金
の
大
定
八
年
、
或
は
十
六
年
等
の
年
琥

を
刻
し
た
題
記
が
あ
り
、
佛
像
の
浮
彫
な
ど
も
あ
っ
て
、
後
者

は
傅
彩
に
依
っ
て
使
形
さ
れ
て
は
居
る
が
、
矢
張
り
金
元
の
作

で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
ら
れ
た
。
然
し
現
存
の
木
造
建
築
は

’
る
。
寺
は
普
通
、
懸
空
寺
と
書
き
、
時
に
玄
空
寺
と
す
る
。
獅

　

元
来
は
寺
院
で
、
道
院
と
な
っ
た
の
は
近
来
ら
し
い
。
其
の
何

　

時
に
爰
っ
た
か
に
就
い
て
迦
士
に
導
ね
た
が
不
明
だ
っ
た
。

　
　

懸
空
寺
の
欄
干
に
依
っ
て
行
く
手
の
・
谷
間
を
瞰
下
す
る
と
岸

　

壁
の
下
逡
に
方
形
に
穿
っ
た
孔
・
が
不
規
則
政
一
列
を
な
し
て
並

　

で
居
る
。
こ
れ
が
所
謂
雲
閣
虹
橋
０
址
で
、
昔
、
桟
道
を
造
り

31 －
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た
時
分
の
遺
構
だ
。
「
恒
山
志
」
の
給
圖
を
見
る
と
営
時
の
枝
道

０
圖
が
描
か
れ
て
居
て
、
そ
ゞ
ろ
に
往
時
の
情
態
を
察
せ
し
め

る
が
、
今
は
両
岸
に
一
逡
二
三
尺
の
大
孔
が
無
慮
散
十
佃
残
っ

て
居
る
だ
け
で
あ
る
。
近
づ
く
と
右
側
に
丈
岡
な
る
者
の
題
し

た
雲
閣
虹
橋
の
大
き
な
四
文
字
が
讃
ま
れ
る
。
此
の
逡
が
渓
谷

の
最
も
狭
り
、
所
謂
飛
鳥
獣
度
、
集
揉
庭
縁
、
崖
下
千
丈
な
ど

Ｘ
形
容
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。

　

「
魏
書
」
の

　

魏
道
武
帝
天
興
元
年
春
正
月
。
恙
二
恒
嶺
‘
通
弘
良
道
　
０
辛
肖

　

客
単
恒
山
之
陰
　
０
時
魏
主
珪
克
＼
燕
。
将
･
ｕ
ｎ
。
中
山
’
北
錨
二
千

　

城
ヽ
良
二
卒
萬
人
‘
治
こ
直
道
　
０
白
ｙ
望
郡
餓
門
開
‘
盤
二
於
代
　
０

　

五
百
首
里
。

と
あ
る
記
載
の
恒
嶺
と
云
ふ
の
は
一
説
に
古
の
・
蛮
〕
飛
」
狐
ロ
だ

と
も
云
ふ
が
「
「
恒
山
志
」
事
志
の
條
」
、
此
の
磁
峡
ロ
の
こ
と
だ

と
解
す
る
説
も
あ

匹

。
降
っ
て
遼
宋
對
立
時
代
、
楊
業
が
此
處
に

兵
を
と
ゞ
め
て
守
ら
し
め
た
と
云
ふ
傅
へ
も
あ
る
。
更
に
開
の

存
在
は
清
朝
時
代
に
至
る
も
依
然
檀
い
た
。
此
處
を
通
過
す
る

と
渓
は
急
に
開
け
、
し
ば
し
湖
れ
ば
下
盤
舗
〔
下
盤
披
〕
と
云
ふ

部
落
に
達
す
る
。
卸
ち
北
嶽
廟
第
一
門
の
所
在
地
だ
。
廟
門
は
前

働
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るあで銅青は玉限

と
を
飾
っ

て
居
る
。

門
は
三
佃

の
ア
ー
チ

を
開
い
た
、

四
注
造
り

琉
璃
瓦
ぶ

き
の
重
厚

な
建
築
で
、

額
に
北
嶽

恒
山
の
四

字
を
大
書

し
て
あ
る
。

明
の
弘
治

十
六
年
都

御
史
劉
宇

の
筆
で
あ

る
。
碑
は

は
乾
隆
三

に
石
壇
を
築
き
階
段
を
設
け
、
更
に
牌
椎
や
碑
爾
及
び
餓
獅
な

　
　

十
年
重
修
北
嶽
恒
山
廟
記
並
び
に
同
年
の
祭
文
を
刻
し
て
居
る
。
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曜
獅
は
前
肢
を
直
立
さ
せ
た
肉
付
き
の
よ
い
形
を
し
、
『
素
襖
な

　
　

力
強
さ
も
比
較
的
残
っ
て
居
ヵ
、
山
西
地
方
に
見
る
類
形
中
特

　
　

異
な
一
領
を
示
す
も
０
で
あ
る
が
、
却
っ
て
古
い
傅
統
を
傅
へ

　
　

て
居
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
台
座
の
前
面
に
拙
銘
が
あ
り
、
そ
れ

　
　

に
依
れ
ば
、
萬
暦
元
年
四
月
初
一
日
造
、
施
‘
・
榊
獅
】
對
｛
代
府

　
　

典
膳
信
官
周
淮
、
同
男
儀
賓
周
希
顔
、
孫
鵬
程
云
々
と
讃
ま
れ
た
。

　
　
　

１
　
詣
路
は
此
處
か
ら
急
峻
と
た
っ
て
騎
馬
で
は
殆
ん
ど
登
り

　
　

難
い
。
時
間
の
都
合
も
あ
り
、
頂
上
を
極
め
ん
と
す
れ
ば
ど
う

　
　

し
て
も
一
泊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
。
兵
隊
さ
ん
が
集
め

　
　

て
き
た
粟
が
ら
を
燃
し
て
暖
を
と
っ
た
後
、
更
に
南
進
し
て
大

　
　

磁
１
　
に
至
り
、
其
處
で
書
食
を
と
っ
た
。
此
處
は
名
前
の
通
り

　
　

陶
器
を
製
作
し
て
居
る
所
だ
っ
た
。
錨
途
こ

　
　

の
製
作
を
見
る
。

　
　
　

主
と
し
て
壷
や
水
瓶
の
類
で
、
此
ｏ
地
方
ｏ
農
家
の
需
用
肥

　
　

庶
じ
て
居
る
と
思
は
れ
た
Ｊ
恒
山
の
南
に
は
大
磁
密
、
以
外
に

　
　

李
家
帑
青
磁
審
古
磁
審
な
ど
χ
云
ふ
地
名
が
存
し
、
そ
の
方
面

　
　

で
も
矢
張
り
陶
器
を
製
作
し
て
居
る
。
良
質
で
は
な
い
が
豊
富

　
　

に
石
炭
が
得
ら
れ
、
粕
薬
も
山
・
か
ら
相
富
探
取
さ
れ
る
ら
し
い
。

３

　

こ
れ
は
焼
け
ば
黒
紫
潭
を
呈
す
る
も
の
だ
っ
た
。
惜
て
以
下
は

３

　

梢
々
蛇
足
に
亘
る
が
少
し
恒
山
の
こ
と
に
就
い
て
記
し
て
見
よ

　

地
圖
を
按
す
る
と
不
思
議
に
思
は
れ
る
の
は
現
在
の
恒
山
と

曲
陽
の
北
嶽
廟
と
の
開
係
で
’
あ
る
。
歴
代
の
帝
王
が
山
嶽
の
崇

祀
に
営
っ
て
平
地
に
於
て
望
祀
し
た
と
し
て
も
バ
河
北
の
平
地

か
ら
山
西
の
山
嶽
を
祀
り
而
も
其
の
間
数
百
支
里
を
距
っ
と
云

ふ
の
は
ど
う
み
て
■
＾
４
％
-
ｎ
し
い
。
従
っ
て
こ
『
れ
を
不
思
議
と
考

へ
る
の
は
自
分
０
み
で
な
く
、
さ
う
し
た
不
可
解
な
黙
を
合
理

化
す
る
篤
に
、
渾
源
の
恒
山
嶽
頂
の
石
が
曲
陽
に
飛
卑
し
た
の

で
、
そ
れ
を
祀
る
篤
に
出
来
た
崩
宇
が
北
嶽
廟
で
あ
る
と
か
、

或
は
舜
が
北
嶽
を
祭
祀
せ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、
降
雪
の
篤
至
る

を
得
な
か
っ
た
。
其
の
時
恒
山
か
ら
石
が
飛
来
し
て
足
下
に
落

ち
た
の
で
、
其
處
に
廟
宇
を
建
て
る
様
に
な
り
、
Ｊ
一
方
飛
石
Ｏ

抜
け
た
穴
は
此
處
だ
と
所
謂
飛
石
窟
と
呼
ぶ
場
所
も
山
頂
に
は

設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
然
し
こ
れ
に
依
っ
て
納
得
さ
れ
る
筈

も
な
く
、
飛
来
石
の
説
０
如
き
は
結
局
荒
誕
な
事
柄
に
し
か
過

ぎ
ぬ
。

　

と
こ
ろ
が
、
秦
の
始
皇
帝
が
在
位
の
こ
１
　
九
年
瓊
邪
に
至
り

恒
山
を
過
ぎ
上
寞
を
経
て
主
都
咸
陽
に
詞
っ
た
こ
と
が
「
史
記
’

封
譚
書
に
見
え
、
今
其
の
経
路
を
考
へ
る
に
、
瓊
邪
は
山
東
省

諸
城
懸
の
海
壇
に
営
り
、
上
寞
は
山
西
省
南
部
、
泌
安
地
方
に
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営
る
か
ら
、
北
嶽
祭
祀
の
地
島
は
河
北
省
方
面
と
解
祥
す
る
Ｏ

が
無
理
の
な
い
様
に
思
は
れ
る
。
、
彼
の
祭
祀
し
た
場
所
は
猫
明

確
で
は
な
い
が
、
降
っ
て
漢
の
宣
帝
の
祁
吟
元
年
に
は
、
北
嶽

恒
山
を
上
曲
陽
に
祠
っ
だ
と
の
記
載
が
「
漢
書
」
に
見
え
、
以

後
廟
宇
の
位
置
は
殆
ん
ど
移
動
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
今
日

曲
陽
０
北
嶽
廟
に
詣
で
る
と
、
唐
以
降
の
耳
大
な
る
防
備
が
林

立
し
て
居
り
、
本
殿
た
る
徳
寧
殿
の
如
き
も
元
代
の
建
築
と
し

て
素
振
し
い
規
制
を
示
し
て
居
る
。
し
て
み
る
と
曲
陽
よ
り
望

祀
し
得
る
山
嶽
中
の
一
に
古
く
恒
山
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
す
、
そ
こ
で
曲
陽
螺
城
西
北
百
四
十
支
里
の
大
茂
山
が
古

恒
山
で
あ
る
と
す
る
の
は
Ｉ
庶
肯
か
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍

ら
「
史
記
」
趙
世
家
の
註
文
に
引
川
さ
れ
た
「
菅
書
地
道
記
」

に
は
、

　

恒
山
在
二
上
曲
陽
新
西
北
百
四
十
里
「
北
行
四
百
五
１
　
里
得
‘
1

　

恒
山
炭
　
０
彼
こ
飛
狐
口
　
０
北
則
代
郡
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唇

と
あ
り
、
恒
山
が
延
々
四
百
五
十
里
、
共
の
軋
ぼ
が
。
飛
狐
ロ
に

達
し
て
居
る
と
述
べ
て
居
る
。
飛
狐
口
は
蔚
懸
と
渾
源
新
と
Ｏ

間
に
位
す
る
開
名
で
あ
る
が
此
０
記
事
０
飛
狐
ロ
が
若
し
其
の

開
を
指
す
も
の
と
す
る
と
晋
代
に
は
渾
源
新
よ
り
温
に
東
方
に

位
置
す
る
地
鮎
に
恒
山
の
肢
頂
が
存
し
た
と
解
せ
ら
れ
な
け
れ

　
　
　
　
　

⑥

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
開
し
て
は
親
し
く
同
地
に
至
っ
て
山
嶽

の
賓
情
を
瞼
す
べ
き
必
要
が
あ
る
か
ら
暫
く
断
案
を
保
留
す
る

こ
と
ｉ
し
て
、
唯
だ
此
處
に
二
つ
の
解
祥
が
提
起
さ
れ
る
こ
と

を
注
意
し
て
置
か
う
。
そ
れ
は
、
飛
狐
ロ
と
呼
帑
す
る
位
置
が

時
代
に
依
っ
て
相
違
が
あ
る
か
否
か
の
疑
ぴ
で
あ
り
、
他
は
位

置
は
不
動
と
す
る
も
地
理
的
知
識
の
漠
然
た
る
結
果
か
ｘ
る
記

述
を
行
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
疑
０
　
で
あ
る
。

　

「
後
漢
書
」
に
見
え
る
、
光
武
帝
建
武
十
五
年
に
輩
于
の
寇
掠

日
に
甚
し
い
の
で
、
雁
門
・
代
郡
・
上
谷
の
吏
民
六
萬
節
口
を

常
山
開
に
置
い
て
之
を
避
け
た
と
あ
る
記
載
の
常
山
開
に
就
い

て
、
「
恒
山
志
」
の
撰
者
は
、
桐
幽
志
　
０
代
郡
有
こ
五
開
　
０
常
山

開
印
蛮
狐
級
也
と
記
し
て
居
る
。
と
れ
は
飛
狐
ロ
と
常
山
開
が

同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
註
し
て
居
る
に
止
っ
て
、
固
よ
り

上
記
の
疑
問
に
答
ふ
る
も
の
で
は
な
い
。
然
る
に
顧
阻
萬
の
説

に
依
れ
ば
常
山
開
は
今
日
０
倒
馬
開
に
比
定
せ
ら
れ
て
居
る
。

従
っ
て
若
し
飛
狐
ロ
に
移
動
が
行
は
れ
た
と
す
れ
ば
、
曾
て
倒

馬
開
附
近
を
〔
古
〕
飛
狐
口
と
孵
し
た
と
す
る
推
定
も
一
庶
成
立

す
る
で
あ
ら
う
。
加
之
北
魏
時
代
に
は
飛
狐
ロ
を
一
に
垂
丘
道

と
も
呼
ん
で
居
る
。
里
丘
地
方
は
晋
代
、
代
郡
の
管
轄
に
属
さ

た
か
っ
た
様
で
あ
る
が
、
前
漢
時
代
は
明
白
に
其
ｏ
所
感
で
あ
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り
た
。
果
し
て
然
ら
ば
「
晋
書
地
道
記
」
に
謂
ふ
「
恒
山
０
炭

を
飛
狐
ロ
と
貌
し
北
は
則
ち
代
郡
也
」
と
あ
る
を
以
っ
て
直
ち

に
恒
山
の
肢
頂
を
今
日
の
飛
狐
口
即
ち
渾
源
の
北
方
に
ま
で
及

さ
ま
と
も
、
倒
馬
開
附
近
に
恒
山
の
炭
を
求
め
る
こ
と
の
あ
な

が
ち
無
理
だ
と
は
思
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

梢
々
晦
溢
な
序
述
で
は
あ
る
が
、
要
は
晋
書
地
道
記
の
記
事

に
於
て
恒
山
の
肢
頂
が
倒
馬
開
附
近
の
一
山
嶽
を
指
し
た
も
の

で
あ
ら
う
と
解
憚
し
度
い
の
で
あ
る
。
更
に
亦
此
の
記
載
を
通

じ
初
め
大
茂
山
を
以
っ
て
恒
山
と
し
た
の
が
地
理
的
知
識
の
進

展
或
は
他
の
事
９
　
に
依
っ
て
北
嶽
が
北
方
倒
馬
闘
方
面
に
移
動

し
っ
ｘ
あ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
度
い
。
一
方
叉
、

諸
家
が
既
に
注
意
し
て
居
る
様
に
「
水
経
注
」
湯
水
の
條
の
「
惇

謳
、
南
は
玄
岳
に
面
す
」
と
あ
る
玄
岳
に
就
い
て
も
問
題
が
生

す
る
で
あ
ら
う
。
云
ふ
迄
も
た
く
北
方
は
玄
色
で
あ
る
か
ら
此

の
玄
岳
は
北
嶽
の
義
で
あ
り
、
惇
瓢
飲
城
の
位
置
か
ら
こ
れ
が

今
日
の
恒
山
を
指
し
て
蒔
し
た
も
の
だ
と
解
し
て
略
々
誤
り
は

な
い
。
か
く
し
て
、
北
嶽
印
ち
恒
山
は
倒
馬
開
方
面
よ
り
一
居

西
北
進
し
て
現
在
に
至
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
北
魏

が
平
城
に
都
し
て
以
来
、
渾
源
の
恒
山
を
以
っ
て
北
嶽
と
し
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
式
に
朝
廷
が
公
認
し
た
も
の
で
は
な
い

０
　
で
お
り
て
、
依
然
大
茂
山
が
北
嶽
恒
山
で
あ
っ
た
こ
べ
は
蔽

ひ
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
爾
来
明
代
に
至
る
迄
使
ら
な
か
っ

た
。
然
る
に
弘
治
六
年
馬
文
升
の
奏
請
に
依
っ
て
現
今
の
恒
山

が
愈
々
北
嶽
恒
山
と
し
て
公
認
さ
れ
た
０
で
あ
る
。
此
０
際
識

者
の
間
に
物
議
を
畷
し
た
こ
と
は
衆
知
の
話
で
あ
っ
た
。
清
朝

順
治
の
末
年
に
至
っ
て
は
更
に
朝
廷
の
祭
祀
も
渾
源
に
於
て
行

は
れ
た
。
か
く
て
曲
陽
の
北
嶽
廟
は
逡
に
地
方
的
な
廟
祠
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

惟
ふ
に
代
・
涼
・
繁
峙
等
漢
の
諸
瓢
は
漢
代
に
は
悉
く
雁
門

以
北
に
位
置
し
て
居
た
。
そ
れ
が
中
世
今
日
の
如
く
南
下
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
恒
山
北
嶽
は
漸
次
北
上
し
、
逡
に

河
北
越
え
て
山
西
に
達
し
た
。
そ
れ
は
恰
も
任
那
伽
１
　
が
韓
と

な
っ
て
牛
島
を
、
更
に
’
唐
と
稲
し
て
支
那
を
指
す
様
に
な
っ
た

の
に
似
て
居
る
様
に
思
は
れ
る
。

註①
後
か
ら
梯
子
を
掛
け
て
蒲
内
を
見
仁
。
前
後
二
豊
の
坐
佛
を
安
置
し

　
　

て
あ
つ
仁
が
、
製
作
は
必
ず
し
も
勝
れ
仁
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い

　
　

様
に
考
へ
ら
れ
仁
。
楢
、
罷
の
内
壁
に
は
壁
斑
が
あ
り
、
八
面
に
各

　
　

一
健
、
如
来
形
三
、
菩
薩
形
四
、
千
手
観
音
一
を
描
い
て
居
仁
。
筆

　
　

法
は
明
頃
か
と
思
へ
尤
。
天
井
は
二
手
先
の
斗
棋
を
以
つ
て
支
へ
仁

　

ド
ー
ム
式
で
梁
彷
に
至
る
迄
悉
く
傅
彩
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
重
檜
が

-35-
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め
っ
た
と
し
て
も
常
初
の
模
様
を
可
成
り
存
し
て
居
仁
。
・
天
井
に
も

　
　

亦
坐
佛
八
曽
描
か
れ
て
居
る
。
東
西
の
扉
は
唯
だ
獣
首
環
を
飾
っ
仁

　
　

の
み
で
あ
っ
仁
加
、
北
側
の
も
の
は
童
兄
が
扉
を
開
い
て
将
に
入
ら

　
　

ん
と
す
る
姿
を
示
し
て
居
仁
。
窓
の
あ
る
面
に
は
重
修
碑
加
祁
合
三

　
　

個
嵌
入
さ
れ
、
一
は
成
化
五
年
重
修
記
、
他
は
萬
冊
丙
辰
重
修
稀
迦

　
　

塔
記
で
、
他
は
磨
滅
し
て
敲
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
だ
。

⑦
祥
迦
塔
在
I
t
圖
畳
寺
↓
金
正
隆
三
年
肘
元
れ
建
。
凡
九
級
。
磨
‘
埼
信

　
　

ｙ
之
。
近
見
無
ｙ
温
二
百
尺
　
０
数
十
里
外
印
口
之
催
血
一
将
漢
　
０
州
人
傅
信
二

　
　

輿
跡
二
焉
。
〔
渾
源
州
志
巻
十
、
拾
逍
〕
。

③
周
養
庵
氏
の
’
「
雲
中
紀
游
」
に
は
此
の
額
が
適
々
下
さ
れ
て
居
仁
の

　
　

で
拓
本
を
と
っ
包
と
記
し
て
居
る
。
〔
「
藤
林
月
刊
１
　
游
山
専
跨
」

④
殿
内
の
壁
斑
に
関
し
て
、
傅
播
湘
氏
は

　
　

四
壁
捨
二
請
れ
天
紳
像
及
男
女
參
秤
水
陸
俄
式
　
０
陣
容
荘
穆
。
梵
相

　
　

壌
奇
。
妙
諦
如
ｙ
湧
“
於
舌
？
ｉ
;

　

慈
悲
若
‘
良
二
於
眉
宇
　
０

　

使
７
噂
仰
之

　
　

徐
。
同
‘
嘩
武
雄
。
如
占
置
“
身
龍
華
會
上
百
賓
光
明
中
　
０
薔
其
意
匠
既

　
　

抄
‘
蒼
奇
「
敷
釆
尤
§
５
.
1
狼
渥
べ
硯
二
大
同
華
眠
寺
所
作
　
０
古
趣
特
勝
。

　
　

非
二
金
元
名
匠
　
０
未
‘
易
二
取
辨
　
０

　
　

と
絶
譜
し
て
居
る
？
自
分
の
第
一
印
象
で
は
後
世
の
取
綸
の
様
に
思

　
　

は
れ
、
大
し
仁
も
の
と
も
感
ぜ
ら
れ
４
　
、
又
再
度
詳
し
く
調
査
す
る

　
　

積
り
で
深
く
意
を
櫛
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
更
に
此
の
与
に
赴
く
と

　
　

曾
侶
は
留
守
で
不
幸
に
も
調
査
の
検
會
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

④
寺
院
の
配
置
圖
は
「
渾
源
州
志
」
に
掲
げ
‘
ら
れ
て
居
る
が
、
鐘
楼
と

　
　

鼓
楼
と
の
位
置
を
誤
っ
て
居
る
。
賞
際
は
雨
麿
の
南
隣
に
位
す
る
。

　
　

同
書
巻
九
の
薦
文
の
條
に
は
桂
敬
順
撰
乾
隆
庚
咬
の
重
修
永
安
寺
碑

　
　

・
記
が
あ
り
、
そ
れ
｡
1
J
依
る
と
、

　
　

几
五
重
。
首
初
地
。
次
護
法
殴
。
次
大
雄
殿
。
次
肘
寮
。
次
銀
佛
舎
。

　
　

正
殿
左
右
儒
二
翼
殿
「
塑
‘
大
士
闘
北
膠
像
ご
用
麿
各
五
楡
。
文
武
職

　
　

官
。
慶
賀
班
所
。
鼓
楼
鐘
室
。
次
・
箕
下
べ
護
法
殿
左
右
認
二
方
丈
　
０

　
　

怜
・
逼
客
堂
づ

　
　

と
あ
る
。
初
地
と
い
ふ
は
意
味
が
わ
か
ら
な
い
が
、
山
門
を
指
す
の

　
　

で
あ
ら
う
。
現
在
、
暦
寮
と
将
す
る
建
築
は
圖
に
依
る
中
央
の
も
の

　
　

及
び
西
側
の
も
の
が
失
は
れ
、
束
脩
の
も
の
は
倒
複
に
瀕
し
て
居
る
。

　
　

繊
佛
舎
に
は
一
普
の
鐙
佛
が
あ
っ
た
が
他
は
塑
像
で
め
っ
た
。
正
殿

　
　

の
月
毫
に
は
不
完
を
な
一
個
の
総
翰
が
置
か
れ
、
中
庭
に
は
四
個
の

　
　

碑
が
あ
る
が
、
奮
い
方
は
文
字
が
全
く
磨
滅
し
て
居
る
。
翼
殿
の
前

　
　

壁
に
は
各
々
碑
銘
が
嵌
入
さ
れ
、
東
殿
の
も
の
は
至
元
偕
一
年
住
持

　
　

御
州
大
永
安
祚
寺
銘
と
康
煕
己
未
永
安
寺
焚
修
碑
記
と
で
、
西
殿
の

　
　

も
の
は
萬
暦
庚
寅
重
修
地
蔵
欧
銘
記
と
康
煕
二
十
三
年
永
安
寺
置
造

　
　

供
器
記
と
て
あ
る
。
雨
麿
に
は
祀
師
殿
霜
神
殿
〔
東
〕
・
白
衣
殿
・
伽

　
　

藍
殿
〔
西
〕
等
の
額
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
。
狙
客
殿
及
び
護
法
殿
は
現

　
　

在
小
學
校
と
し
て
利
用
さ
れ
て
居
仁
。

⑥
横
山
は
渾
源
嘔
城
か
ら
西
方
約
二
十
支
里
、
渾
河
の
北
側
に
あ
る
。

　
　

低
い
山
な
の
で
、
遠
望
す
る
と
丘
陵
の
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
　

「
水
総
注
」
導
水
の
條
に
依
る
と

　
　

清
水
叉
東
。
峠
川
水
注
’
之
。
水
南
出
倅
駆
故
枝
南
づ
王
莽
之
峰
張

　
　

也
。
麻
南
面
玄
岳
。
右
背
・
砂
山
ぺ
處
二
二
山
之
巾
｛
政
以
二
瞭
張
‘
篤

　
　

名
矣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　

と
あ
-
r
r
s
、
更
に
州
志
に
は

　
　

瞭
川
水
。
源
出
二
州
東
北
二
十
里
　
０
流
二
経
州
西
南
十
五
里
古
倅
麻
・

　
　

噺
家
荘
フ
〔
巻
二
、
山
’
川
の
條
〕
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と
あ
-
O
i
、
こ
れ
に
依
っ
て
古
瞭
駆
は
現
在
の
麻
家
荘
附
近
に
位
置
し

　
　

て
居
包
こ
と
が
窺
は
れ
る
。
猫
又
古
蹟
の
條
を
見
る
と
、
故
峰
醸
〔
在
二

　
　

豚
〕
西
二
十
里
。
横
山
左
側
。
遺
傭
肯
存
。
と
も
記
し
て
居
る
。
或

　
　

は
土
城
が
若
干
残
っ
て
居
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
噺
名
は
隋
代
平
寇

　
　

噺
と
呼
ん
だ
こ
と
も
め
っ
む
が
、
間
も
な
く
菖
に
復
し
、
唐
代
に
至

　
　
　
　
　
　

一
’

　
　
　
　
　

／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　

一

　
　

っ
て
渾
源
駆
と
孵
せ
ら
れ
、
五
代
の
間
、
廓
治
を
現
在
の
場
所
に
移

　
　

し
た
〔
泰
二
沿
革
〕
。
金
以
後
噺
を
升
せ
て
州
と
稲
し
、
倚
末
に
至
る

　
　

ま
で
渾
源
州
と
い
は
れ
た
。
再
び
廓
名
が
行
は
れ
る
に
至
っ
だ
の
は

　
　

民
國
の
初
年
か
ら
で
あ
る
。
渾
源
の
名
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
渾
河
の

　
　

源
の
義
で
あ
る
。
渾
河
は
廓
内
の
八
水
が
渾
波
す
る
と
こ
ろ
か
ら
か

　
　

く
名
付
け
ら
れ
仁
も
の
で
あ
る
と
謂
は
れ
、
八
水
と
は
磁
密
〔
磁
峡
〕

　
　

逍
望
、
胤
嶺
、
際
、
祁
夥
、
乳
泉
、
李
略
、
渾
源
の
諸
水
を
指
す
〔
巻

　
　

二
山
川
〕
。
然
し
渾
河
の
況
明
中
に
挺
渾
源
水
の
名
の
存
す
る
の
は
ｆ

　
　

稽
々
理
に
か
な
は
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

：

⑦
李
硲
ロ
が
軍
事
交
通
上
の
一
要
所
で
あ
る
こ
と
は
森
學
士
の
既
に
指

　
　

摘
し
て
居
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〔
「
戦
國
式
銅
器
の
研
究
」
所
収

⑩
黄
土
潜
心
断
面
を
横
か
ら
褒
掘
じ
仁
の
で
あ
っ
て
、
洞
窟
内
か
ら
登
。

　
　

掘
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
北
嶽
恒
山
に
就
い
て
は
本
文
中
に
記
逍
し

　
　

仁
が
、
銅
器
群
疲
見
地
は
現
在
の
恒
山
と
の
関
係
に
於
て
み
て
も
、

　
　

チ
ザ
ッ
ク
氏
等
の
脱
を
裏
書
す
べ
き
屈
強
な
場
所
と
は
思
は
れ
な
い
。

　
　

梅
原
像
士
が
推
測
さ
れ
て
居
る
様
に
こ
れ
を
以
っ
て
墳
墓
と
解
す
る

　
　

方
炉
盛
か
に
無
難
で
あ
る
。

⑨
此
の
堵
は
拗
黒
色
で
厚
さ
五
糎
縦
十
六
糎
で
あ
る
。
樅
は
十
九
糎
許
・

　
　

り
あ
る
が
毀
損
し
て
居
て
完
全
な
形
は
不
明
で
あ
る
。
表
面
は
素
文

　
　

で
あ
・
る
が
、
’
地
は
粗
く
、
｀
裏
面
に
は
精
々
雑
な
繩
薦
文
炉
現
は
さ
れ

　
　

て
居
る
・
。
知
見
に
依
る
と
こ
れ
は
漢
代
に
は
賜
せ
し
め
る
こ
と
が
出

　
　

来
る
が
*
･
或
は
更
に
湖
り
得
る
か
も
知
れ
ぬ
。

⑩
逍
武
帝
の
道
路
関
節
は
本
文
に
あ
る
廷
り
大
同
と
定
駆
と
を
結
ぶ
も

　
　

の
で
、
恐
ら
く
河
北
省
の
唐
嚇
か
ら
唐
河
に
指
Ｉ
て
湖
り
、
倒
馬
闘

　
　

附
近
を
越
元
震
丘
に
出
で
更
に
廣
震
方
面
を
廻
る
か
或
は
直
接
渾
源

　
　

に
出
づ
る
か
し
て
大
同
に
廸
し
包
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
古
飛
狐
口

　
　

の
位
置
に
闘
す
る
疑
問
は
本
文
に
鯛
れ
で
置
い
記
。

李
僻
村
に
つ
い
て
〕
。
今
日
も
此
處
は
匪
賊
の
た
え
ず
出
没
す
る
地

　
　

⑩
肢
頂
と
は
炭
に
對
し
て
似
に
か
く
課
名
を
附
し
尤
の
で
あ
る
。
炭
は

　
　

鮎
に
な
っ
て
居
る
と
い
ふ
。

⑤
梅
原
博
士
、
李
僻
村
に
於
け
る
逡
物
の
疲
見
と
其
の
種
類
「
戦
図
式

　
　

銅
器
の
研
究
」
參
看
。

⑨
百
姓
の
語
る
と
こ
ろ
は
陰
暦
の
二
十
三
日
で
あ
り
、
博
士
は
十
三
日

　
　

だ
と
記
し
て
居
る
。
沢
官
の
押
牧
し
記
も
の
も
前
者
で
は
十
八
個
、

　
　

後
者
は
十
七
個
と
な
っ
て
居
る
。
地
隙
の
幅
が
狭
い
の
で
其
の
中
を

　
　

行
っ
た
と
い
ふ
の
は
現
在
の
情
態
か
ら
は
相
々
信
が
置
き
叢
く
、
左

　
　

側
の
縁
逢
を
歩
い
て
登
見
し
北
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
疑
は
し
め
た
。

　
　

山
の
高
い
貌
で
あ
っ
て
ヽ
「
爾
雅
」
禅
山
に
小
山
を
浚
。
、
大
山
を
喧
と
一
一

　
　

い
ふ
と
あ
り
。

⑩
傅
噌
湘
氏
は
其
の
北
嶽
遊
記
に
於
て

　
　

　
　
　
ナ
情
論
’
之
。
恒
山
外
阻
二
沙
漠
べ
内
孫
・
闘
塞
　
０
ｍ
二
中
華
之
坊
表
　
０

　
　

蒙
・
細
京
之
胡
衛
　
０
其
拝
一
雄
饌
り
洵
非
－
・
・
他
嶽
可
二
曾
比
ぺ
然
余
以
こ

　
　

圖
経
・
按
’
之
。
恒
山
之
盤
巴
旦
於
北
維
‘
者
。
其
孤
域
至
Ｓ
３
.
｡
廣
遠
ヾ
曹

　

’
子
言
。
其
山
北
臨
’
代
。
南
俯
’
趙
。
東
接
二
河
海
之
間
　
０
以
・
‘
山
之
脈

　
　

言
’
之
。
自
ｙ
北
河
東
河
南
。
騰
二
躍
紫
荊
・
倒
馬
ぺ
。
以
建
二
於
・
曲
陽
　
０
則
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東
至
・
’
飛
狐
之
炭
「

　

北
省
二
桑
乾
之
陰
　
０
迄
r
l
於
句
注
以
東
之
雄
開
瞼

塞
遥
‥
恒
岳
婚
屈
廻
施
之
地
。
是
高
是
之
正
峰
。
印
大
茂
之
諏
幹
。
曲

陽
其
趾
。
阜
平
共
脊
。
府
渾
源
則
后
也
。
几
此
五
百
里
間
。
何
莫
’

北
ｙ
岳
蜜
之
所
・
’
鍾
硫
作
而
必
斤
斤
焉
。
執
・
二
地
‘
以
辨
二
其
是
非
　
ｏ

ｆ
ｅ
｡
｡
亦
所
‘
見
溢
’
耶
。

と
記
し
、
池
石
に
茫
洋
た
る
大
陸
的
見
解
を
披
濯
し
て
居
ら
れ
る
。

’

―

⑩
「
渾
源
州
志
」
巻
二
に
も
亦
、
こ
れ
と
同
様
の
記
事
を
掲
げ
、
置
こ
常

　
　

山
間
於
飛
狐
炭
‘
と
記
し
て
居
る
。
然
し
こ
れ
ら
が
根
採
と
す
る
と

　
　

こ
ろ
に
就
い
て
は
手
も
と
に
検
索
す
べ
き
文
献
を
有
せ
す
、
其
の
鮎

　
　

厳
正
な
る
批
判
を
経
て
居
な
い
こ
と
を
記
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
廿
五
日
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　

呻
岳
・
帥
川
・
聘
州

　

金
元
０
時
代
、
渾
源
の
こ
と
を
祁
州
と
も
い
っ
た
。
今
も
永
安
寺
に
は
至
元
三
十
一
年
の
「
□
□
□
住
持
祁
州
大
永
安
御

寺
銘
」
と
い
ふ
碑
が
残
っ
て
を
る
。
金
の
劉
祁
の

　

「
帥
川
遜
士
集
」
（
知
不
足
棄
叢
書
本
鯖
潜
志
の
後
に
侠
文
を
附
す
）
に

は
「
遊
西
山
記
」
と
い
ふ
文
が
あ
り
、
渾
源
の
西
、
玉
泉
山
に
上
っ
て
、
「
北
、
帥
州
を
望
め
ば
、
掌
上
に
あ
り
、
城
邑
、

棋
局
の
如
し
」
と
述
べ
て
を
る
。
ま
た
祁
川
と
い
ふ
の
も
、
営
時
か
ら
渾
源
の
雅
名
と
し
て
使
は
れ
、
今
日
に
於
い
て
も
な

ほ
行
は
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
渾
源
八
景
を
孵
し
て
「
帥
川
八
景
」
と
い
ふ
が
如
く
。
こ
れ
は
、
今
日
の
所
謂
る
北
嶽
が
常

時
、
帥
岳
ま
た
は
紳
山
と
い
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
基
く
も
の
と
思
ふ
。
元
遺
山
の
「
十
三
日
度
岳
領
」
（
遺
山
文
集
巻
十
）
と

い
ふ
詩
に
、
「
祁
岳
規
模
亦
壮
哉
」
と
あ
り
、
劉
祁
の
「
遊
西
山
記
」
に
は
、
前
の
文
に
緬
い
て
「
東
は
則
ち
岳
、
帥
山
屏

の
如
く
、
青
松
翠
柏
の
間
、
隠
々
と
し
て
樅
観
あ
り
」
と
見
え
る
。
こ
れ
、
今
日
の
北
嶽
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
常
時

こ
の
山
を
北
嶽
と
か
恒
山
と
か
い
っ
た
例
は
な
い
や
う
で
あ
る
。

　

今
日
知
ら
れ
た
文
献
で
は
、
北
嶽
を
渾
源
に
置
い
て
ゐ
る
の
は
、
ら
大
明
一
統
志
」
あ
た
り
が
最
も
古
い
の
で
は
な
い
か

と
思
ふ
。
元
の
「
混
一
疆
理
歴
代
國
都
之
圖
」
で
は
北
嶽
は
今
の
正
定
の
西
北
に
あ
る
。
し
か
し
、
明
の
「
廣
輿
圖
」
に
な

る
と
正
定
の
西
北
に
は
恒
山
、
渾
源
の
南
に
は
北
嶽
が
あ
ら
は
さ
れ
、
滑
稽
な
感
じ
が
す
る
。
金
や
元
で
も
北
嶽
の
祭
祀
は

や
は
り
今
日
の
曲
陽
で
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
何
れ
の
山
が
祭
祀
す
る
北
嶽
の
本
腰
で
あ
る
か
、
恐
ら
く
は
漠
然
と
し
て

ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
明
代
、
北
嶽
が
今
の
渾
源
に
定
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
金
元
の
時
代
こ
れ
が
帥
岳
と
い
は
れ

た
こ
と
が
直
接
の
原
囚
で
あ
ら
う
。
古
く
北
魏
の
時
代
、
玄
嶽
と
い
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
よ
っ
’
て
も
、
こ
の
山
が
そ
の
地
方

に
於
け
る
山
嶽
信
仰
の
一
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
と
思
ふ
。

　

（
日
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卜蛮と豆の破片及び壷の口縁部

２磨研土器片。勣文

　

のある'ものも磨研

　

を用ふ

３條文土器片。右上のものは縦條文な!)と考

　

へらる。中火にあるのが即ち耳形把手のあ

　

るもの
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４素文土器片。但し壷口破片は繩文あ

　

りｏ細片は砂を含む
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５繩菌文土器片。左下は吊贋
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