
縦
目
仮
面
、
「
燭
龍
」
と
「
祝
融
」

－
三
星
堆
文
明
に
お
け
る
青
銅
「
縦
目
仮
面
」
と
中
国
古
代
神
話
伝
説
と
の
接
点
一

徐

朝

龍

縦目仮面，「燭龍」と「祝融」（徐）

【
要
約
】
　
中
国
四
川
省
暴
漢
市
三
星
堆
で
発
見
さ
れ
た
股
周
時
代
の
青
銅
器
文
化
は
そ
の
「
非
中
国
的
」
な
性
格
で
も
っ
て
学
界
に
大
き
な
驚
き
を
与
え

た
。
本
論
考
で
は
、
三
星
堆
文
明
の
も
つ
「
非
中
国
的
」
な
側
面
を
象
徴
す
る
遺
物
の
一
つ
で
あ
る
青
漏
壷
目
仮
面
に
照
準
を
絞
り
、
そ
れ
が
古
代
下
国

で
は
龍
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
、
そ
の
特
異
な
姿
を
「
山
海
経
」
に
記
録
さ
れ
た
「
燭
龍
」
と
比
較
し
、
両
者
が
驚
異
的

に
一
致
し
た
こ
と
が
判
麗
し
た
。
そ
こ
で
、
「
山
海
経
」
な
ど
の
関
係
文
献
に
描
か
れ
た
「
燭
龍
」
の
も
つ
神
通
力
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
い
、
青
銅
縦
目

仮
面
の
奇
妙
な
姿
の
も
つ
歴
史
的
な
背
景
を
考
察
し
て
み
た
。
一
方
、
「
燭
龍
」
の
活
動
し
た
と
さ
れ
る
関
係
地
域
に
つ
い
て
も
文
献
解
析
を
試
み
、
「
鐘

山
」
が
「
天
下
之
中
」
と
さ
れ
た
「
寛
痛
之
丘
」
に
あ
た
り
、
「
鐘
山
之
下
」
が
も
う
一
つ
の
「
天
下
野
中
」
だ
っ
た
「
都
広
之
野
」
に
該
当
し
た
と
わ

か
っ
た
。
そ
の
上
、
「
箆
岩
笹
丘
」
と
「
都
広
之
野
」
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
眠
山
山
系
と
川
西
平
原
を
指
し
た
と
い
う
可
能
性
を
見
い
だ
し
た
。
こ
れ
で

三
星
堆
古
代
蜀
国
に
お
け
る
青
銅
遺
物
と
文
献
と
の
接
点
を
一
層
有
力
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
以
上
の
結
論
を
踏
ま
え
、
「
燭
龍
」
が
古

代
南
方
の
神
と
さ
れ
た
「
祝
融
」
と
の
間
に
多
く
の
共
通
点
を
も
つ
こ
と
に
注
目
し
、
「
祝
融
」
は
「
燭
龍
」
か
ら
変
化
し
た
神
だ
っ
た
可
能
性
を
論
証

し
た
。
そ
し
て
湖
南
省
長
沙
市
馬
王
堆
前
漢
墓
（
一
号
、
三
号
）
の
畠
画
に
描
か
れ
た
「
神
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
「
女
姻
」
で
は
な
く
、
「
祝
融
」
だ

と
立
証
し
、
一
号
墓
の
吊
画
と
三
号
墓
詣
と
の
表
現
上
の
食
い
違
い
を
「
祝
融
」
と
「
炎
帝
」
と
の
関
係
で
説
明
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
に
、
前
に
「
扶

桑
信
仰
」
の
原
点
を
究
明
し
た
の
に
続
き
、
「
山
海
経
し
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
中
国
古
代
神
話
伝
説
の
も
う
一
つ
の
原
形
が
三
星
堆
文
開
に
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
七
七
巻
四
号
　
一
九
九
四
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

八
年
前
、
中
国
四
川
省
広
葉
市
三
星
堆
遺
跡
に
お
け
る
二
つ
の
画
期
か
ら
金
器
を
は
じ
め
玉
石
器
、
象
牙
お
よ
び
重
さ
一
ト
ン
を
超
え
る
青
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銅
鋳
造
物
な
ど
が
出
土
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
こ
と
は
記
億
に
新
し
い
。
特
に
そ
の
青
銅
鋳
造
物
の
中
に
そ
れ
ま
で
の
中
国
青
銅
器
時
代
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
の
常
識
を
根
底
か
ら
改
め
る
ユ
ニ
ー
ク
な
造
形
的
傑
作
の
忍
女
が
含
ま
れ
て
お
り
、
考
古
学
、
歴
史
学
関
係
者
に
大
き
な
驚
き
を
与
え
た
。

中
で
も
目
玉
が
飛
び
出
る
巨
大
な
青
銅
仮
面
は
奇
抜
な
造
形
と
し
て
最
も
目
を
引
く
存
在
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
仮
面
に
つ
い
て
、
そ

の
目
が
「
縦
目
」
と
み
な
さ
れ
、
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
に
登
場
す
る
古
代
蜀
地
に
お
け
る
最
初
の
王
で
あ
る
「
蜀
慰
書
叢
」
の
姿
と
比
定
さ
れ

幅
広
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る
。
か
つ
て
は
「
華
陽
国
志
」
に
記
載
ざ
れ
て
い
る
「
縦
目
」
を
め
ぐ
っ
て
、
王
の
額
の
真
中
に
目
が
縦
に

生
え
て
い
る
か
ら
そ
の
名
を
得
た
と
か
、
二
恩
が
縦
に
な
る
ほ
ど
極
端
に
つ
り
上
が
る
た
め
「
縦
目
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
か
、
さ
業
ざ
ま
な

推
測
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
意
外
に
も
眼
中
か
ら
目
玉
が
正
面
に
向
け
て
飛
び
出
る
と
い
う
形
だ
っ
た
と
は
、
さ
す
が
に
誰
一
人
も
思
い
つ
き

さ
え
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
縦
黛
の
青
銅
仮
面
を
み
た
関
係
者
た
ち
の
衝
撃
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

確
か
に
、
こ
の
縦
目
を
も
っ
て
「
蚕
叢
」
と
比
定
す
る
の
に
か
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
解
釈
が
こ
れ
で
終
わ
っ
た
よ
う

に
理
解
さ
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
作
業
を
続
け
て
き
た
結
果
、
こ
の
仮
面
が
古
代
異
国
の
王
の

「
翌
翌
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
山
海
経
」
に
記
録
さ
れ
る
古
代
神
話
伝
説
の
中
に
あ
る
特
定
な
内
容
と
多
く
の
接
点
を
も
つ
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
極
め
て
重
要
な
接
点
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
考
古
学
資
料
か
ら
神
話
伝
説
を
解
明
す
る
有
意
義
な
試
み
と
し
て
こ
の

小
文
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

　
①
　
四
川
省
文
物
管
理
委
員
会
、
四
川
省
文
物
考
古
研
究
所
、
四
川
省
広
漢
県
文
化
　
　
　
　
　
一
一
一
五
頁
、
一
九
八
七
年
、
北
京
。
著
者
同
前
n
⑧
「
広
漢
三
星
堆
遣
悶
二
号

　
　
局
鱒
㈹
「
広
漢
三
星
堆
遺
祉
一
号
祭
祀
坑
発
掘
応
報
」
、
「
文
物
」
第
一
〇
畢
、
第
　
　
　
　
　
祭
祀
坑
発
掘
応
報
」
、
「
文
物
」
第
五
号
、
一
f
二
〇
頁
、
一
九
八
九
年
、
北
京
。

2　（494）

第
醐
章
　
三
星
堆
古
代
蜀
国
の
「
龍
」

　
縦
昌
を
も
つ
青
銅
仮
面
は
三
星
堆
手
跡
の
コ
一
号
坑
」
か
ら
全
部
で
三
点
出
土
し
て
お
り
、
三
点
と
も
大
き
な
「
縦
目
」
を
も
っ
こ
と
で
共

通
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
「
大
号
獣
面
」
と
さ
れ
る
仮
面
は
幅
一
三
八
セ
ン
チ
、
高
さ
六
五
セ
ン
チ
と
あ
っ
て
最
も
大
き
い
。
〔
図
一
上
〕
「
小



縦擁仮簾，「燭S一’g」と「祝融」（徐）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

号
糸
面
」
と
さ
れ
る
仮
面
は
二
点
あ
り
、
幅
七
九
セ
ン
チ
、
高
さ
三
ニ
セ
ン
チ
と
サ
イ
ズ
が
同
じ
く
ペ
ア
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
〔
図
一
．

下
〕
「
大
号
獣
面
」
仮
面
の
額
の
真
中
に
四
角
い
穴
が
あ
る
。
か
つ
て
は
そ
こ
が
第
三
の
目
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
出
土
し

た
ほ
か
の
二
点
の
「
二
号
獣
面
」
仮
面
が
最
近
修
復
さ
れ
、
仮
面
の
額
の
小
穴
が
鼻
筋
に
乗
っ
て
立
ち
上
が
る
飾
り
付
き
を
取
付
け
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
と
判
明
し
た
た
め
、
「
字
号
点
眼
」
に
も
か
つ
て
同
様
な
飾
り
付
き
が
取
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
紛
失
し
た
と
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
よ
っ
て
、
「
第
三
の
臼
」
と
い
う
意
見
が
否
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
仮
面
は
発
掘
者
に
「
三
面
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
獣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
顔
付
き
は
間
違
い
な
く
人
間
の
顔
を
モ
デ
ル
に
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
人
間
の
顔
に
近
い
顔
は
飛
び
出
た
目
、
大
き
く
開
い
た
．
耳
、

図1　三星堆遺跡出土の三点の青銅縦目仮

臆
大
な
鼻
、
そ
し
て
耳
元
ま
で
広
が
る
口
を
も
ち
、
な
に
か
獣
を
連
想
さ
せ
る
ほ
ど
大
変
不

気
味
で
異
様
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
異
様
さ
を
最
も
際
だ
た
せ
る
の

は
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
の
額
か
ら
鼻
筋
ま
で
の
間
に
取
付
け
ら
れ
た
大
き
な
飾
り
付
き
と
雷

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
な
ぜ
顔
の
真
中
に
あ
の
よ
う
な
飾
り
付
き
を
取
付
け
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
～
　
飾
り
付
き
ば
果
た
し
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
～
　
三
星
堆
出
土
の
関
係
遺
物
を
注
意
深
く
観
察
し
て
き
た
筆
者
は
、
そ
れ
が
三
星
堆

文
明
の
蒔
代
に
「
龍
」
を
表
す
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
気

が
つ
い
た
。
即
ち
、
三
星
堆
の
古
代
蜀
国
で
は
「
龍
」
な
ら
、
鼻
の
上
に
必
ず
あ
の
よ
う
な

飾
り
付
き
が
つ
い
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ

げ
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
「
二
号
坑
」
か
ら
出
土
し
た
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
近
く
も
あ
り
、
枝
に
鳥
や
花
蕾
が

つ
い
て
い
る
巨
大
な
「
一
号
神
樹
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
の
細
長
い
幹
に
沿
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図2　青銅神樹「若木」に絡む「襲蛇」

　　　　　（古代即日の龍）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
さ
か
さ
ま
に
ぶ
ら
下
が
る
一
頭
の
怪
物
が
あ
る
。
こ
の
怪

物
は
蛇
の
よ
う
な
細
長
い
身
体
を
も
つ
が
、
鰭
や
足
も
生
え
て

い
る
〔
図
二
〕
。
そ
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
そ
の
額
あ
た
り
に

角
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
怪
物
を
蛇
と
見
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
「
龍
」
と
す
る
べ

き
か
、
問
題
に
な
り
そ
う
だ
が
、
実
は
古
代
で
は
「
龍
」
と

「
蛇
」
と
が
あ
ま
り
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
山
海
経
」
海
内
経
に
「
懇
懇
窟
龍
首
食

人
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
海
内
南
経
に
も
「
窒
窺
龍
首
、
麗

麗
水
中
、
…
…
其
状
如
総
懸
、
食
人
」
と
あ
る
が
、
同
海
内
西

経
で
は
「
窒
窟
者
、
蛇
面
人
身
」
と
あ
り
、
明
ら
か
に
「
龍
」
と
「
蛇
」
と
は
同
一
視
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
類
例
は
多
々
あ
る
の
で
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
。
筆
者
は
先
に
こ
の
怪
物
を
「
山
海
経
」
海
内
経
に
「
有
木
名
山
若
木
、
…
…
有
赤
君
子
木
上
、
名
望
硬
蛇
、
木
食
」
と
い
う
一

節
に
見
ら
れ
る
「
若
木
」
の
上
に
い
る
「
麗
」
に
あ
た
る
と
指
摘
し
て
い
㎏
が
・
額
に
飾
り
付
き
が
あ
る
・
と
や
足
が
生
え
て
い
る
点
な
ど

か
ら
見
て
、
「
若
木
」
を
表
す
実
物
の
青
銅
神
樹
に
絡
む
こ
の
「
換
蛇
」
は
「
龍
」
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら

れ
て
い
る
伝
統
的
な
中
国
古
代
の
龍
の
頭
部
特
徴
と
異
な
り
、
こ
の
怪
物
が
鼻
筋
に
大
き
な
飾
り
付
き
を
つ
け
て
い
る
の
は
そ
れ
が
三
星
堆
文

化
の
「
龍
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
証
拠
を
み
る
と
、
一
層
明
白
に
な
る
。

　
三
星
堆
遺
跡
の
「
二
号
坑
」
か
ら
出
土
し
た
全
高
二
六
ニ
セ
ン
チ
も
あ
る
青
銅
立
人
像
は
同
時
代
の
中
国
に
お
い
て
最
大
の
青
銅
鋳
造
人
物

像
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
〔
図
三
右
〕
が
、
そ
の
像
が
着
て
い
る
長
い
ガ
ウ
ン
に
は
空
を
舞
う
四
匹
の
「
龍
」
の
姿
が
線
刻
文
様
と
し
て
精
巧
に

施
さ
れ
て
い
る
〔
図
三
左
〕
。
こ
れ
ら
の
龍
の
頭
の
部
分
を
よ
く
見
る
と
、
そ
の
鼻
筋
の
上
に
や
は
り
大
き
な
飾
り
付
き
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
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縦目仮面J「燭龍」と「祝融」（徐）

A

図3　青銅立人像とその服に刻まれた龍の姿

IIIIIiii

図4　青銅板でできた龍の頭部
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図5青銅の蛇

ま
ず
目
に
つ
こ
う
。
こ
れ
ら
は
そ
の
姿
か
ら
龍
で
あ
る
こ
と
を
一
目
瞭
然
に
識
別
で
き

る
よ
う
に
表
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
く
ま
で
三
星
堆
の
古
代
蜀
露
な
ら
で
は
の

「
龍
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
当
時
の
人
々
に
よ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
と
鼻
筋

に
飾
り
付
き
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
有
力
な
証
拠
は
、
複
数
に
あ
る
「
蔓
龍
形
飾
」
と
呼
ば
れ
．
た
青
銅
製
の
遺
物

で
あ
る
〔
図
四
〕
。
こ
れ
ら
は
薄
い
青
銅
板
で
で
き
た
も
の
で
、
頭
を
も
た
げ
て
威
風
堂

々
な
雄
姿
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
よ
う
に
見
え
る
「
龍
」
で
躍
る
。
そ
の
頭
部
の
基
本
的
造

形
か
ら
見
た
だ
け
で
も
明
ら
か
に
そ
れ
が
龍
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る

が
、
鼻
筋
か
ら
額
に
か
け
て
さ
ら
に
見
事
な
飾
り
付
き
が
立
ち
あ
が
り
、
三
星
堆
の
古

代
蜀
国
の
独
特
な
「
龍
」
と
し
て
の
特
徴
を
際
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
三
星
堆
遺
跡
出
土
の
青
銅
鋳
造
物
の
中
に
蛇
も
含
ま
れ
て
い
る
〔
図
五
〕
。
こ

の
蛇
の
写
実
的
な
姿
．
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
飾
り
付
き
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

は
「
龍
」
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も

古
代
蜀
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
龍
」
と
「
蛇
」
と
は
別
々
な
動
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
実
例
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
三
星
堆
の
古
代
蜀
国
に
お
い
て
「
龍
」
は
額
か
ら
鼻
筋
に
か
け
て
角
の
よ
う
な
奇
妙
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
が
立
ち
上
が
る
と
い
う
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
姿
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
話
を
「
縦
目
」
の
仮

面
た
ち
に
戻
そ
う
。

　
ま
ず
、
比
較
的
小
さ
い
二
点
の
仮
面
は
い
ず
れ
も
鼻
筋
に
大
き
な
飾
り
付
き
を
も
つ
の
で
、
人
間
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
も
の
の
、
ほ
か
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の
数
多
く
の
飾
り
付
き
を
も
た
な
い
仮
面
と
比
べ
て
み
て
も
そ
の
突
出
し
た
特
徴
か
ら
そ
れ
ら
が
人
間
で
な
く
「
龍
」
で
あ
る
こ
と
を
規
定
さ

れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
こ
と
は
あ
の
巨
大
な
仮
面
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
即
ち
、
か
つ
て
額
の
四
角
い
穴
を
通
し
て

大
き
な
飾
り
付
き
が
取
付
け
ら
れ
て
い
た
「
大
藩
獣
面
」
も
「
小
号
壁
面
」
た
ち
と
同
じ
形
を
し
て
い
た
以
上
、
龍
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
飾
り
付
き
が
「
大
耳
翁
面
」
の
巨
大
さ
に
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
た
た
め
、
三
星
堆
の
青
銅
鋳
造
物
が
破
壊
さ

　
　
　
　
　
　
⑤

れ
葬
り
去
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
小
号
獣
面
」
と
比
べ
て
外
れ
た
り
、
壊
れ
た
り
し
ゃ
す
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

飾
り
付
き
こ
そ
な
く
な
っ
た
が
、
仮
面
が
も
と
も
と
「
龍
」
の
頭
を
表
す
つ
も
り
で
作
ら
れ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
抜
き
ん
で
た
大
き

さ
に
加
え
、
目
玉
が
飛
び
出
て
額
か
ら
鼻
筋
に
か
け
て
飾
り
付
き
が
取
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
大
小
三
点
の
仮
面
は
三
星
堆
遺
跡

で
出
土
し
た
す
べ
て
の
青
銅
仮
面
の
申
で
最
も
神
聖
な
る
存
在
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
で
は
、
こ
の
極
め
て
奇
妙
な
姿
を
も
つ
「
龍
」
は
な
に
か
特
定
な
頬
象
を
表
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
が
、
こ
の
特
定
な
対
象
と
は

い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
は
遺
物
を
扱
う
考
古
学
の
限
界
を
超
え
た
問
題
に
な
る
の
で
、

豊
富
な
古
代
文
献
の
内
容
か
ら
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
を
引
き
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
筆
者
は
検
証
作
業
を
始
め
る
こ
と
に
し

た
。　

ま
ず
、
「
龍
」
と
い
う
の
は
想
像
上
の
動
物
で
あ
り
、
神
話
的
な
世
界
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
星
堆
文

明
の
研
究
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
「
高
麗
本
紀
」
や
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
な
ど
の
重
要
な
文
献
に
は
「
龍
」
に
関
し
て
は
一
言
も
ふ
れ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
そ
ば
に
置
く
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
神
話
伝
説
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
文
献
の
範
囲
を
限
定
し
、
古
代
南
方
の
文

化
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
も
の
を
対
象
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
も
っ
ぱ
ら
神
話
伝
説
を
記
録
す
る
古
い
も
の
へ
と
範
囲
を
し

ぼ
っ
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
条
件
に
あ
う
「
山
海
経
」
と
い
う
文
献
が
浮
上
し
て
き
た
。
そ
こ
で
「
人
間
の
顔
を
も
つ
龍
」
と

い
う
最
大
の
特
徴
を
念
頭
に
「
山
海
経
」
の
記
載
内
容
を
洗
う
と
、
夫
荒
北
下
と
海
外
北
畑
に
登
場
す
る
「
燭
龍
」
ま
た
「
燭
陰
」
と
い
う
怪

物
が
目
に
止
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
　
陳
徳
安
「
三
星
堆
祭
紀
年
出
土
青
銅
面
具
研
究
」
、
「
四
川
文
物
」
三
星
堆
古
蜀

　
文
化
研
究
専
輯
、
三
八
－
四
四
頁
、
一
九
九
二
年
、
成
都
。

②
　
巴
家
雲
「
三
星
堆
遺
跡
所
反
映
的
当
人
一
丁
宗
教
問
題
的
研
究
」
、
「
四
川
文

　
物
」
、
広
漢
三
星
堆
遺
跡
研
究
専
輯
、
五
四
－
五
五
買
、
一
九
八
九
年
、
成
都
。

③
　
徐
朝
食
「
中
国
古
代
に
お
け
る
「
神
樹
伝
説
」
の
源
流
」
、
「
血
中
文
化
研
究
」

　
第
六
号
一
八
四
…
二
〇
六
頁
、
一
九
九
四
年
、
墨
画
社
、
東
京
。

④
　
三
星
堆
の
二
軸
坑
」
か
ら
「
爬
重
点
形
器
」
と
呼
ば
れ
た
青
銅
鋳
造
物
が
あ

　
る
（
同
前
章
注
①
㈹
文
献
、
五
頁
、
図
九
）
。
そ
れ
は
旗
竿
の
先
端
に
は
め
る
た
め

　
の
金
具
ら
し
い
（
筆
者
の
推
測
）
が
、
そ
の
上
に
付
着
す
る
動
物
は
発
掘
者
に
よ

　
っ
て
「
龍
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
実
物
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
そ
れ
は
龍
と
い

　
う
よ
り
ど
う
も
「
山
羊
」
の
顔
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な

　
ら
な
い
。
四
本
の
大
き
な
角
を
も
ち
、
顎
下
に
垂
齪
を
伸
ば
し
て
尻
尾
を
巻
ぎ
上

　
げ
て
い
る
こ
の
怪
物
は
ど
う
や
ら
「
山
海
経
」
に
記
載
ざ
れ
る
「
土
曝
」
に
あ
た

　
る
よ
う
に
思
う
。
西
山
経
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
西
南
四
百
里
、
日
髭

　
描
之
丘
、
是
実
唯
帝
之
下
都
、
神
陸
吾
司
之
、
其
神
状
虎
身
而
九
尾
、
人
面
葡
虐

爪
、
是
神
也
、
雨
天
之
九
部
及
帝
偏
固
時
」
と
。
そ
し
て
こ
の
下
り
に
続
く
文
言

　
こ
そ
上
述
の
い
わ
ゆ
る
「
爬
龍
柱
形
器
」
に
あ
る
怪
物
を
記
述
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
¶
有
獣
焉
、
鱗
状
如
羊
而
有
四
角
、
名
日

土
鰻
、
是
食
人
」
と
い
う
。
即
ち
、
「
寛
雌
器
丘
」
（
後
述
）
と
い
う
「
帝
之
下
都
」

　
に
一
匹
の
獣
が
お
り
、
そ
の
姿
が
羊
に
似
て
四
本
の
角
を
も
っ
て
お
り
、
名
前
は

　
「
土
曝
」
と
い
い
、
人
間
を
食
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
爬
龍
柱

　
形
器
」
に
あ
る
山
羊
の
顔
を
し
て
四
本
の
角
を
も
つ
怪
物
は
額
か
ら
鼻
筋
に
か
け

　
て
飾
り
付
き
を
も
つ
べ
ぎ
龍
な
ど
で
は
あ
り
え
な
く
ま
さ
に
「
土
曝
」
そ
の
も
の

　
の
姿
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
土
曝
」
は
そ
の
名
の
よ
う
に
土
と
関

　
照
し
て
い
た
よ
う
で
、
「
国
語
」
魯
語
下
に
「
丘
（
孔
子
）
聞
之
…
…
土
之
怪
、
日

　
鎖
羊
」
と
あ
る
が
、
「
頚
羊
」
と
は
、
「
土
曝
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
か
も
し
れ

　
な
い
。

⑤
徐
朝
龍
「
三
星
堆
「
祭
麗
坑
説
」
唱
異
：
兼
談
食
稼
和
杜
竿
之
関
係
」
、
「
四
川

　
文
物
」
第
五
期
、
三
豊
ー
黒
八
頁
；
第
六
期
、
四
〇
一
四
七
頁
、
一
九
九
二
年
、

　
成
都
。
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第
二
箪
　
　
「
山
海
経
」
の
申
の
「
燭
龍
」

　
　
「
山
海
経
」
大
荒
北
経
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
「
西
北
海
門
外
、
赤
水
之
北
、
有
章
尾
山
。
有
神
人
面
蛇
身
而
赤
。
三
目
正
乗
、
其

冥
乃
晦
、
其
視
蓋
明
。
不
食
、
不
寝
、
点
穴
、
風
雨
是
謁
、
是
燭
九
陰
、
野
趣
燭
龍
」
と
。
即
ち
、
西
北
の
海
の
外
、
赤
水
の
北
に
章
尾
山
と

い
う
山
が
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
の
顔
を
し
、
蛇
の
身
体
を
も
つ
赤
色
の
神
が
住
ん
で
い
る
。
そ
の
目
は
開
い
た
時
ま
っ
す
ぐ
に
竪
ち
、
閉
じ
る

時
一
本
の
直
線
に
な
る
（
「
正
乗
」
に
つ
い
て
筆
者
の
解
釈
が
以
下
に
あ
る
）
。
こ
の
神
が
目
を
閉
じ
た
時
は
、
天
下
が
夜
を
迎
え
る
が
、
彼
の
厨
が

開
い
た
時
は
天
下
が
昼
に
な
る
。
彼
は
食
わ
ず
、
寝
ず
、
呼
吸
せ
ず
、
風
雨
が
彼
の
指
示
を
仰
ぐ
。
彼
は
そ
の
神
通
力
で
も
っ
て
天
下
の
隅
々

の
暗
い
と
こ
ろ
を
照
ら
す
た
め
、
「
燭
魚
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
田
鼠
」
の
姿
は
、
人
間
の
顔
と
蛇
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の
身
体
を
も
つ
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
顔
に
あ
る
「
直
召
」
を
も
っ
て
見
る
人
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
を
念
頭
に
、
か

の
三
星
堆
の
「
大
号
獣
面
」
に
目
を
向
け
る
と
、
人
間
の
顔
を
し
て
い
る
こ
と
と
、
顔
に
「
縦
目
」
こ
と
「
盲
目
」
を
も
っ
こ
と
が
「
燭
龍
」

の
姿
の
最
大
の
特
集
に
ぴ
っ
た
り
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
身
体
に
つ
い
て
も
、
上
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
「
大

愛
心
面
」
は
三
星
堆
の
古
代
露
国
の
「
龍
」
と
し
て
表
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
「
蛇
身
」
、
即
ち
「
龍
」
の
身
体
を
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
定
で
き
よ
う
。
推
定
だ
け
で
は
不
十
分
と
思
う
が
、
実
は
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
の
に
非
常
に
注
目
す
べ
き
事
実
が
あ
る
の
で

あ
る
。
現
場
に
お
け
る
修
復
作
業
の
過
程
に
お
い
て
、
縦
目
仮
面
の
裏
に
明
ら
か
に
鋳
型
の
土
で
な
い
「
紅
褐
飽
」
の
粘
土
が
多
く
付
着
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
仮
面
の
身
体
の
部
分
が
「
紅
褐
色
」
の
粘
土
で
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
と
発
掘
者
が
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は

大
変
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
文
献
で
は
「
人
面
」
、
「
蛇
身
」
に
加
え
、
「
燭
龍
」
の
身
体
が
「
赤
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
献

記
録
の
内
容
と
考
古
学
の
事
実
と
の
間
に
極
め
て
興
味
深
い
符
合
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
そ
の
「
直
送
正
乗
」
の
「
正
乗
」
に
つ
い
て
も
「
大
百
獣
面
」
を
見
る
と
、
従
来
の
説
明
を
再
考
す
る
必
要
を
感
じ
る
。
注
釈
に
あ

た
り
、
郭
嘆
が
「
直
目
、
農
従
也
」
と
説
明
し
た
上
、
「
二
乗
」
の
解
釈
に
困
り
「
二
乗
未
聞
」
と
素
直
に
認
め
た
が
、
軍
門
が
無
理
を
押
し

て
「
黒
鼠
野
瀬
仮
音
、
俗
作
善
也
」
と
い
う
。
こ
の
根
拠
の
弱
い
推
定
を
受
け
て
嚢
珂
氏
が
意
味
の
転
化
と
し
て
「
他
物
交
縫
処
、
皆
得
日
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
説
明
し
た
上
、
「
正
気
」
を
「
燭
龍
之
目
合
諸
処
直
也
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
目
だ
か
ら
異
常
現
象
と
し
て
取
り
立
て
て
言
及

す
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
隠
を
閉
じ
る
と
い
う
ご
く
普
通
な
行
為
を
描
写
す
る
の
に
前
の
「
直
潤
」
と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
に
対
し
わ
ざ

わ
ざ
「
正
乗
」
と
い
う
難
解
の
言
葉
を
用
い
る
必
要
性
は
果
た
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
P
　
そ
こ
で
あ
く
ま
で
推
測
だ
が
、
筆
者
に
言
わ

せ
れ
ば
、
こ
の
「
正
乗
」
と
は
仮
面
の
鼻
筋
に
乗
る
よ
う
な
形
で
垂
直
に
取
付
け
ら
れ
た
「
龍
」
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
飾
り
付
き
の
こ

と
を
指
し
た
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
燭
龍
」
の
奇
怪
な
姿
よ
り
重
要
な
の
は
そ
の
果
た
す
役
割
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
も
つ
「
島
隠
」
と
い
う
目
は
決
し
て
単
な

る
造
形
上
の
異
常
表
現
で
は
な
く
絶
大
な
神
通
力
を
備
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
上
掲
の
「
山
海
経
」
大
荒
北
経
の
ほ
か
に
も
そ
の
雄
姿
、
特
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に
「
図
」
の
役
割
を
詑
録
し
て
い
る
文
献
が
数
々
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
山
海
経
」
海
外
北
経
に
「
鷺
山
之
神
、
名
日
燭
陰
、
視
二
階
、
営
為
夜
、
吹
為
冬
、
呼
為
夏
、
不
飲
、
不
食
、
不
学
。
息
為

風
。
身
長
千
里
、
在
無
啓
之
策
。
身
為
物
、
人
面
、
蛇
身
、
赤
色
、
居
鐘
山
下
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
即
ち
、
嵐
山
の
神
の
名
は
燭
陰
（
燭
龍

の
こ
と
）
と
い
う
。
そ
の
廻
を
開
け
る
と
、
天
下
は
昼
と
な
り
、
目
を
つ
む
る
と
、
天
下
は
夜
に
入
る
。
口
を
す
ぼ
め
て
空
気
を
強
く
吹
き
出

す
と
冬
に
な
り
、
口
を
あ
け
て
ゆ
っ
く
り
吐
く
と
夏
に
な
る
。
飲
ま
ず
食
わ
ず
呼
吸
も
し
な
い
。
鼻
か
ら
出
し
た
空
気
は
風
に
な
る
。
身
体
の

長
さ
は
千
里
あ
り
、
無
啓
の
東
に
い
る
。
そ
の
姿
は
人
間
の
顔
を
し
て
蛇
の
身
体
を
も
つ
。
色
は
赤
く
鐘
山
の
下
に
住
む
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

似
た
よ
う
な
記
載
は
さ
ら
に
「
潅
南
子
」
、
「
山
海
経
図
賛
」
や
「
括
地
図
」
（
太
平
御
覧
巻
九
引
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
「
潅
南
子
」
馬
形
訓
に

「
燭
龍
…
…
人
面
龍
身
構
無
足
」
と
あ
る
。
「
山
海
経
図
賛
」
に
よ
れ
ぽ
、
「
天
欠
西
北
、
龍
街
火
精
。
気
為
寒
暑
、
眼
作
昏
明
。
身
長
千
里
、

可
謂
至
神
し
と
あ
る
。
そ
し
て
「
括
地
図
」
に
は
「
鐘
山
之
神
名
燭
明
、
視
為
昼
、
眠
為
夜
、
吹
為
冬
、
呼
為
夏
、
息
今
風
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
大
荒
北
経
の
郭
僕
注
引
「
詩
雷
神
霧
」
に
よ
る
と
、
「
天
不
足
西
北
、
無
有
陰
陽
消
息
、
故
画
龍
衛
火
精
以
往
照
天
門
中
也
」
と

い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
広
博
物
志
」
脚
半
に
引
か
れ
る
「
五
運
歴
年
記
」
に
よ
れ
ぽ
、
「
盤
古
身
霜
、
龍
首
蛇
身
、
嘘
為
風
雨
、
吹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

為
雷
電
、
開
言
為
昼
、
閉
目
為
夜
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
載
は
い
ず
れ
も
「
燭
龍
」
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
録
に
あ
る
「
其
瞑
乃
晦
、
警
視
乃
明
」
や
「
視
為
昼
、
瞑
為
夜
」
や
「
平
作
昏
明
」
や
「
開
醤
為
昼
、
閉
目
無
夜
」
な
ど
を
見

る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
「
燭
龍
」
の
目
は
実
は
昼
と
夜
の
交
替
と
い
う
自
然
界
の
運
行
を
自
由
自
在
に
操
る
こ
と
が
で
き
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

即
ち
、
燭
龍
は
、
そ
の
「
直
呂
」
こ
と
「
縦
目
」
を
前
に
出
す
と
、
天
下
が
昼
を
迎
え
る
が
、
彼
が
そ
の
目
を
閉
じ
る
と
、
暗
い
夜
が
こ
の
世

に
訪
れ
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
大
変
な
超
能
力
を
持
ち
備
え
る
神
な
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
至
神
」
と
呼
ば
れ
て
相
応
し
い
造
物

主
的
存
在
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
絶
大
な
神
力
を
も
つ
「
燭
龍
」
に
対
し
て
三
星
堆
の
古
代
蜀
人
た
ち
が
お
そ
ら
く
限
り
な
く
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼

ら
が
「
追
越
」
を
「
船
号
獣
面
し
の
よ
う
な
立
大
な
青
銅
鋳
造
物
に
表
し
、
神
と
し
て
祭
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
で
も
よ
く
わ
か
る
。
一
方
、
「
燭
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龍
」
が
尊
敬
を
集
め
て
い
た
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も
彼
が
あ
の
自
然
界
の
運
行
を
左
右
で
き
る
不
思
議
な
「
目
」
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
縦
爵
仮
面
の
ほ
か
に
、
三
星
堆
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
大
量
の
「
目
」
を
型
取
っ
た
青
銅
鋳
造
物
の
存
在
も
こ
の
「
目
の
崇
拝
」
の
風
習
が

当
時
に
お
い
て
か
な
り
は
や
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
す
る
ほ
ど
三
星
堆
の
古
代
富
国
の
人
々
は
門
自
」

に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
彼
ら
は
こ
れ
ほ
ど
「
目
」
に
憧
れ
と
崇
拝
の
念
を
抱
い
て
い
た
の
か
、
こ
の
閥
題
に

つ
い
て
は
行
論
の
関
係
で
筆
者
は
の
ち
の
第
五
章
に
述
べ
た
い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
先
に
進
も
う
。

　
さ
て
、
こ
の
燭
龍
の
棲
む
場
所
は
同
じ
「
出
海
経
」
で
も
「
章
尾
山
」
と
も
「
鐘
山
（
之
下
ご
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
都
総
行
の
箋
疏
に

よ
れ
ば
、
「
章
」
と
「
鐘
」
と
は
声
転
関
係
に
あ
り
、
二
つ
の
名
前
が
同
一
山
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
ま
だ
説

得
力
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
章
昆
山
と
鐘
山
の
具
体
的
な
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
の
間
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
大
荒
北
新
に
「
西
北
海
之
外
、
赤
水
之
北
、
有
章
尾
山
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
赤
水
」
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
記
録
に
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
西
山
経
に
よ
れ
ば
「
西
南
四
百
里
、
日
箆
裾
之
丘
、
是
実
惟
帝
王
下
都
、
…
…
赤
水
出
焉
、
而
東
爾
流
注
於
飽
田
鉱
水
」
と
あ
り
、
海
内

西
経
に
「
風
脚
之
嘘
、
方
八
百
里
、
高
帳
幕
、
…
…
門
有
開
明
獣
守
之
、
百
神
之
所
在
、
在
八
隅
之
巌
、
赤
水
之
際
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
「
荘
子
」
天
地
篇
に
「
黄
帝
遊
乎
赤
水
之
北
、
登
乎
響
岩
之
丘
」
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
し
、
さ
ら
に
大
荒
西
経
に
「
西
海
之
南
、
流

沙
之
浜
、
赤
水
之
後
、
黒
水
之
前
、
有
大
山
、
名
日
墨
縄
之
丘
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
を
総
合
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
「
箆
岩
」
の

所
在
を
ほ
ぼ
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
箆
岩
が
赤
水
の
辺
に
あ
り
、
黒
水
と
赤
水
と
に
挾
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
赤
水
は

箆
裾
の
南
東
に
あ
り
、
黄
帝
も
赤
水
の
北
に
き
て
箆
裾
に
登
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
章
尾
山
」
が
赤

水
の
北
に
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
箆
羅
の
一
部
に
あ
た
る
か
、
あ
る
い
は
寛
裾
そ
の
も
の
の
別
名
だ
っ
た
か
、
と
わ
か
る
。

　
一
方
、
「
潅
南
子
」
侭
真
訓
に
「
鐘
山
之
玉
し
と
い
う
記
載
に
後
漢
時
代
の
高
誘
が
門
仁
山
、
箆
自
粛
」
と
濾
釈
を
し
て
い
る
。
ま
た
「
山

海
経
」
西
山
経
に
も
「
鐘
山
之
神
」
の
子
の
「
鼓
偏
と
「
主
思
」
を
帝
が
「
鐘
山
之
東
」
で
殺
し
た
と
あ
る
が
、
「
山
海
経
図
賛
」
で
は
「
箆
裾

之
東
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
大
荒
北
経
に
「
有
意
山
蛭
、
、
有
女
子
衣
青
衣
、
名
田
赤
水
女
子
献
」
と
い
う
、
「
忘
憂
」
と
「
赤
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水
」
と
は
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
文
雷
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
鐘
山
」
は
高
誘
の
言
う
よ
う
に
「
箆
岩
」
に

イ
コ
ー
ル
す
る
か
、
「
箆
裾
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
毘
裾
」
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
海
内
西
経
」

に
よ
れ
ば
、
「
海
内
箆
上
之
嘘
在
西
北
、
…
…
高
卑
勿
」
と
あ
る
が
、
郭
瑛
が
「
禺
本
紀
」
を
根
拠
に
「
…
…
自
爆
以
上
二
千
五
百
里
、
上
江

醗
泉
、
華
池
、
蓋
天
地
之
中
也
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
に
こ
の
「
嵐
嵩
之
嘘
」
の
位
置
を
「
山
海
経
」
の
記
述
を
頼
り
に
よ

り
具
体
的
に
特
定
し
て
み
た
い
。

　
海
内
西
経
に
「
河
水
（
黄
河
）
出
（
嘉
禍
）
東
北
隅
以
行
其
北
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
罠
裾
が
黄
河
の
南
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
罫
引
の
大
荒
西
経
に
あ
る
「
赤
水
之
後
、
黒
水
之
前
」
と
い
う
の
は
河
川
が
南
北
に
流
れ
る
た
め
東
西
方
向
で
「
前
後
」
を
示
す
の

で
、
「
毘
裾
」
は
四
川
省
の
西
縁
を
南
北
に
流
れ
る
黒
水
（
い
ま
の
金
沙
江
に
あ
た
る
と
見
ら
れ
て
い
る
）
よ
り
東
に
「
赤
水
」
（
下
述
）
よ
り
西
に
位

置
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
大
荒
北
経
に
は
「
若
木
生
箆
裾
西
」
と
あ
り
、
海
内
経
に
は
「
黒
水
青
水
之
閥
有
木
、
名
訳
若
木
、
若
水
出

島
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
黄
河
の
南
に
あ
る
箆
裾
が
さ
ら
に
砦
水
の
源
の
東
に
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
瞥
若
水
」
は

現
在
の
雅
磐
江
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
黒
水
青
水
之
間
」
に
「
若
水
」
が
あ
り
、
海
内
西
経
に
「
青
水
出
（
箆
痛
）
西
南
隅
」
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
「
青
水
」
は
位
置
的
に
大
渡
河
の
こ
と
だ
っ
た
と
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
雅
磐
江

の
源
の
東
、
黄
河
の
南
に
あ
る
こ
の
「
掲
揚
之
櫨
」
は
も
は
や
川
西
平
原
の
北
西
部
に
位
置
す
る
裾
山
山
系
（
耶
陳
山
山
脈
の
一
部
を
含
む
）
以
外

で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
箆
岩
之
嘘
」
（
眠
山
）
の
南
東
に
「
赤
水
」
が
流
れ
る
と
い
う
の
で
、
こ
の
「
赤
水
」
と
は
眠
江
以

外
該
当
す
る
川
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
〔
図
六
〕
。
こ
う
な
る
と
、
「
赤
水
之
北
」
の
「
剣
呑
」
は
実
際
に
眠
江
の
位
置
関
係
か
ら
み
る
と
、

「
眠
江
を
西
北
に
越
え
た
と
こ
ろ
」
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
関
係
す
る
範
囲
で
は
黄
河
と
長
江

を
除
い
て
東
西
方
向
に
流
れ
る
河
が
な
い
の
で
、
水
の
北
と
南
が
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
「
麗
裾
」
（
「
章
尾
山
」
、
「
豊
山
」
）
は
即

ち
眠
江
を
北
西
に
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
出
山
山
系
の
こ
と
で
あ
り
、
「
鐘
山
墨
壷
」
も
「
毘
揚
之
玉
」
ま
た
は
「
索
麺
寒
極
し
に
等
し
い
わ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
「
山
海
経
」
の
中
で
は
「
許
可
」
が
「
天
地
之
中
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
天
地
之
中
」
は
「
箆
裾
」
こ
と
眠
山
山
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図6　「箆裾之丘」と「都広之野」：F由海経」の舞台（～）

系
の
広
が
る
川
西
平
原
の
北
酉
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

指
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
海
内
経
に
は
も
う
一

つ
の
「
天
地
之
中
」
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
海
内
経
に
よ
る
と
、
　
「
西
南

黒
水
之
間
、
有
都
広
之
野
、
後
穫
葬

焉
、
其
詮
方
三
着
里
、
蓋
天
地
之
中

也
」
と
あ
り
、
「
潅
南
子
」
墜
下
訓
に

「
建
木
学
都
広
、
衆
帝
所
上
下
、
日

中
無
景
、
呼
之
無
響
、
蓋
天
地
之
中

也
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
こ
に
出
た
「
建
木
」
と
の
絡
み
で

「
呂
氏
春
秋
」
有
回
覧
十
三
に
「
白

民
之
南
、
建
木
之
下
、
日
中
無
影
、

呼
子
無
響
、
蓋
天
地
之
中
也
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
　
「
三

木
」
の
位
麗
す
る
「
都
広
」
と
い
う

と
こ
ろ
も
「
天
地
之
中
」
に
あ
た
る

の
で
あ
る
。
こ
の
「
都
広
」
に
つ
い
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て
「
遜
辞
」
萬
騒
に
「
絶
奇
広
野
而
直
指
號
」
と
あ
る
が
、
王
念
孫
に
よ
る
と
、
「
後
漢
書
」
張
衡
伝
の
注
で
は
「
広
帯
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

「
太
平
御
覧
」
で
は
「
都
立
」
（
百
穀
一
巻
八
三
七
、
類
聚
地
部
巻
六
）
と
さ
れ
た
り
、
「
露
都
」
（
木
部
八
巻
九
五
九
、
百
穀
部
巻
八
十
五
、
鳥
部
上
巻
九
十
）

と
書
か
れ
た
り
し
て
い
る
。
両
者
は
実
は
同
一
地
名
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
「
華
墨
国
書
・
蜀
志
」
に
「
広
都
県
、
（
成
都
）
郡
西
三
十
里
、

元
湖
二
年
（
紀
元
前
一
二
七
）
置
」
と
あ
り
、
明
代
楊
慎
に
よ
る
「
山
海
経
補
注
」
に
「
黒
水
広
量
、
今
金
成
都
也
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現

在
学
界
で
は
「
都
広
」
こ
と
「
広
都
」
は
お
お
よ
そ
里
山
山
系
の
下
に
広
が
る
川
西
平
原
の
一
部
を
指
す
と
す
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
都
広
」
と
関
連
し
て
か
、
大
荒
西
経
に
「
西
南
海
之
外
、
赤
水
之
南
、
…
…
有
馬
（
王
念
孫
が
「
藪
」
と
校
萌
し
た
）
入
輝
国
。
炎
帝

之
孫
、
忌
日
霊
惣
、
差
構
生
互
（
底
）
人
、
是
艦
上
下
於
天
地
扁
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
海
内
南
経
に
「
壕
人
国
酒
梨
木
西
」
と
あ
る
。
前

に
「
赤
水
之
北
」
に
つ
い
て
眠
江
北
西
に
越
え
た
所
だ
と
指
摘
し
た
が
、
「
赤
水
之
南
」
と
は
眠
江
を
東
南
に
越
え
た
と
こ
ろ
を
意
味
す
る
の
で
、

そ
れ
は
川
西
平
原
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
地
の
間
を
上
下
で
き
る
「
聖
人
夕
占
」
は
建
木
の
あ
る
「
都
広
之
野
」
こ
と
川
西
平
原
に
栄
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
三
星
堆
古
代
蜀
国
と
は
な
に
か
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
、
と
も
に
「
天
地
之
中
」
と
さ
れ
て
い
た
（
こ
こ
が
極
め
て
興

味
深
い
！
）
「
箆
裾
」
と
「
都
広
」
は
こ
う
し
て
眠
山
山
系
と
そ
の
麓
に
広
が
る
川
西
平
原
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
た
る
と
ほ
ぼ
特
定
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
鐘
山
」
が
「
箆
掃
」
こ
と
「
麓
山
」
で
あ
り
、
「
鐘
山
之
下
」
が
眠
山
の
麓
に
広
が
る
川
西
平
原
に
あ
た
る
以
上
、
「
燭
龍
」

の
活
動
す
る
場
所
も
虚
血
山
系
お
よ
び
川
西
平
原
あ
た
り
だ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
赤
水
之
北
」
に
あ
る
「
章

尾
山
」
も
同
じ
く
「
赤
水
之
北
」
ま
た
は
「
赤
水
之
際
」
に
位
置
す
る
「
墨
金
」
（
眠
山
）
こ
と
「
晋
山
」
に
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

　
⑥

あ
る
。
こ
う
し
て
結
露
行
な
ど
の
よ
う
に
、
「
章
尾
山
」
の
「
章
」
が
「
鐘
」
と
単
に
発
音
的
に
互
換
で
き
る
と
い
う
随
意
性
の
あ
る
説
明
だ

け
で
両
者
を
阿
製
す
る
の
で
は
な
く
、
筆
者
は
具
体
的
な
論
証
を
経
て
こ
の
説
得
力
の
あ
る
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
〔
図
六
〕
。

　
と
こ
ろ
で
、
藤
代
に
な
っ
て
「
燭
龍
」
の
居
場
所
が
「
鐘
山
」
で
は
な
く
中
国
の
北
に
あ
る
「
雁
門
北
、
委
羽
之
山
」
（
「
潅
南
子
」
墜
形
訓
高
誘
注
）

で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
傾
向
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
中
国
の
統
一
に
と
も
な
い
、
文
化
融
合
の
一
環

と
し
て
一
地
域
の
神
話
が
全
国
共
通
の
神
話
枠
組
の
中
に
吸
収
さ
れ
つ
つ
各
地
へ
広
が
る
、
い
わ
ゆ
る
地
域
文
化
の
全
国
化
と
い
う
状
況
が
生
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じ
た
。
こ
れ
は
「
山
海
経
」
の
核
心
に
あ
た
る
部
分
（
「
大
荒
経
」
四
篇
と
「
海
内
経
」
一
篇
）
が
書
か
れ
た
時
代
と
は
情
勢
が
著
し
く
変
わ
っ
た
の

　
　
⑦

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
四
川
盆
地
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
の
北
部
に
あ
る
「
鐘
山
」
は
黄
河
と
長
江
中
下
流
域
を
中
心
と
し
た
広
大
な
秦
漢
帝

国
の
領
域
の
中
で
は
当
然
「
北
」
の
山
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
帝
国
領
域
の
北
に
あ
り
し
か
も
全
国
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

な
「
燭
龍
」
の
居
場
所
と
し
て
「
幽
門
北
委
羽
之
山
」
が
新
し
い
時
代
に
書
か
れ
た
文
献
に
登
場
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
（
実
際
墜
形
訓
に
「
燭
龍
」
の
記
録
の
す
ぐ
後
に
「
都
広
」
に
あ
る
「
笠
木
」
が
続
く
事
実
も
謙
遜
し
き
れ
な
い
部
分
で
あ
る
。
）
。
こ
の
点
に
お

い
て
実
は
「
扶
桑
伝
説
」
の
展
開
も
ほ
ぼ
同
じ
経
緯
を
た
ど
っ
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
て
お
り
、
紙
面
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
開
題
を
さ
ら
に
詳

し
く
議
論
す
る
つ
も
り
で
い
る
。

　
以
上
の
議
論
を
通
じ
て
次
の
よ
う
な
結
論
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
三
星
堆
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
「
縦
目
」
を
も

つ
巨
大
な
青
銅
仮
面
は
ほ
か
で
も
な
く
天
下
に
昼
夜
を
も
た
ら
す
あ
の
造
物
主
的
な
神
舞
「
置
足
」
を
表
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
当
時
、
古
代

蜀
国
の
都
（
三
星
堆
遺
跡
）
で
は
「
亭
々
」
は
「
直
目
レ
を
出
す
青
銅
製
の
巨
大
な
「
人
面
し
の
仮
面
を
も
ち
、
赤
い
粘
土
で
で
き
た
「
千
里
」

の
長
さ
と
例
え
ら
れ
た
「
蛇
身
」
を
伸
ば
し
て
神
殿
な
ど
の
神
聖
な
場
所
で
古
代
蜀
国
の
人
々
の
礼
拝
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
燭
魚
」

が
そ
の
麓
に
棲
む
と
さ
れ
る
「
章
尾
山
」
ま
た
は
「
鐘
山
」
は
赤
水
の
北
に
位
置
し
、
あ
の
黄
帝
も
登
っ
た
箆
儲
山
に
あ
た
る
。
そ
し
て
そ
の

「
毘
罷
山
」
は
実
は
川
西
平
原
の
北
西
方
向
に
眠
江
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
横
た
わ
る
眠
山
山
系
で
あ
り
、
そ
の
眠
山
山
系
の
東
南
方
向
に
広
が

る
川
西
平
原
は
「
都
広
之
野
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
で
は
聖
な
る
山
で
あ
る
「
箆
裾
」
と
、
聖
人
「
後
穫
」
の
安
息
の
地
で
あ
る
「
都
広

之
野
」
が
と
も
に
「
天
地
之
中
」
と
見
敬
さ
れ
て
い
た
（
少
な
く
と
も
三
星
堆
古
代
蜀
團
の
人
々
は
自
ら
そ
う
思
い
込
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

「
箆
需
」
の
麓
、
「
都
広
平
野
」
を
住
ま
い
と
し
昼
と
夜
を
支
配
す
る
至
神
で
あ
る
「
燭
毒
し
が
超
能
力
の
目
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
神
秘
な

鼠
に
対
す
る
崇
拝
は
当
時
の
鋸
草
社
会
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
。
こ
の
「
燭
龍
」
こ
そ
三
千
年
前
の
三
星
堆
文
明
の
社
会
に
お
け
る
宗
教
信
仰

上
の
中
心
的
な
存
在
の
一
つ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「
燭
龍
」
と
い
う
有
力
な
接
点
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
三
星
堆
文
明
と
、
「
箆
裾
」
や

「
都
広
之
細
し
な
ど
「
山
海
経
」
に
記
録
さ
れ
る
古
代
神
話
の
内
容
と
を
次
第
に
線
で
つ
な
ぐ
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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①
　
陳
徳
安
「
三
星
堆
祭
祀
四
品
土
盛
鋼
黒
具
研
究
」
、
「
四
川
文
物
」
三
星
堆
古
蜀

　
文
化
研
究
専
輯
、
四
〇
頁
、
一
九
九
二
年
。

②
嚢
珂
「
山
海
経
校
注
」
、
四
三
八
頁
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
○
年
、
上

　
海
。

③
　
裳
珂
「
中
国
古
代
神
話
」
、
三
四
頁
、
商
務
臨
書
館
、
一
九
五
七
年
、
上
海
。

④
　
こ
の
あ
た
り
は
基
本
的
に
蒙
文
通
先
生
の
意
見
（
「
略
論
「
山
海
経
」
的
写
作
時

　
代
及
其
産
生
地
域
」
、
「
巴
蜀
古
史
論
述
」
、
一
四
六
－
一
八
四
頁
、
四
川
人
斑
出

　
版
社
、
　
】
九
八
】
年
、
成
都
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

⑤
　
「
蚤
人
簸
」
の
地
理
位
置
は
海
内
経
に
見
る
「
有
都
広
之
野
、
後
議
葬
焉
」
と
、

　
海
内
西
経
に
あ
る
「
後
櫻
之
葬
在
氏
国
西
」
と
い
っ
た
記
録
と
、
「
潅
南
子
」
墜
形

　
訓
に
「
建
木
在
都
広
」
と
海
内
南
経
に
「
藪
人
國
在
建
徳
西
」
と
い
っ
た
記
録
に

　
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
古
代
蜀
国
の
主
要
な
斑
族
構
成
に
は
童
恩
正
氏
（
「
古
代
的

　
巴
蜀
」
、
五
六
・
五
七
頁
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
が
指
摘
し
た
よ
う

　
に
「
氏
莞
族
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
最
近
の
研
究
で
も
お
よ
そ
紀
元
前
一
＝
世
紀

前
後
か
ら
長
江
三
峡
を
通
っ
て
入
っ
て
き
た
一
一
黒
頭
文
化
の
要
素
が
顕
著
に
認
め

　
ら
れ
る
も
の
の
、
西
北
の
眠
山
山
脈
か
ら
流
れ
込
ん
だ
文
化
も
存
在
し
て
い
た
と

　
判
明
し
つ
つ
あ
る
。

⑥
　
「
漢
書
・
地
理
志
」
や
「
水
経
注
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
三
星
堆
遺
跡
の
北
を
東

　
西
に
流
れ
る
索
子
河
と
い
う
川
を
そ
の
源
に
遡
る
と
こ
ろ
に
「
盆
山
」
ま
た
は

　
「
潭
山
」
と
い
う
山
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
章
（
尾
）
山
」
、
「
鐘
由
」
と
は
な
ん
ら

　
か
関
係
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
～

⑦
震
珂
「
「
山
海
経
」
的
写
作
時
富
農
篇
臼
考
」
、
「
神
話
論
文
集
」
、
上
海
古
籍
出

　
版
社
、
一
九
八
六
年
。
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第
三
章
　
「
燭
龍
」
と
「
祝
融
」

　
上
述
の
通
り
、
「
足
温
」
は
想
像
上
の
神
格
を
も
つ
動
物
だ
が
、
三
星
堆
の
古
代
蜀
国
で
は
彼
が
具
現
化
さ
れ
、
厳
か
に
崇
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
彼
が
超
能
力
の
目
で
昼
と
夜
を
操
り
、
火
保
で
も
っ
て
天
門
中
を
照
ら
し
て
天
下
に
温
暖
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
燭
龍
」
の
も
っ
こ
れ
ら
す
べ
て
の
能
力
に
加
え
、
彼
の
も
つ
「
人
間
の
顔
」
と
「
蛇
の
身
」
と
い
う
奇
妙
な
姿
を

見
て
い
る
と
、
彼
と
驚
異
的
に
似
て
い
る
中
国
古
代
神
話
伝
説
の
中
に
お
け
る
あ
る
重
要
な
神
を
連
想
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
神
と
は
、
「
祝
融
」
と
い
う
神
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
筆
者
は
「
附
言
」
と
「
祝
融
」
と
の
間
に
あ
ま
り
に
も
多
く
の
共
通
点
が
あ

る
の
で
、
両
者
が
そ
も
そ
も
同
じ
神
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
山
海
経
」
海
内
経
に
よ
れ
ば
、
「
炎
帝
誌
略
、
赤
水
之
子
準
急
生
過
量
、
炎
居
生
節
並
、
飴
並
生
雌
器
、
戯
出
生
祝
融
」
と
あ
り
、
「
祝

融
」
は
炎
帝
の
子
孫
で
し
か
も
「
赤
水
」
と
も
関
係
が
あ
る
。
ま
た
、
「
潅
南
子
」
天
文
訓
に
「
南
方
火
也
、
車
馬
炎
帝
、
工
面
朱
明
」
と
あ
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り
、
こ
の
「
朱
明
」
に
つ
い
て
高
誘
が
「
旧
云
祝
融
也
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
呂
氏
春
秋
」
孟
夏
紀
に
は
門
其
物
炎
帝
、
試
図
祝
融
」

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
「
祝
融
」
は
南
方
の
帝
の
「
炎
帝
」
を
補
佐
す
る
南
方
の
神
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
管
子
」
五
行
に
は

「
昔
者
黄
帝
…
…
得
細
身
辮
於
南
方
」
と
あ
り
、
北
方
中
原
中
心
の
立
場
か
ら
「
祝
融
」
は
「
黄
帝
」
と
結
び
付
け
ら
れ
た
が
、
南
方
の
神
で

あ
る
と
い
う
点
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

　
一
方
、
「
山
海
経
図
賛
」
に
「
祝
融
火
神
、
神
丘
駕
龍
」
と
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
「
祝
融
」
は
「
火
神
」
と
さ
れ
、
火
を
司
る
神
な
の
で
あ

る
。
関
係
文
献
を
さ
ら
に
調
べ
る
と
、
「
左
伝
」
昭
公
二
九
年
に
「
火
止
臼
祝
融
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
国
語
」
鄭
語
に
「
夫
、
黎
、
壁
高
辛
忌

火
正
、
以
淳
濯
惇
大
天
明
地
徳
、
光
照
四
海
、
故
命
之
日
祝
融
、
其
功
大
　
。
…
…
祝
融
能
顕
昭
天
地
之
光
明
、
以
生
玉
嘉
偉
者
擁
し
と
あ
る
。

な
お
「
墨
子
」
非
攻
下
に
「
天
命
融
（
祝
融
）
隆
（
降
p
）
火
立
夏
城
之
閑
、
西
北
之
隅
」
と
あ
っ
て
「
史
記
」
楚
世
家
に
も
（
祝
融
）
「
光
融
天
下
」

と
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
火
神
」
と
し
て
の
「
祝
融
」
の
主
要
な
使
命
は
火
を
司
り
、
そ
の
火
を
も
っ
て
四
海
を
照
ら
す
こ
と
、
天
地
に
光
明

を
与
え
、
天
下
を
明
る
く
す
る
こ
と
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
祝
融
」
の
こ
う
し
た
神
通
力
に
注
鼠
し
て
み
る
と
、
筆
者
は
「
燭
龍
」
の
果
た
し
た
役
割
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
「
燭
龍
」
と
は
そ
の

名
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
火
と
関
係
す
る
こ
と
が
わ
か
る
（
ち
な
み
に
、
「
青
龍
」
の
「
燭
」
と
い
う
字
に
な
ぜ
「
蜀
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
か
ね

て
か
ら
不
思
議
に
思
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
き
て
、
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
「
燭
龍
」
が
塾
頭
の
龍
で
あ
り
、
し
か
も
火
精
を
使
っ
て
天
下
に
光
明
を
与

え
る
神
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
釈
然
し
た
）
。
大
荒
北
経
に
「
燭
龍
」
が
「
等
温
九
陰
」
、
つ
ま
り
、
郭
瑛
の
い
う
ご
と
く
「
照
九
陰
之
幽

猿
繋
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
火
で
も
っ
て
天
下
に
光
明
を
与
え
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
「
准
南
子
」
墜
形
訓
の
高
誘
注

に
「
龍
街
燭
以
照
太
陰
」
と
あ
り
、
李
善
注
雪
賦
に
引
用
さ
れ
る
「
詩
墨
田
霧
」
に
「
有
龍
街
火
葬
以
照
天
門
中
」
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
「
脚
韻
括
地
象
」
の
注
に
「
皆
無
龍
神
口
弄
火
烙
、
名
日
燭
龍
」
と
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
記
録
は
い
ず
れ
も
「
火
箭
」
「
祝
融
」
の
も
つ

「
光
照
四
海
」
、
「
顕
昭
天
地
之
光
明
」
、
「
光
聖
天
下
」
と
い
っ
た
役
割
と
一
致
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
観
点

か
ら
「
燭
龍
」
と
「
祝
融
」
と
を
結
び
付
け
て
考
え
る
の
に
は
お
お
い
に
根
拠
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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そ
こ
で
筆
者
が
さ
ら
に
目
を
つ
け
て
い
る
の
は
「
祝
融
」
の
姿
で
あ
る
。
「
海
外
南
経
」
に
よ
れ
ば
、
「
南
方
祝
融
、
獣
身
人
面
」
と
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
、
「
祝
融
し
は
「
獣
身
」
と
「
人
面
」
と
い
う
奇
異
な
姿
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
外
見
上
の
特
微
は
同
じ
く
「
人

面
、
獣
身
（
蛇
身
）
」
と
さ
れ
る
「
燭
龍
」
を
わ
れ
わ
れ
に
す
ぐ
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
方
の
（
神
の
）
色
が
「
白
虎
通
」
五
行
に

は
「
其
色
赤
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
南
方
の
神
で
あ
る
「
祝
融
」
も
赤
魯
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
赤
土
で
で
き
た
と
見
ら
れ
る
身

体
を
も
つ
三
星
堆
の
「
燭
龍
」
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
実
に
興
味
深
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
単
に
神
通
力
で
似
通
う
の
み
な
ら
ず
、
姿
も

「
祝
融
」
と
「
燭
龍
」
と
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
「
南
方
之
神
」
に
な
っ
た
「
祝
融
」
が
そ
も
そ
も
「
燭
龍
」
か
ら
変
身
し
た
も
の

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
、
「
祝
融
」
が
「
燭
龍
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
星
堆
遺
跡
で
出
土
し
た
「
大

号
獣
面
」
の
神
を
「
人
面
」
と
「
獣
身
」
を
も
っ
と
さ
れ
る
「
祝
融
」
の
原
形
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
に
も
う
一
つ
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
記
の
よ
う
に
、
三
星
堆
遺
跡
か

ら
は
「
一
号
当
面
」
と
同
時
に
造
形
が
同
じ
く
よ
り
小
さ
な
「
小
馨
獣
面
」
が
二
点
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
「
大
号
獣
面
」
が
「
燭
龍
」
だ
と

す
れ
ば
、
よ
り
小
さ
い
二
点
の
「
小
君
馬
面
」
に
代
表
さ
れ
る
「
龍
」
は
な
に
に
あ
た
る
か
、
と
い
う
の
が
新
た
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ま
ず
海
外
南
経
に
あ
る
「
（
祝
融
）
乗
両
説
」
と
い
う
記
載
に
注
厨
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
即
ち
、
こ
こ
に

あ
る
両
頭
の
「
小
龍
」
は
「
祝
融
」
が
空
を
巡
回
す
る
時
に
乗
る
「
搬
器
」
と
み
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
附
会
で
も
な
さ
そ
う
な
気

が
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
主
張
す
る
た
め
に
は
、
「
燭
龍
」
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
の
二
頭
の
「
小
田
」
の
存
在
背
景
な
ど
を
朋
ら

か
に
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
こ
と
を
筆
者
も
承
知
し
て
お
り
、
以
下
に
お
い
て
こ
れ
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
山
海
経
」
西
山
経
に
よ
る
と
、
「
又
西
北
四
百
二
十
里
、
日
出
山
、
其
子
日
鼓
、
十
二
（
如
）
人
面
頭
身
」
と
あ
る
。
先
高
の
海
外
北
山
に

「
甲
山
之
神
、
愛
日
燭
陰
、
其
為
物
人
面
蛇
身
」
と
い
う
一
節
に
照
ら
せ
ば
、
こ
こ
に
あ
る
「
嵐
山
」
と
は
豊
山
の
山
神
で
あ
る
「
宝
前
（
燭

龍
）
」
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
「
六
気
」
は
「
鼓
」
と
い
う
自
分
と
同
じ
く
人
面
を
し
て
龍
身
を
も
つ
子
供
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
そ
の
「
鼓
」
と
同
時
に
西
山
経
に
記
載
さ
れ
、
し
か
も
「
鼓
」
と
と
も
に
「
藻
江
」
と
い
う
人
物
を
殺
し
た
「
欽
璃
」
が
い
る
が
、
こ
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の
「
質
量
」
こ
そ
が
大
変
注
目
に
値
す
る
存
在
で
あ
る
。
郭
瑛
の
「
山
海
経
図
賛
し
を
調
べ
る
と
、
そ
こ
に
非
常
に
重
要
な
記
録
が
匿
に
止
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
「
鐘
由
之
子
鼓
、
叢
誌
、
欽
鴫
三
十
是
殺
祖
江
帝
乃
獄
之
箆
裾
之
東
、
二
子
皆
野
矯
翼
亦
同
」
と
あ
り
、
　
つ
ま
り
「
鼓
」
と

「
穂
高
」
と
は
実
は
二
人
と
も
「
鼻
毛
之
神
」
た
る
「
燭
魚
」
の
息
子
な
の
で
あ
る
。
西
山
経
の
本
文
で
は
こ
の
「
欽
鴨
」
が
「
藻
江
」
殺
し

で
帝
に
殺
さ
れ
「
大
望
」
と
化
し
た
と
さ
れ
、
変
身
す
る
葡
の
姿
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
郡
熱
行
事
疏
に
「
司
馬
雪
「
事
象
（
欽
鶴
）
神

名
、
人
面
獣
形
」
」
と
あ
る
の
で
、
彼
は
「
人
面
龍
身
」
の
「
鼓
」
と
同
じ
姿
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
郭
瑛
が
「
山
海
経
図
賛
」
を
書

く
時
に
も
お
そ
ら
く
同
じ
く
「
人
面
龍
身
」
の
「
鼓
」
と
「
欽
飛
し
二
人
の
姿
が
図
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
実
際
に
見
た
か
ら
こ
そ
、
迷

わ
ず
二
人
と
も
「
鐘
山
之
子
」
と
記
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
上
記
の
推
論
に
よ
り
、
筆
者
は
「
鐘
山
之
神
」
で
あ
る
「
燭
龍
」

が
自
ら
と
同
じ
よ
う
に
門
人
面
龍
身
」
、
あ
る
い
は
「
獣
身
人
面
」
の
子
供
1
1
鼓
、
欽
瑞
を
二
人
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

　
一
方
、
先
に
ふ
れ
た
通
り
、
「
大
書
獣
面
』
よ
り
は
る
か
に
小
さ
い
二
つ
の
m
小
早
獣
面
」
は
「
大
暑
平
面
」
と
同
じ
基
本
的
造
形
を
も
つ

の
で
、
明
ら
か
に
同
じ
く
「
龍
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
「
山
号
下
面
」
が
「
愛
山
之
神
」
の
「
論
難
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
以

上
の
論
証
を
受
け
て
二
つ
の
「
小
聖
野
面
」
は
彼
の
息
子
で
あ
る
「
鼓
」
と
「
欽
璃
扁
と
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

三
星
堆
古
代
蜀
国
で
は
「
燭
龍
」
は
工
匹
の
小
龍
を
従
え
、
昼
夜
を
司
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
〔
図
一
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
祝
融
扁
は

天
下
に
光
明
を
与
え
る
た
め
に
両
龍
に
乗
っ
て
空
を
去
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
「
祝
融
」
が
「
処
理
」
か
ら
変
身
し
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
を
強
く
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
燭
龍
」
と
同
じ
く
「
獣
身
人
面
」
を
も
つ
二
つ
の
「
小
国
獣
面
」
は
「
祝
融
」

を
乗
せ
る
「
両
龍
」
の
モ
デ
ル
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
乗
両
龍
」
と
さ
れ
る
神
は
「
山
海
経
」
の
中
に
は
な
に
も
「
祝
融
」

一
人
前
け
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
夏
后
啓
乗
両
龍
」
（
海
外
西
経
）
、
ま
た
は
「
夏
后
開
乗
爾
龍
」
（
大
荒
西
経
）
、
「
風
息
乗
澗
龍
」
（
海
外
西
経
）
、

「
句
芒
乗
両
懸
」
（
海
外
東
国
）
、
「
氷
夷
乗
両
龍
」
（
海
内
北
経
）
な
ど
、
両
龍
に
乗
っ
て
い
た
神
が
「
山
海
経
」
の
中
に
複
数
に
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
重
要
な
こ
と
に
は
、
こ
れ
ら
の
神
は
姿
が
「
獣
身
人
面
」
の
「
祝
融
」
と
異
な
り
、
「
人
」
（
夏
后
朋
）
で
あ
っ
た
り
、
「
鳥
身
人
面
」

（
句
芒
、
禺
彊
）
で
あ
っ
た
り
、
「
人
面
」
（
難
収
）
だ
け
で
身
体
が
不
明
で
あ
っ
た
り
し
て
い
る
ぽ
か
り
か
、
い
ず
れ
も
「
火
の
神
」
と
は
全
く
無
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愚
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
同
じ
く
叢
話
に
乗
っ
て
天
下
に
光
明
を
与
え
る
と
さ
れ
る
「
祝
融
」
こ
と
「
燭
龍
」
と
は
容
易

に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
燭
龍
」
と
「
祝
融
」
と
は
発
音
が
瀧
つ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
同
じ
も
の
を
指
す
と
い
う
意
見
は

前
か
ら
知
っ
て
お
り
、
音
韻
学
の
専
門
家
で
な
い
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
評
価
は
で
き
な
い
が
、
考
古
学
の
証
拠
を
踏
ま
え
、
文
献
史
学
の
見

地
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
結
局
同
じ
よ
う
な
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
逆
に
音
韻
学
の
見
解
が
は
か
ら
ず
も
筆
者
の
論
証
の
た

め
の
傍
証
材
料
に
な
っ
て
く
れ
た
結
乗
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
「
祝
融
偏
が
そ
も
そ
も
三
星
堆
に
い
た
至
神
の
「
燭
龍
」
に
あ
た
り
、
古
代
蜀
国
と
深
い
関
連
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
伝
説
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
尚
書
・
大
伝
」
な
ど
に
よ
る
と
、
周
の
武
王
が
軍
勢
を
起
こ
し
て
股

を
倒
す
に
あ
た
っ
て
「
祝
融
偏
が
面
高
を
率
い
て
武
門
に
協
力
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　
一
方
、
「
華
陽
鳥
撃
・
蜀
志
」
で
は
「
股
周
革
命
」
の

戦
争
に
蜀
が
加
担
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
蜀
が
三
星
堆
に
お
け
る
「
魚
昆
王
国
」
で
あ
る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
年
代
的
に
も
考
古
学
的

に
も
裏
付
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
、
当
時
周
を
主
導
と
し
た
連
合
軍
に
加
わ
っ
た
の
は
蜀
の
ほ
か
に
「
庸
、
（
蜀
）
、
莞
、
紫
、
微
、
厭
、

彰
、
濃
」
（
「
尚
書
・
牧
誓
」
）
と
い
っ
た
七
つ
の
小
国
（
部
族
p
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
祝
融
」
が
下
国
の
最
高
神
で
あ
る
「
燭
龍
」
を
原

形
に
し
た
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
祝
融
偏
と
「
七
神
」
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
蜀
と
こ
の
七
つ
の
小
国
（
部
族
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
尚
書
・
大
伝
」
と
「
華
陽
国
志
・
蜀
志
」
に
あ
る
二
つ
の
伝
説
は
同
じ
歴
史
的

事
実
を
異
な
る
手
法
で
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
股
周
時
代
に
お
い
て
蜀
地
と
い
う
一
地
域
で
儒
仰
さ
れ
て
い
た
龍
神
の
「
三
智
」
は
時
代
が
さ
が
り
、
中
国
文
化
が
一
体
化
に

進
み
、
中
国
全
土
が
統
一
に
向
か
う
に
つ
れ
、
い
つ
の
ま
に
か
長
江
流
域
を
中
心
と
し
た
中
国
南
方
を
支
配
す
る
神
へ
と
変
身
し
、
「
祝
融
」

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
原
地
方
に
お
け
る
相
対
的
に
強
い
政
治
力
と
文
化
力
の
主
導
に
よ
っ
て
丙
周
時
代
以
降
全
国
レ
ベ
ル
の
文
化
交
流
が

加
速
さ
れ
、
宗
教
信
仰
、
思
想
の
内
容
も
よ
り
普
遍
性
の
あ
る
方
向
へ
と
調
整
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
春
秋
戦
国
と
い
う
激
動
な
時
代

を
通
じ
て
統
一
の
機
運
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
に
つ
れ
、
各
地
の
土
着
信
仰
も
次
第
に
全
国
的
な
体
系
の
中
へ
集
約
さ
れ
、
中
国
的
な
イ
デ
ォ
ロ
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ギ
ー
の
再
編
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
古
代
南
方
文
化
を
記
録
す
る
「
山
海
経
」
な
ど
も
中
国
の
中
で
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
淘
汰
、
吸
収
の
過
程
を
経
て
さ
ま
ざ
ま
に
書
き
換
え
ら
れ
、
大
き
く
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
「
燭
耀
」
の

よ
う
な
「
火
」
と
「
太
陽
」
に
か
か
わ
る
全
能
の
神
も
次
第
に
動
物
性
を
薄
め
ら
れ
、
人
聞
世
界
に
近
い
「
祝
融
」
と
い
う
姿
に
変
わ
り
、
よ

り
普
遍
性
を
も
ち
、
よ
り
人
間
的
に
な
っ
て
中
国
全
体
の
信
仰
体
系
の
中
で
し
か
る
べ
き
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
三
星
堆
文
明
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
核
で
蜀
地
の
至
神
た
る
「
燭
龍
偏
か
ら
「
南
方
之
神
篇
の
「
祝
融
」
へ
の
変
化
過
程
は
中
国
文
明
の
思

想
統
合
の
道
そ
の
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
「
燭
龍
篇
は
本
来
中
黒
の
中
心
地
で
高
い
地
位
を
も
つ
耀
神
だ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
ち
に
地
位
を
疑
さ
れ
、
日
も
さ
さ
な
い
西
北
の
辺
地
に
追
い
や
ら
れ
た
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
実
は
「
燭
龍
」
は
決
し
て
こ
う
し
た
惨
め
な

遭
遇
に
あ
っ
た
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
誰
か
に
ど
こ
か
へ
追
い
や
ら
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
彼
は
自
ら
の
い
る
べ
き
と
こ
ろ
の
蜀
地
に
お
り
、

世
界
に
光
明
を
も
た
ら
す
至
上
の
神
と
し
て
三
星
．
堆
文
明
の
中
で
崇
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
も
と
か
ら
中
原
地
方
を
意
味
す
る
「
中
国
」
の
龍

で
は
な
く
、
そ
の
名
「
燭
龍
」
が
示
す
よ
う
に
独
特
な
様
相
を
も
つ
古
代
蜀
国
の
龍
な
の
で
あ
る
。
黄
河
流
域
の
中
原
地
方
を
中
心
に
し
て
見

れ
ば
、
蜀
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
確
か
に
西
北
の
辺
諏
の
地
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
古
代
蜀
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
彼
ら
の
い
る
野
地
こ

そ
「
天
地
之
中
』
で
あ
り
、
彼
ら
の
創
造
し
た
三
星
堆
文
明
は
世
界
の
中
で
最
高
の
文
明
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
①
　
林
巳
奈
夫
「
龍
の
話
」
、
…
四
穴
－
一
四
八
頁
、
中
公
新
書
、
中
央
公
論
社
、
　
　
　
　
　
一
九
九
三
年
。

第
四
章
　
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
薙
画
に
お
け
る
「
燭
龍
」
脾
「
祝
融
」
聾
「
炎
帝
」

　
と
こ
ろ
で
、
湖
南
省
長
沙
市
鼻
輪
堆
前
漢
墓
か
ら
い
く
つ
か
の
畠
画
（
幡
）
が
出
土
し
、
当
時
の
社
会
信
仰
を
理
解
す
る
上
で
絶
好
な
実
物
資

料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
｝
号
漢
墓
の
紅
梅
の
最
上
段
中
央
に
描
か
れ
た
人
首
蛇
身
の
神
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
〔
図
七
〕
。
日
本
の
学
界
で
は
そ
の
神
を
「
女
島
」
と
す
る
意
見
が
主
流
を
占
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
発
掘
報
告
者
も

最
初
は
そ
の
神
を
「
女
姻
扁
と
解
釈
し
た
が
、
の
ち
に
な
っ
て
「
人
面
蛇
身
而
赤
」
と
い
う
特
微
を
重
視
し
、
後
漢
時
代
に
「
蛇
身
」
の
「
女
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代
に
お
け
る
「
女
姻
」
に
関
す
る
一
般
的
な
印
象
が
窺
わ
れ
る
。

鱗
身
、
女
姻
蛇
躯
」
と
、
両
者
が
ペ
ア
で
登
場
し
た
内
容
で
あ
る
し
、

画
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
考
古
学
の
資
料
に
基
づ
い
て
み
て
も
、

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
社
会
の
常
識
と
し
て

り
、
両
者
は
常
に
と
も
に
い
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
お
お
い
に
考
え
ら
れ
る
。

姻
」
が
「
伏
義
」
と
ペ
ア
を
な
し
て
画
像
石
な
ど
に
よ
く
登
場
し
た
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
前
漢
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
文
献
史
料
に
「
女
姻
」
が
「
蛇
身
」

で
あ
る
記
録
は
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
ら
そ
の
神
が
「
山
海
経
」
に
記
録
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
「
燭
龍
」
に
あ
た
る
と
改
め
る
こ
と
に
し
た
。
以
上
の
議
論
の
結
果
を
踏
ま

え
る
と
、
筆
者
は
報
告
者
の
見
解
に
共
鳴
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
倶
し
、
そ

の
神
を
「
燭
龍
」
と
認
定
し
た
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
下
襲
に
言
わ

せ
て
み
れ
ば
、
そ
の
神
は
確
か
に
「
燭
龍
」
で
も
あ
っ
た
が
、
前
漢
時
代
と
い

う
時
代
に
お
い
て
は
彼
が
「
燭
龍
」
で
は
な
く
て
「
祝
融
」
と
し
て
第
画
に
描

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
〔
図
七
〕
。

　
中
国
古
代
の
文
献
の
中
に
「
相
見
」
と
と
も
に
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
は
「
伏

義
」
で
あ
り
、
そ
の
「
伏
義
」
が
文
献
に
登
場
す
る
の
は
比
較
的
古
く
、
「
庄

子
」
や
「
易
経
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
　
一
方
、
「
女
姻
偏
と
い
う
名
は
最
初
に

「
楚
辞
」
天
問
に
「
女
姻
有
体
、
敦
制
匠
之
」
と
い
う
句
に
登
場
す
る
が
、
後

漢
王
逸
の
注
釈
に
「
伝
言
女
姻
人
頭
蛇
身
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
後
漢
時

　
し
か
し
、
漢
詩
当
時
の
人
で
あ
る
王
延
寿
が
魯
霊
光
殿
で
み
た
の
は
「
伏
義

　
　
　
比
較
的
古
い
実
例
と
し
て
知
ら
れ
る
洛
陽
前
漢
後
半
の
ト
千
秋
墓
の
壁

　
　
「
女
姻
」
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
資
望
」
と
一
緒
に
表
現
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
女
姻
」
と
「
伏
義
」
と
は
同
等
に
重
要
な
神
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
王
堆
漢
墓
の
属
す
る
前
漢
時
代
前
期
に
お
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い
て
、
　
「
伏
義
扁
と
「
女
亭
」
の
伝
説
が
ど
れ
ほ
ど
流
行
っ
て
い
た
か
は
分
ら
な
い
が
、
こ
こ
の
畠
画
に
「
女
姻
」
が
例
外
と
し
て
一
人
で
描

か
れ
た
と
い
わ
れ
て
も
、
な
ぜ
「
伏
蓑
」
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
も
よ
い
の
か
、
少
な
く
と
も
納
得
の
い
く
説
明
で
も
な
け
れ
ば
、
「
女
評
説
」

は
に
わ
か
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
畠
画
に
描
か
れ
た
そ
の
神
に
厨
を
向
け
る
と
、
服
装
や
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
と
い
っ
た
部
分
が
女
性
に
見
え
る
か
ら
性
別
判
定
を
急
い
で

「
女
姻
」
と
結
び
付
け
る
よ
り
、
「
人
首
し
、
「
蛇
身
偏
、
「
色
赤
」
と
い
っ
た
人
間
離
れ
の
最
大
の
特
質
に
ま
ず
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
具
体
的
な
表
現
に
至
っ
て
は
「
人
面
蛇
身
」
を
否
定
し
て
「
人
身
蛇
尾
」
に
見
倣
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
代
人
に
よ

る
古
代
の
芸
術
表
現
に
対
す
る
解
釈
の
問
題
だ
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
古
代
当
時
の
人
々
が
「
人
頭
蛇
身
」
（
王
法
）
、

「
下
路
」
（
王
延
寿
）
、
「
人
面
蛇
身
」
（
郭
瑛
）
な
ど
と
表
現
す
る
が
、
当
時
の
図
像
表
現
で
は
実
際
に
人
間
の
身
体
部
分
ま
で
描
く
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
事
実
に
見
る
よ
う
に
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
半
分
人
間
と
半
分
蛇
と
一
見
し
て
わ
か
り
さ
え
ず
れ
ば
も
う
十
分
で
あ
り
、
身

体
の
細
部
を
ど
う
描
く
か
に
は
決
し
て
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
に
吊
画
に
描
か
れ
た
神
の
下
半
身
は
決
し
て
「
蛇
尾
」
だ
け
で

片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
い
う
と
、
「
女
姻
蛇
魑
」
と
あ
っ
て
も
「
赤
身
」
ま
で
が
な
い
の
で
、
そ
の
「
赤
身
」
は
特
に
意
味

が
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
「
女
姻
」
が
天
を
補
う
伝
説
が
あ
り
、
「
女
姻
」
が
月
を
頭
上
に
掲
げ
る
画
像
も
見
ら
れ
る

が
、
太
陽
と
月
を
従
え
る
門
女
姻
」
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
神
が
「
女
姻
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
「
人
身
」

と
「
蛇
尾
」
を
取
り
立
て
て
強
調
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
も
し
、
「
人
面
」
、
「
蛇
身
」
そ
し
て
「
色
赤
」
と
い
っ
た
そ
の
神
の
最
大
の
特
徴
に
注
目
す
れ
ぱ
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
燭
龍
」
の
そ
れ
と
ぴ
っ

た
り
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
「
燭
龍
」
の
姿
に
合
わ
な
い
部
分
も
確
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
目
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
神
は
「
直
目
」
を
も
つ
「
燭
龍
」
と
異
な
っ
て
人
間
の
目
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
、
上
に
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
「
燭
龍
」
と
い
う
蜀
一
地
域
の
至
神
を
「
南
方
之
神
」
た
る
「
祝
融
」
へ
変
身
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
西
周
以
降
か
ら
前
漢
時
代
ま
で
の

歴
代
の
人
々
が
彼
に
よ
り
多
く
の
人
間
性
を
吹
き
込
む
一
方
、
動
物
的
な
要
素
や
異
様
さ
を
薄
め
る
よ
う
努
力
し
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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「
直
窩
」
が
外
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
の
龍
神
か
ら
よ
り
人
間
に
近
い
「
人
神
」
へ
と
昇
格
さ
れ
た
。
即
ち
、
「
直
圏
」
よ
り
人
類
生
活
に

欠
か
せ
な
い
「
火
」
を
司
る
こ
と
、
「
燭
」
を
通
し
て
天
下
に
光
明
を
も
た
ら
す
こ
と
と
い
っ
た
神
通
力
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
火
神
罰
と
「
太
陽
神
」
と
い
う
親
し
み
や
す
い
「
祝
融
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
「
祝
融
」
が

「
燭
龍
」
か
ら
変
化
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
な
つ
な
が
り
は
そ
う
簡
単
に
絶
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
「
蛇
身
」
と
い
う
名
残
り

は
前
漢
時
代
の
時
点
で
は
残
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
二
代
に
お
い
て
は
、
「
燭
龍
」
と
い
う
神
は
も
は
や
動
物
神

で
な
く
な
り
人
間
性
を
大
き
く
増
幅
さ
せ
た
門
火
神
」
と
「
太
陽
神
」
で
あ
る
「
祝
融
」
に
姿
を
変
え
、
太
陽
と
月
を
従
え
、
昼
と
夜
を
司
る

造
物
主
的
な
神
と
し
て
長
江
流
域
と
い
う
広
大
な
南
方
世
界
の
頂
点
に
露
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
畠
薗
に
戻
る
と
、
そ
の
「
人
頭
蛇
身
」
の
神
の
左
右
に
太
陽
と
月
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
下
に
「
龍
」
が
い
る
こ
と
が
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
。
扶
桑
樹
に
絡
む
そ
の
龍
は
太
陽
を
運
ぶ
龍
だ
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
し
か
し
同
じ
く
文
献
記
録
を
根
拠
に
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
は

説
得
力
の
不
十
分
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
解
釈
に
あ
た
っ
て
「
潅
南
子
」
（
太
平
御
覧
軒
口
引
）
の
「
書
止
義
和
、
髪
息

六
戸
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
句
に
つ
い
て
は
後
漢
の
許
慎
が
「
日
乗
車
、
駕
以
六
龍
」
と
解
釈
し
て
い
る
）
が
、
壁

画
で
は
、
「
車
」
や
御
者
の
「
義
和
」
が
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
六
頭
立
て
の
龍
が
い
れ
ば
、
話
は
そ
れ
な

り
に
通
る
が
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
実
際
に
太
陽
の
中
に
大
き
な
鳥
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
烏
が
「
龍
載

霞
説
偏
を
否
定
す
る
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
当
時
で
は
、
太
陽
は
「
皆
載
於
烏
」
（
「
山
海
経
」
大
荒
北
経
）
と
さ
れ
て
お
り
、
即
ち
、
太
陽
が

龍
で
は
な
く
鳥
の
背
中
に
載
せ
ら
れ
て
空
写
を
運
行
し
て
い
る
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
綿
画
の
ほ
か
に
画
像
石

や
画
際
斬
の
内
容
な
ど
を
み
て
も
よ
く
わ
か
る
。
す
で
に
日
の
乗
り
物
で
あ
る
烏
が
そ
こ
に
い
る
の
に
、
龍
を
日
を
載
せ
る
道
具
と
し
て
画
面

に
付
け
設
え
て
蛇
足
に
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
を
載
せ
る
龍
と
い
う
の
は
畠
画
に
は
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、

そ
の
龍
は
な
ん
な
の
で
あ
ろ
う
？
　
結
論
か
ら
い
う
と
、
答
え
は
「
山
海
経
」
海
内
経
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
南
海
之
外
、

黒
水
青
水
之
間
、
有
木
名
日
若
木
、
…
…
碧
玉
蛇
管
木
上
、
名
西
煙
蛇
」
と
あ
り
、
前
に
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
そ
の
「
若
木
」
に
あ
た
る
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神
樹
と
そ
れ
に
絡
む
「
蠣
蛇
」
が
実
際
に
青
鋼
鋳
造
の
実
物
と
し
て
三
星
堆
で
出
土
し
て
い
る
〔
図
解
〕
。
「
若
木
」
は
「
扶
桑
」
に
等
し
い
し
、

「．

ﾗ
身
」
は
古
代
憂
国
の
龍
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鳥
画
に
あ
る
門
扶
桑
」
に
絡
む
耀
は
実
は
「
若
木
（
扶
桑
こ
の
上
に
い
る
と
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
煙
蛇
」
の
名
残
り
と
し
て
伝
説
に
残
っ
た
も
の
で
、
「
扶
桑
」
と
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
た
の
だ
と
、
筆
者
は
解
釈
し
て
い
る
。

　
一
方
、
月
の
下
に
も
一
頭
の
龍
が
い
る
が
、
日
を
載
せ
る
龍
と
つ
り
あ
わ
せ
る
た
め
に
こ
の
龍
を
「
月
を
載
せ
る
」
龍
と
す
る
と
い
う
見
解

　
　
　
　
　
　
⑤

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
同
意
し
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。
「
潅
南
子
」
精
神
訓
に
「
日
中
面
々
烏
、
而
月
中
有
筆
意
。
臼
月
失
其
行
、
薄
瓶

華
光
」
と
あ
り
、
月
日
の
「
行
」
（
運
行
）
が
そ
れ
ぞ
れ
「
駿
鳥
」
と
「
蜷
蛛
」
を
頼
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
し
、
画
像
石
や
画
像
魎
な
ど
を

み
る
と
、
鳥
に
載
せ
ら
れ
て
飛
ぶ
月
が
あ
っ
て
も
、
龍
に
運
ば
れ
る
月
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
や
は
り
安

志
敏
氏
の
解
釈
に
素
直
さ
を
感
じ
る
。
つ
ま
り
、
下
穿
は
そ
の
龍
が
翼
を
生
え
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
「
潅
南
子
」
覧
冥
訓
の
高
誘
注
に
「
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

龍
、
有
翼
之
龍
也
」
や
「
広
雅
釈
魚
」
に
あ
る
「
有
翼
日
華
龍
」
と
い
っ
た
記
録
を
根
拠
に
そ
の
龍
を
「
応
龍
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
安
氏

の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
龍
は
画
面
樽
成
の
上
で
扶
桑
に
絡
む
龍
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
描
き
入
れ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
応
龍
」
は
「
祝
融
」
と
は
そ
れ
ほ
ど
直
接
に
関
係
を
も
た
な
い
よ
う
だ
が
、
「
応
龍
処
南
極
」
（
大
荒
東
経
）
や
「
（
応
龍
）
乃
去
南
方
処
之
」

（
大
荒
町
立
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
爾
方
諸
神
の
一
つ
で
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
祝
融
」
の
下
で
扶
桑
に
絡
む
「
蠣
蛇
」
と
い
う

龍
と
対
称
的
に
月
の
下
に
配
置
さ
れ
て
も
不
自
然
な
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
月
を
載
せ
る
龍
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
馬
陸
堆
三
号
漢
墓
か
ら
一
号
漢
墓
の
軍
事
と
内
容
の
接
近
し
て
い
る
畠
画
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
吊
画
は
い
く
つ
か
の
箇
所

で
一
号
漢
墓
の
吊
出
と
大
き
な
違
い
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
問
題
に
す
る
の
が
や
は
り
吊
画
の
上
段
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
、
最
上
段
に
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

神
の
場
所
に
丸
く
て
大
き
い
炎
に
包
ま
れ
な
が
ら
冠
を
つ
け
首
に
数
珠
の
よ
う
な
も
の
を
か
け
る
人
物
が
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
坐
っ
て
い
る
。
そ

し
て
　
号
漢
墓
｛
吊
画
で
は
最
高
の
位
置
に
い
る
「
人
首
蛇
身
」
の
神
は
こ
こ
で
は
上
記
の
人
物
の
真
下
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
神

は
な
に
か
担
架
の
よ
う
な
台
の
上
に
浮
く
よ
う
に
腰
を
か
け
て
お
り
、
そ
の
台
は
二
匹
の
大
き
な
魚
に
よ
っ
て
担
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
魚
の

下
半
身
か
ら
黒
い
紐
が
出
て
台
の
両
端
に
伸
び
出
た
棒
に
結
ぼ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
魚
の
背
中
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図8　馬王堆三号漢塞の吊画に描かれた「炎帝」と「祝融」

っ
て
天
下
を
飛
び
回
り
雲
に
乗
っ
て
上
昇
す
る
と
い
う
。
こ
の
「
龍
魚
」

注
に
よ
れ
ば
門
践
魚
如
鯉
也
、
有
神
聖
下
乗
行
九
野
」
と
あ
る
。
　
一
方
、

て
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
「
年
魚
」
に
つ
い
て
の
印
象
を
お
お
よ
そ
つ
か
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

の
角
を
も
つ
（
三
星
堆
古
代
蜀
国
の
「
龍
」
の
特
微
）
が
、
基
本
的
に
は

に
は
冠
を
つ
け
る
人
物
が
乗
り
、
顔
を
神
の
方
に
向
け
て
い
る
〔
図
八
〕
。

　
筆
者
は
、
ま
ず
台
の
上
に
身
体
を
浮
か
せ
て
坐
る
「
人
着
蛇
身
」
の

神
は
一
号
漢
墓
扁
闘
と
同
じ
く
「
女
姻
」
で
は
な
く
「
祝
融
」
を
表
し

て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
台
を
担
ぐ
魚
に
つ
い
て
は
、
筆
老
は

　
「
山
海
経
扁
に
登
場
す
る
「
龍
魚
」
に
あ
た
る
と
考
え
る
。
「
山
海
経
」

海
外
西
経
に
「
毒
魚
陵
謎
謎
其
（
諸
天
之
野
の
）
北
、
状
如
狸
、
一
日
鰻
、

即
有
神
聖
乗
此
以
行
霜
野
。
一
日
驚
魚
、
在
天
野
北
、
其
為
魚
也
如
鯉
」

と
あ
る
。
即
ち
、
龍
魚
は
諸
天
平
原
の
北
の
丘
陵
に
棲
み
、
そ
の
姿
が

狸
（
鰹
～
）
の
よ
う
で
そ
の
名
が
蝦
と
い
わ
れ
る
。
時
に
な
っ
て
聖
な
る

神
が
こ
れ
に
乗
っ
て
天
下
を
巡
回
す
る
。
（
も
う
一
匹
2
）
ま
た
「
簸
魚
」

と
い
い
、
諸
天
平
原
の
北
に
屠
り
、
魚
と
し
て
は
鯉
に
似
て
い
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
山
海
経
図
賛
」
に
「
龍
魚
一
角
似
狸
処
陵
、

二
時
而
出
、
神
聖
三
乗
、
総
懸
職
域
、
乗
龍
（
雲
の
誤
り
）
上
昇
」
と
あ

り
、
つ
ま
り
龍
魚
は
一
角
を
も
ち
、
狸
（
鯉
、
・
）
の
よ
う
に
丘
陵
に
棲
ん

で
お
り
、
時
機
を
ま
っ
て
出
て
く
る
。
そ
こ
で
聖
な
る
神
が
龍
魚
に
乗

　
に
つ
い
て
「
潅
南
子
」
墜
形
訓
に
「
毒
魚
」
と
な
っ
て
お
り
、
定
心

　
「
文
選
」
江
賦
の
李
善
注
で
は
「
龍
鰹
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
ち
、
「
龍
魚
」
と
は
額
に
一
本

「
魚
」
で
あ
る
。
そ
の
居
場
所
は
「
諸
天
之
野
（
諸
氏
之
野
、
琢
民
之
國
に
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⑧

あ
た
り
、
古
代
蜀
国
の
あ
る
用
西
平
原
一
帯
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
）
」
の
北
に
あ
る
。
そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も
注
目
す
べ
き
は
「
耀
魚
」
は
「
神

聖
」
の
乗
り
物
だ
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
上
記
の
記
載
の
ほ
か
に
、
張
衡
の
「
思
玄
賦
」
に
も
「
超
軒
並
於
西
海
、
跨
注
氏
（
壕
民
の
誤
）
之

　
⑨

龍
魚
」
と
あ
り
、
こ
れ
で
「
龍
魚
」
の
存
在
し
た
背
景
が
わ
か
っ
た
。
　
つ
ま
り
、
「
龍
魚
」
は
「
藪
民
之
国
」
の
掌
記
に
棲
み
、
聖
な
る
神
を

載
せ
て
天
下
九
域
を
飛
び
回
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
話
を
三
号
漢
墓
の
畠
画
に
戻
そ
う
。
「
人
面
蛇
身
」
の
「
祝
融
」
が
乗
っ
て
い
る
台
を
担
ぐ
魚
は
身
体
付
き
が
ま
さ
に
鯉
に
似
て
い
る

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
向
か
っ
て
左
の
魚
の
頭
部
が
ひ
ど
く
摩
滅
さ
れ
た
た
め
見
え
な
く
な
っ
た
が
、
右
の
魚
の
頭
部
を
よ
く
み
る
と
、

鼻
か
ら
額
ま
で
の
間
に
角
の
よ
う
な
も
の
が
生
え
て
い
る
の
が
は
っ
き
り
見
え
る
。
「
鯉
」
の
姿
で
角
を
生
え
、
し
か
も
「
神
墾
」
（
「
祝
融
」
）
を

載
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
れ
ら
の
魚
は
間
違
い
な
く
「
龍
魚
」
を
表
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
さ
に
神
の
「
祝
融
」
を
載
せ
た

台
を
担
い
で
空
を
飛
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
も
し
、
そ
の
台
を
「
龍
魚
」
が
引
き
「
祝
融
偏
が
乗
る
「
車
」
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
専
断
」
の
背
中
に
座
布
団
を
敷
い
て
坐
る
左
右
二
人
の
人
物
は
「
車
」
の
御
者
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
前
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
祝
融
」
が
天
下
を
巡
回
す
る
時
に
「
乗
地
龍
偏
と
さ
れ
て
い
る
が
、
樽
代
に
お
い
て
は
、
肇
な
る
神
で
あ
る
「
祝
融
」
が
乗
っ

た
の
は
精
確
に
い
う
と
「
龍
魚
」
に
引
か
れ
た
車
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
「
神
聖
」
は
そ
も
そ
も
「
燭
龍
」
を
指
し
た
言
葉
だ
っ
た

が
、
漢
代
で
は
「
祝
融
」
の
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
龍
魚
」
は
そ
の
奇
妙
な
角
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
燭
龍
」

に
従
う
古
代
蜀
国
の
「
小
龍
」
か
ら
変
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
龍
が
魚
と
関
連
さ
せ
た
の
は
海
内
南
経
に
「
氏
人
国
…
…
其
為
人
人
面
蒲
魚
身
」
や

「
濫
爾
子
」
墜
形
訓
に
「
後
記
瀧
在
建
木
西
、
其
人
死
歯
黒
、
二
半
魚
在
疑
問
」
と
い
っ
た
「
魚
」
の
存
在
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
）
。
　
こ
う
し
て
古
代
樽
酒

の
神
「
燭
龍
」
か
ら
変
身
し
た
「
火
神
」
の
「
祝
融
」
は
同
じ
く
古
代
蜀
国
で
「
燭
龍
」
に
使
わ
れ
た
「
鼓
」
と
「
欽
璃
」
と
い
う
二
頭
の
「
小

龍
」
を
受
け
継
い
だ
「
龍
魚
」
に
騎
乗
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
三
号
墨
画
上
段
の
下
に
描
か
れ
た
神
が
「
祝
融
偏
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
で
わ
か
っ
た
が
、
彼
の
上
に
い
る
巨
大
な
丸
い
炎
に
包

ま
れ
た
人
物
は
一
体
誰
な
の
か
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
の
人
物
は
「
南
方
之
帝
」
で
あ
る
「
炎
帝
偏
の
姿
を
表
し
た
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も
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
祝
融
」
が
「
火
神
」
で
あ
る
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
一
方
、
「
左
伝
」
昭
公
十

七
年
に
「
炎
帝
氏
以
火
紀
、
故
為
火
師
而
官
名
」
と
あ
り
、
「
論
衡
」
祭
意
篇
に
も
「
炎
帝
作
詞
し
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
「
准
南
子
し
時
測

訓
に
あ
る
「
炎
帝
」
に
関
す
る
高
誘
の
注
も
「
南
方
火
徳
之
帝
」
と
い
う
。
「
炎
帝
」
は
ま
さ
に
火
の
聖
帝
で
あ
る
。
他
方
で
は
「
祝
融
」
は
上

述
の
如
く
「
光
照
四
海
」
、
ま
た
は
「
光
融
天
下
」
と
さ
れ
て
お
り
、
太
陽
し
か
果
た
せ
な
い
役
割
を
も
つ
神
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
白

虎
通
」
五
行
に
「
炎
帝
者
、
太
陽
也
」
と
あ
り
、
炎
帝
も
太
陽
神
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
く
し
て
「
炎
帝
」
と
「
祝
融
」
と
は

多
く
の
共
通
点
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
日
本
で
は
「
祝
融
即
炎
帝
」
と
い
う
見
解
が
あ
り
、
こ
れ
は
大
変
興
味
深
い
説
で

　
⑩

あ
る
。
「
呂
氏
春
秋
」
孟
夏
紀
に
は
「
其
日
丙
丁
」
と
あ
る
が
、
高
置
注
に
あ
る
よ
う
に
「
丙
丁
、
火
、
鍋
島
」
と
な
り
、
つ
ま
り
「
火
神
」
と

「
太
陽
神
扁
と
は
合
い
通
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
呂
氏
春
秋
」
に
「
其
辺
炎
帝
、
其
神
祝
融
」
と
あ
る
と
こ
ろ

が
、
実
は
「
帝
」
と
し
て
存
在
し
た
時
は
「
炎
帝
」
で
あ
り
、
「
神
」
と
し
て
登
場
し
た
場
合
は
「
祝
融
」
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
「
粗
漏
と
「
神
」
と
は
お
そ
ら
く
古
代
に
お
い
て
は
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
も
異
な
る
概
念

で
あ
り
、
人
聞
世
界
に
近
い
存
在
は
「
帝
」
と
、
超
現
実
的
な
存
在
は
「
神
鳳
と
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
炎
帝
」
や
「
黄

帝
」
は
「
帝
」
と
「
神
扁
を
兼
ね
て
す
べ
て
を
超
越
し
た
存
在
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
黄
帝
偏
が
「
雷
神
」
で
も
あ
る
こ
と
や
「
炎

帝
」
、
「
黄
帝
」
が
時
に
「
炎
神
」
、
「
黄
神
己
（
「
太
平
御
覧
扁
巻
七
十
九
引
「
帰
蔵
」
）
と
呼
ば
れ
た
こ
と
な
ど
が
証
拠
に
な
ろ
う
。
実
際
に
「
潅
南

子
」
時
則
訓
に
「
赤
帝
祝
融
之
所
司
者
万
二
千
里
」
と
い
う
表
現
を
「
赤
出
（
炎
帝
）
で
あ
る
祝
融
に
司
ら
れ
る
と
こ
ろ
万
工
千
璽
あ
る
」
と
読

め
な
く
も
な
い
と
思
う
し
、
ま
た
、
論
著
の
「
路
史
」
前
紀
に
「
…
…
祝
融
氏
、
…
…
門
火
縮
化
、
号
赤
帝
、
故
後
世
火
官
因
以
皆
労
」
と
あ

っ
て
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
炎
帝
（
赤
帝
）
」
と
「
祝
融
」
と
は
結
局
本
来
は
同
一
神
を
指
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
と
考
え
ら

れ
る
わ
け
で
あ
・
る
。
こ
う
な
る
と
、
欝
気
で
は
、
両
者
は
「
帝
炎
帝
偏
と
一
、
神
祝
融
」
と
分
れ
て
岡
時
一
7
鵬
登
場
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
人
間
離

れ
の
神
の
姿
で
「
炎
帝
（
赤
部
）
」
と
「
祝
融
扁
の
合
体
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
見
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
認
識
に
立
っ
て
馬
王
学
一
号
漢
墓
吊
画
と
三
号
漢
墓
吊
醐
と
の
相
違
を
考
え
る
時
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
説
明
が
で
き
る
か
も
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縦目仮面，「燭龍」と「祝融」（徐）

し
れ
な
い
。
即
ち
、
一
号
漢
墓
吊
画
に
描
か
れ
た
「
白
首
蛇
身
而
赤
」
の
神
は
「
炎
帝
」
と
「
祝
融
」
．
と
が
一
体
と
な
っ
た
「
神
」
で
あ
っ
た
。

彼
は
「
笹
神
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
太
陽
」
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
た
め
か
、
扶
桑
に
本
来
門
十
日
」
の
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
九
つ
の
太

陽
し
か
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
火
煙
之
神
」
の
「
祝
融
」
が
よ
り
偉
大
な
「
火
徳
之
帝
偏
の
「
炎
帝
」
と
合
体
し
た
神
に
な
っ
た

た
め
、
そ
の
人
首
蛇
身
神
の
姿
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
「
炎
帝
」
の
存
在
を
も
見
る
人
に
意
識
さ
せ
る
必
要
か
ら
、
彼
の
乗
り
物
で
あ
る
「
龍

（
魚
）
」
は
省
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
号
漢
墓
の
臨
画
に
あ
る
こ
う
し
た
表
現
に
対
し
て
、
叫
号
漢
墓
吊
薗
に
は
上
に
丸
い
太
陽
の
よ
う

な
炎
に
包
ま
れ
た
「
炎
帝
」
、
そ
の
下
に
「
龍
魚
」
の
車
に
乗
っ
た
「
祝
融
」
と
両
者
を
別
女
に
表
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
罪
代
で
は
こ
う
し
た
表
現
は
信
仰
内
容
と
抵
触
し
な
い
許
容
範
囲
に
あ
り
か
つ
十
分
に
豊
里
を
な
し
て
お
り
特
に
問
題
に
な
る
よ

う
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
の
問
題
を
説
明
す
る
の
に
傍
証
に
な
る
ほ
か
の
指
摘
で
き
る
箇
所
は
次
の
よ
う
に
拾
っ
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
「
拾
遺
記
」
巻
一

に
「
（
炎
帝
）
時
有
丹
雀
街
九
穂
禾
」
と
あ
る
が
、
一
号
漢
墓
畠
画
の
「
炎
帝
レ
と
「
祝
融
」
の
合
体
し
た
神
の
周
り
に
配
置
さ
れ
た
赤
い
鳥
や

三
号
漢
墓
吊
身
の
「
炎
帝
」
の
頭
部
上
方
に
整
列
し
た
九
羽
の
赤
い
鳥
を
み
る
と
、
「
丹
雀
」
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
三

号
漢
墓
畠
画
に
あ
る
台
に
座
っ
た
「
祝
融
」
は
腰
あ
た
り
の
前
に
横
長
い
板
状
物
を
置
い
て
右
手
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
「
祝
融
」
が
琴
を
弾
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
琴
に
つ
い
て
は
、
「
古
琴
疏
（
「
説
郭
し
三
百
輯
ご
に
「
祝

融
取
繕
山
配
置
作
琴
、
弾
之
有
異
声
、
能
致
五
色
四
二
於
庭
中
」
と
あ
る
し
、
門
神
農
」
こ
と
「
炎
帝
」
が
琴
を
作
る
記
録
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
帰
期
で
は
「
祝
融
」
が
自
分
の
作
っ
た
琴
を
弾
い
て
い
る
か
、
「
炎
帝
」
が
自
ら
作
っ
た
琴
を
祝
融
に
弾
か
せ
て
い
る
か
、
い

ず
れ
か
は
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
美
し
い
琴
声
に
惹
か
れ
た
か
の
よ
う
に
、
月
下
の
龍
の
後
ろ
で
一
羽
の
「
五
色
鳥
」
が

頭
を
高
く
も
た
げ
な
が
ら
踊
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
な
る
。
長
沙
馬
王
堆
一
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
櫓
圃
に
描
か
れ
た
「
人
首
蛇
身
」
の
最
高
の
神

は
実
は
「
燭
龍
」
に
起
源
し
ょ
り
人
間
的
な
神
に
変
化
し
た
火
神
と
太
陽
神
を
兼
ね
た
「
南
方
祝
融
」
で
あ
る
。
但
し
、
漢
代
に
お
い
て
は
そ
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れ
は
「
祝
融
」
と
「
炎
帝
」
と
の
合
体
し
た
神
の
姿
を
表
し
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
「
至
神
」
は
太
陽
の
位
置
に
い
て
「
南
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

万
二
千
里
瞬
の
天
下
を
照
ら
し
、
ま
さ
に
又
神
農
こ
と
炎
帝
）
地
過
日
月
之
表
レ
の
光
景
の
中
に
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
三
号
漢
墓
の
　
⑮

一
画
で
は
対
応
す
る
位
題
に
描
か
れ
た
の
は
上
段
に
「
南
方
之
帝
」
で
あ
る
「
炎
帝
」
、
下
段
に
「
南
方
之
神
」
で
あ
る
「
祝
融
扁
に
あ
た
り
、
　
3
0

「
其
帝
炎
帝
、
其
神
祝
融
」
を
別
友
に
表
現
す
る
形
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

①
　
湖
南
省
博
物
館
、
中
墨
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
、
「
長
沙
馬
事
堆
一
号
漢
墓
」

　
（
類
集
）
文
物
出
版
社
、
四
一
頁
、
一
九
七
三
年
、
北
京
。

②
　
林
巳
奈
夫
「
長
沙
馬
勇
奮
一
号
墓
出
土
の
吊
顧
」
、
ン
密
。
。
豊
β
2
。
』
巽
六
頁
、

　
來
京
、
一
九
七
三
年
。

③
　
曾
窃
川
寛
「
箆
裾
山
へ
の
昇
個
」
、
中
公
新
書
、
一
一
一
1
…
一
四
頁
、
中
央

　
公
論
社
、
一
九
七
三
年
、
東
京
。

④
　
徐
覇
龍
同
第
一
章
注
③
論
文
、
…
九
七
・
一
九
八
買
。

⑤
　
曾
布
州
寛
自
注
③
論
文
一
一
四
－
一
一
六
頁
。

⑥
安
志
敏
「
長
沙
新
発
見
的
西
風
畠
画
試
探
」
、
「
考
古
」
第
一
号
、
四
七
頁
、
一

　
九
七
三
年
、
北
京
。

⑦
「
文
物
」
一
九
七
四
年
第
七
号
に
公
褒
さ
れ
た
カ
ラ
：
図
版
で
は
印
刷
の
関
係

　
で
は
っ
き
り
と
識
別
で
き
な
い
が
、
一
九
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
「
馬
王
堆
漢
墓

　
文
物
」
に
は
図
版
が
き
れ
い
に
で
き
た
た
め
、
上
段
に
描
か
れ
た
人
物
と
彼
を
囲

　
む
丸
い
大
き
な
炎
は
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
博
挙
有
、
陳
松
長
編
「
馬
王
堆

　
漢
墓
文
物
」
、
湖
爾
出
版
社
、
二
品
ー
二
三
頁
、
一
九
九
二
年
、
長
沙
。

⑧
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
海
外
西
経
に
出
て
い
る
「
諸
天
之
野
」
と
は
大
荒

　
西
経
に
あ
る
「
宥
沃
民
之
蟹
、
沃
民
田
処
、
沃
之
野
」
と
い
う
と
こ
ろ
と
岡
一
地

　
方
を
指
す
こ
と
が
闘
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
筆

　
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
自
ら
の
見
解
を
も
つ
に
至
っ
た
。
そ
れ
を

　
簡
単
に
い
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
門
沃
」
と
と
い
う
文
字
が
そ
も
そ

　
も
門
壕
」
と
い
う
文
掌
を
誤
っ
て
写
さ
れ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
「
薮
」
と
は
古
代

　
の
手
書
き
だ
と
、
転
写
さ
れ
る
場
合
は
「
沃
」
と
非
常
に
聞
違
え
ら
れ
や
す
い
。
一

方
、
「
天
」
と
「
沃
」
と
は
古
代
で
は
互
い
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
、
先
に
で
き

　
た
大
荒
西
経
か
ら
海
外
西
経
に
「
諸
天
之
野
」
を
書
き
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
「
沃
」

　
を
「
天
」
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
諸
天
之
野
扁
と
「
沃
之

　
野
」
と
は
「
諸
丞
之
野
」
と
戻
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
「
沃
斑
」
も
「
底
民
」
で
あ
ρ

　
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
「
底
畏
」
と
は
海
内
西
経
に
登
場
す
る
あ

　
の
「
建
木
」
の
西
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
二
人
国
」
の
人
々
（
義
人
国
と
も
書
か
れ
て

　
い
る
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
「
琢
罠
」
の
倥
む
地
方
だ
か
ら
「
氏
ス
畏
）
之
国
一
と

　
い
っ
た
り
、
「
諸
琢
之
野
」
と
い
っ
た
り
し
て
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

「
建
木
」
に
近
い
存
在
だ
か
ら
、
「
諸
底
之
野
」
と
「
藪
（
民
）
之
国
扁
と
は
「
都
広
之

　
野
」
こ
と
古
代
蜀
国
の
こ
と
を
指
す
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

⑨
　
こ
こ
に
引
用
し
て
い
る
「
思
玄
賦
」
に
「
超
軒
鱗
於
西
海
、
跨
急
心
之
毒
魚
」

　
に
つ
い
て
畢
沈
が
「
狂
騒
」
を
「
沃
畏
」
と
戻
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
が
、
筆

者
は
「
涯
」
．
も
上
記
の
「
沃
」
（
底
）
か
ら
の
再
転
写
聞
違
い
で
あ
り
、
よ
っ
て

　
「
圧
氏
」
を
「
三
民
」
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の

　
問
題
を
別
紙
に
て
詳
論
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

⑩
　
御
手
洗
勝
、
「
古
代
中
国
の
神
神
扁
、
創
文
社
、
五
一
二
…
五
二
五
頁
、
一
九
八

　
四
年
、
東
京
。

（
⑪
　
「
玉
函
増
戸
輯
芳
書
」
に
韓
録
さ
れ
た
「
春
秋
内
濠
」
、
こ
の
資
料
は
「
中
国
神

　
話
資
料
本
編
」
（
裳
珂
、
周
明
編
、
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
、
　
一
九
八
五
年
、

　
成
都
）
よ
り
転
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。



第
五
章
　
燭
龍
崇
拝
と
太
陽
信
仰

縦屠仮面，「燭龍」と「祝融」（徐）

　
三
星
堆
の
古
代
蜀
国
で
は
超
能
力
の
厨
を
使
っ
て
昼
と
夜
を
操
る
「
燭
魚
」
が
崇
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
彼
の
「
圏
」
の
力
そ
の
も
の
を
崇

拝
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
明
る
い
昼
へ
の
期
待
と
暗
い
夜
へ
の
恐
怖
に
よ
っ
て
人
々
が
こ
う
し
た
造
物
主
的
な
神
の
存
在
へ
の
信
仰
に
駆
り

立
て
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
に
さ
ら
に
言
わ
せ
て
み
れ
ば
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
そ
の
明
る
い
昼
へ
の
期

待
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
太
陽
へ
の
憧
れ
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
四
川
省
は
い
ま
「
天
府
の
国
」
と
呼
ば
れ
、
一
億
以
上
の
膨
大
な
人
口
を
支
え
る
豊
か
な
物
産
を
も
つ
こ
と
で
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
は
中
国
の
「
穀
倉
」
と
い
う
異
名
を
も
つ
ほ
ど
伝
統
的
に
稲
作
農
耕
の
盛
ん
な
地
域
だ
が
、
こ
の
地
域
の
気
候
条
件
が
中
国
の
中
で
も
大

変
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
年
間
日
照
が
全
国
の
中
で
最
も
少
な
い
。
「
蜀
犬
吠
日
」
と
い
う
諺
が
中
国
の
中
で
あ
ま
り
に
も
有
名
だ

が
、
そ
れ
は
即
ち
蜀
と
い
う
地
の
日
照
が
古
来
か
ら
極
端
に
少
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
古
代
の
四
川
盆
地
に

は
太
陽
に
恵
ま
れ
る
日
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
諺
か
ら
で
も
窺
わ
れ
よ
う
。
周
知
の
通
り
、
稲
作
は
年
間
の
日
照
率
に
大
き
く
左
右
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
ず
か
な
が
ら
の
太
陽
の
恩
恵
を
受
け
、
稲
作
農
耕
生
活
を
享
受
し
て
い
た
古
代
の
蜀
の
人
々
は
太
陽
の
出

る
B
が
少
な
い
ほ
ど
、
太
陽
へ
の
憧
れ
が
当
時
の
中
国
全
国
の
ど
こ
よ
り
も
募
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
で
太
陽
へ

の
強
烈
な
憧
れ
か
ら
「
太
陽
樹
」
1
1
「
若
木
」
こ
と
「
扶
木
（
扶
桑
ご
と
い
う
ユ
ニ
…
ク
な
信
仰
方
式
が
こ
の
土
地
に
生
ま
れ
、
成
立
し
た
と
し

て
も
ご
く
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
と
思
う
。
い
ま
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
最
古
の
「
若
木
」
こ
と
「
扶
木
（
扶
桑
）
」
の
実
物
が
こ
の
三
星
堆
で

発
見
さ
れ
た
こ
と
は
古
代
中
国
に
お
け
る
太
陽
信
仰
の
在
り
方
を
知
る
上
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
秦
漢
時
代
以
降
、
「
扶
桑
」

信
仰
は
中
国
全
土
に
広
が
り
、
「
中
国
的
信
仰
」
へ
と
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
言
う
「
太
陽
信
仰
」
と
は
あ
く
ま
で
蜀
と
い
う
古
代

中
国
の
一
地
方
に
お
け
る
信
仰
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
在
り
方
も
蜀
地
な
ら
で
は
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
「
太
陽
樹
」
匪
扶
桑
の
形
で
太
陽
を
崇
め
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
信
仰
方
式
の
原
点
が
蜀
地
に
お
け
る
三
星
堆
文
明
の
社
会
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①

に
あ
る
と
筆
者
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
単
に
太
陽
そ
の
も
の
を
信
仰
す
る
こ
と
だ
け
で
は
世
界
各
地
の
原
始
社
会
に
お
い
て
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
た
自
然
神
信
仰
と
性
格

的
に
変
わ
ら
ぬ
も
の
と
な
り
、
構
造
か
ら
内
容
ま
で
原
始
社
会
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
青
銅
時
代
に
お
け
る
人
間
社
会
の
在
り
方
が
宗
教
活
動

の
中
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
宗
教
信
仰
と
い
う
も
の
は
一
見
し
て
恒
久
不
変
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
社
会
の
変
化
を
常
に
反
映
す
る

よ
う
に
絶
え
ず
に
変
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
元
の
社
会
、
民
族
に
固
有
な
神
々
の
位
置
づ
け
お
よ
び
そ
の
太
陽
信
仰
と

の
関
係
が
、
変
化
し
た
社
会
の
シ
ス
テ
ム
に
対
応
す
る
た
め
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
宗
教
活
動
の
中
で
は
第
一
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
燭
龍
」
の
信
仰
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
登
場
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、

太
陽
は
自
然
の
神
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
燭
龍
」
は
古
代
髭
勝
に
お
け
る
諸
民
族
の
共
通
す
る
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
蜀
国
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
体
系
が
自
然
信
仰
と
い
う
原
始
宗
教
の
段
階
か
ら
繕
言
に
よ
る
政
治
支
配
の
目
的
を
も
含
む
民
族
宗
教
へ
と
転
換
し
た
結
果
が
、

「
太
陽
信
仰
」
と
「
燭
龍
神
話
」
と
の
合
体
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
お
そ
ら
く
、
三
星
堆
文
明
の
時
代
で
は
、
古
代
蜀
圏
の
支
配
老
た
ち
は
、
太
陽
は
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
出
入
り
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、

蜀
国
の
至
神
で
あ
る
「
燭
龍
」
の
意
志
に
よ
っ
て
そ
の
超
能
力
の
目
を
通
じ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
般
民
衆
に
信
じ
込
ま
せ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
が
原
始
的
な
太
陽
信
仰
と
政
治
的
な
意
味
あ
い
を
も
つ
民
族
宗
教
と
絡
み
あ
っ
た
目
の
崇
拝
風
習
の
存
在
し
た

大
き
な
理
由
な
の
で
あ
る
。
考
古
学
資
料
に
対
す
る
長
期
に
わ
た
る
観
察
に
よ
り
、
彼
ら
の
指
導
の
も
と
で
取
り
行
わ
れ
て
い
た
祭
祀
活
動
の

過
程
は
次
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
毎
日
の
よ
う
に
、
気
象
変
化
に
詳
し
い
呪
術
師
が
太
陽
の
動
き
を
探
り
、
王
と
相
談
し
て
大
衆
を
集
め
て
祭
祀
活
動
を
行
っ
て
よ
い
か
ど
う

か
を
決
め
る
。
太
陽
が
出
る
こ
と
が
確
実
な
日
に
な
る
と
、
三
星
堆
の
都
で
は
住
民
の
主
体
メ
ソ
バ
！
た
ち
が
神
殿
の
中
に
集
ま
り
、
呪
術
師

の
指
導
の
も
と
で
、
整
列
し
た
多
く
の
青
銅
人
頭
を
も
つ
像
や
目
玉
の
飛
び
出
な
い
育
銅
大
仮
面
を
被
っ
た
像
の
見
守
る
中
、
「
燭
龍
」
の
眠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
方
向
に
向
か
っ
て
祈
り
を
捧
げ
る
。
日
の
出
に
あ
わ
せ
、
神
殿
の
中
で
あ
の
巨
大
な
「
翁
忌
」
が
火
が
と
も
る
中
で
礼
拝
に
来
た
人
女
の
前
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縦目仮面，「燭龍」と「祝融」（徐）

に
ゆ
っ
く
り
と
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
呪
術
師
た
ち
が
仕
向
け
、
こ
れ
で
祭
祀
活
動
が
最
初
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。

　
で
は
、
太
陽
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
か
、
さ
ら
に
推
定
し
て
み
よ
う
。
「
山
海
経
」
大
荒
東
経
に
「
大
荒
方
々
、
有
山
名
日
蒙
揺
願
抵
、
上

有
罪
木
、
柱
三
百
里
、
其
石
上
介
。
鎌
谷
日
湯
浴
谷
、
湯
谷
上
石
扶
木
、
】
β
方
至
、
一
日
方
出
、
皆
載
於
烏
」
と
あ
る
。
神
殿
の
中
で
「
燭

龍
」
が
姿
を
現
し
、
太
陽
の
出
現
を
告
げ
た
の
を
受
け
て
、
儀
式
に
参
舶
し
た
全
員
は
神
殿
の
外
に
場
所
を
移
し
て
あ
の
青
銅
製
の
「
太
陽
樹
」

こ
と
「
立
木
（
扶
桑
）
」
に
沿
っ
て
空
へ
と
昇
る
太
陽
の
登
場
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
川
西
平
原
の
中
に
お
い
て
湿
気
が
多
い
た
め
、
太
陽
の
出

る
朝
に
は
春
夏
秋
冬
を
問
わ
ず
濃
い
霧
が
常
に
立
つ
も
の
で
あ
る
（
筆
者
は
成
都
市
の
出
身
で
二
八
歳
ま
で
そ
れ
を
経
験
し
て
い
た
の
で
よ
く
わ
か
る
）
。

三
星
堆
か
ら
東
の
方
向
へ
眺
め
る
と
、
盗
泉
心
嚢
が
南
北
方
向
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
濃
い
霧
の
中
に
微
か
に
見
え
る
画
塾
山
脈
の
連
峰
の
彼

方
か
ら
太
陽
が
ゆ
っ
く
り
と
登
っ
て
く
る
と
、
ま
さ
に
「
日
出
湯
谷
」
と
い
う
景
観
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
全
員
の
集
ま
っ
た
広
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
は
直
径
八
ニ
セ
ン
チ
以
上
も
あ
る
車
輪
を
四
つ
も
つ
薫
に
載
せ
ら
れ
た
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
近
く
も
あ
る
青
銅
製
の
「
扶
木
（
扶
桑
ご
が
登
り

つ
つ
あ
る
太
陽
に
あ
わ
せ
て
広
場
の
東
側
に
安
置
し
て
あ
る
。
「
露
霜
（
扶
桑
）
」
の
幹
に
沿
う
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
空
へ
登
っ
て
行
く
太
陽
を

見
つ
め
な
が
ら
祭
祀
に
参
列
し
た
全
員
が
礼
拝
を
行
い
、
太
陽
の
現
わ
れ
た
一
日
を
め
で
た
く
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
味
わ
い
あ
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
は
祭
祀
活
動
と
し
て
は
日
の
出
を
迎
え
る
朝
の
部
に
な
る
と
考
え
る
。

　
一
方
、
登
っ
た
日
は
そ
の
日
の
う
ち
に
ま
た
西
へ
沈
む
も
の
で
あ
る
。
「
山
海
経
」
大
荒
北
経
に
よ
る
と
、
「
大
荒
之
中
有
衡
石
山
、
九
陰
灰

野
之
山
、
上
有
赤
馬
、
青
葉
赤
花
、
名
日
若
木
」
と
あ
る
。
郭
蔑
の
注
に
よ
れ
ば
、
「
若
木
」
は
「
生
首
痛
西
、
附
西
夏
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
で
「
若
木
」
は
「
髭
罷
」
こ
と
眠
山
山
系
の
西
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
潅
南
子
」
墜
形
訓
に
は
「
若
木
在
掻
木
西
」
と
あ
り
、
こ
れ

も
「
若
木
」
が
「
建
木
」
の
あ
る
「
都
広
」
の
西
方
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
文
選
・
月
賦
」
に
引
用
さ
れ
る
「
山
海
経
」
の

内
容
に
「
（
若
木
）
日
立
所
入
処
し
と
あ
る
の
で
、
日
の
出
る
熱
気
モ
ソ
モ
ソ
と
し
た
東
方
の
「
湯
谷
」
上
に
あ
る
「
扶
木
（
扶
桑
）
」
に
対
し
て

「
若
木
」
は
西
の
箆
縄
山
こ
と
眠
山
山
系
の
上
に
日
の
入
る
所
と
し
て
位
麗
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
日
の
沈
む
頃
に
な
る
と
、
古
代
蜀
国
の
都
で
あ
る
三
星
堆
で
は
、
人
没
は
再
び
神
殿
に
集
ま
り
、
太
陽
を
呼
び
出
し
て
く
れ
た
「
燭
龍
」
が

33　（525）



日
の
入
り
に
合
わ
せ
て
（
脱
塵
師
た
ち
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
）
姿
を
隠
し
て
行
く
の
を
見
届
け
な
が
ら
敬
慶
に
祈
り
を
捧
げ
る
。
そ
し
て
や
が
て
夕

陽
が
「
寛
需
山
」
（
眠
山
山
系
）
の
山
頂
に
下
が
る
に
つ
れ
、
人
々
は
ま
た
外
の
例
の
広
場
に
豚
舎
し
て
車
に
載
せ
ら
れ
た
「
扶
木
（
扶
桑
）
」
の

青
銅
大
樹
を
東
方
か
ら
広
場
の
西
側
に
移
動
さ
せ
、
夕
陽
の
沈
む
方
向
に
合
わ
せ
て
そ
れ
を
安
置
す
る
（
そ
の
時
点
か
ら
「
扶
木
（
扶
桑
）
」
は
「
若

木
」
に
変
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。
そ
こ
で
全
員
は
一
日
を
通
じ
て
太
陽
の
恩
恵
を
受
賜
っ
た
こ
と
に
感
謝
を
こ
め
て
祈
り
を
捧
げ
な
が
ら
夕

陽
が
眠
山
の
山
中
に
消
え
る
の
を
見
送
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
祭
祀
活
動
の
全
過
程
が
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
祭
祀
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
三
星
堆
文
明
が
政
変
に
よ
り
滅
び
る
西
周
時
代
中
後
期
ま
で
こ
の
岩
国
の
都
で
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
こ
う
し
た
推
定
は
古
代
蜀
国
に
お
け
る
複
雑
な
宗
教
活
動
の
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
人
間
と
自
然
の
関
係
、
稲
作
農
耕
文

化
と
太
陽
信
仰
と
の
関
係
か
ら
い
え
ぼ
、
こ
の
側
面
は
ま
さ
に
核
心
的
な
部
分
に
あ
た
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
豊
漁
龍
論
文
。

②
歯
茎
活
動
に
火
が
重
視
さ
れ
て
い
た
証
拠
は
「
二
号
坑
」
か
ら
豊
島
し
た
石
辺

　
球
に
刻
れ
た
祭
薦
図
に
あ
る
（
は
じ
め
に
の
注
①
⑧
幽
霊
九
参
照
）
。
山
と
山
の
間

　
に
見
ら
れ
る
「
凸
」
が
火
鉢
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
を
死
者
の
霊
魂
を
運
ぶ
船

　
と
す
る
意
見
（
陳
徳
安
、
「
浅
釈
三
星
二
二
号
祭
祀
坑
出
土
的
“
辺
際
”
図
案
」
、

　
「
南
方
民
族
考
古
」
第
三
輯
、
八
五
－
九
〇
頁
、
一
九
九
〇
年
）
も
あ
る
が
、
筆

　
者
は
そ
れ
が
「
火
糞
」
を
産
す
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
考
え
る
。

③
三
星
堆
「
二
号
坑
」
か
ら
出
土
し
た
「
輪
形
器
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
直
径
八

　
ニ
セ
ン
チ
あ
り
、
青
銅
薄
板
で
で
ぎ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
「
太
陽
器
」
と
み
る
意

　
見
も
あ
れ
ば
、
「
盾
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
数
が
四
本
あ
る
こ
と
、

　
直
径
が
八
ニ
セ
ソ
チ
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
、
ま
わ
り
と
中
心
に
固
定
用
の
釘
を
通

　
す
た
め
の
小
穴
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
纂
実
を
重
視
し
て
車
の
存
在
を
想
定
し
、
そ

　
れ
ら
が
木
製
の
車
輪
を
飾
る
ホ
イ
ル
キ
ャ
ッ
プ
だ
と
考
え
て
い
る
。
実
物
に
つ
い

　
て
は
は
じ
め
に
の
注
①
⑧
の
図
版
壱
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
　
三
星
堆
遺
跡
の
年
代
的
な
下
限
に
つ
い
て
は
発
掘
者
が
域
壁
の
廃
棄
暁
期
を
西

　
周
前
期
頃
に
説
く
一
方
、
「
一
号
坑
」
と
「
二
号
坑
」
の
年
代
を
股
漫
事
初
と
し
て

　
い
る
。
し
か
し
、
最
近
宋
治
民
氏
の
研
究
（
「
南
方
民
族
考
古
」
第
三
輯
：
六
九
－

　
入
四
頁
、
一
九
九
二
年
、
成
都
）
お
よ
び
筆
者
に
よ
る
考
古
学
と
文
献
史
学
の
検

　
討
（
第
一
章
注
⑤
論
文
）
は
、
両
坑
の
年
代
は
西
周
中
期
を
引
き
下
げ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
漸
た
に
年
代
問
題

　
に
つ
い
て
論
文
を
轡
く
つ
も
り
で
い
る
。
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結

び

以
上
、
三
星
堆
で
発
見
さ
れ
た
古
代
蜀
国
に
属
す
る
青
銅
鋳
造
遺
物
に
含
ま
れ
る
巨
大
な
「
大
節
獣
面
」
を
古
代
文
献
．
「
山
海
経
」
の
記
録



縦目仮面，「燭龍」と「祝融」（徐）

に
照
ら
し
て
分
析
し
、
そ
れ
が
「
燭
龍
」
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
つ
け
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
認
識
に
立
ち
、
こ

の
「
燭
龍
」
は
時
代
が
さ
が
り
、
中
国
が
統
一
に
向
か
う
過
程
の
中
、
異
質
で
発
達
し
た
三
星
堆
文
明
を
背
景
と
し
た
島
地
の
神
か
ら
変
化
の

波
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
中
国
全
体
の
信
仰
体
系
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
南
方
之
神
」
の
「
祝
融
」
へ
と
変
身
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
ド
ラ
マ
チ
ヅ
ク
な
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
を
跡
付
け
る
こ
と
も
で
き
た
。
春
秋
戦
国
時
代
に
入
っ
て
北
方
の
「
黄
帝
」
と
対
応
し
て
爾
方
に

君
臨
す
る
人
神
の
「
炎
帝
」
が
中
型
神
話
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
、
動
物
的
な
要
素
を
も
つ
神
で
あ
る
「
祝
融
」
の
地
位
は
次
第
に
下
が
り
、

「
炎
帝
」
の
補
佐
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
「
其
帝
炎
帝
、
其
神
祝
融
」
と
二
人
が
分
か
れ
た
存
在
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
昼
夜
を
司
る
神
（
太
陽
神
）
と
「
火
の
神
」
と
い
っ
た
共
通
す
る
神
格
は
「
燭
龍
」
、
「
祝
融
」
と
「
炎
帝
」
を
貫
き
、
「
豊
海

経
」
や
「
潅
南
子
」
な
ど
に
記
録
さ
れ
る
長
江
流
域
と
い
う
稲
作
農
耕
文
化
を
基
礎
と
し
た
爾
方
世
界
に
お
け
る
独
特
な
信
仰
体
系
を
性
格
づ

け
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
長
江
流
域
に
お
け
る
信
仰
体
系
が
農
地
に
起
源
し
た
こ
と
は
確
か
に
い
え
な
い
が
、
そ
の
形
成
に
は

古
代
蜀
国
に
お
け
る
信
仰
体
系
が
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
三
星
堰
文
明
の
精
神
世
界
は
極
め
て
高
度
な
発
達
を
と
げ
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
「
山
海
経
」
の
中
か
ら
断
片
的
な
も
の
に
せ
よ
、
そ
の
一

側
面
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
「
山
海
経
」
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
超
現
実
な
世
界
は
表
現
力
が
非
常
に
優
れ
、
想
像
力
に
極
め

て
富
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
相
当
高
度
に
発
達
し
た
文
化
的
な
背
景
が
な
け
れ
ば
と
て
も
産
み
出
せ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
南
方
神
話
の
最

も
中
核
的
な
内
容
で
あ
る
「
若
木
（
扶
木
・
扶
桑
ご
や
「
全
章
」
が
実
物
の
形
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
高
度
な
文
化

的
背
景
が
実
在
し
て
い
た
こ
と
は
三
星
堆
文
明
の
発
見
に
よ
っ
て
雄
弁
に
裏
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
中
國
が
統
一
す
る
と
い
う
激
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
時
代
を
経
て
「
山
海
経
」
も
さ
ま
ざ
ま
に
書
き
換
え
ら
れ
大
き
く
変
貌
し
た
。
神
仙
鬼
怪
の
世
界
だ
か
ら
、
「
山
海
経
し
を
門
怪
物
」
と
決

め
付
け
た
司
馬
遷
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
絢
欄
た
る
南
方
古
代
文
化
を
記
録
す
る
こ
の
貴
重
な
文
献
を
「
荒
唐
無
稽
な
神
話
の
塊
」
な
ど
と

決
め
て
か
か
る
習
性
が
相
変
ら
ず
根
強
い
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
神
仙
鬼
怪
の
世
界
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
社
会
の
未
開
や

文
化
の
原
始
性
な
ど
と
結
び
付
け
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
　
「
山
海
経
」
を
「
怪
物
」
と
し
て
一
蹴
し
た
司
馬
遷
の
感
覚
は
長
江
流
域
に
お
け
る

35　（527）



異
文
化
に
対
す
る
黄
河
流
域
の
中
原
地
方
の
人
々
の
も
つ
違
和
感
を
代
弁
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
筆
老
は
思
え
て
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば

こ
れ
は
む
し
ろ
長
江
流
域
の
方
が
精
神
文
化
の
面
に
お
い
て
進
み
過
ぎ
て
、
中
原
地
方
の
彼
ら
が
と
て
も
つ
い
て
い
け
な
い
た
め
、
敬
遠
し
て

「
怪
物
」
と
い
っ
て
逃
げ
ま
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
よ
う
に
さ
え
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
「
山
海
経
」
を
荒
唐
無
稽
な
「
怪
物
」

と
し
て
見
る
か
、
そ
れ
と
も
多
く
の
歴
史
的
事
実
を
内
包
す
る
立
派
な
文
献
史
料
と
し
て
扱
う
か
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
中
国
文
明
史
観
全
体
に

か
か
わ
る
大
問
題
で
あ
る
。
「
山
海
経
」
を
う
と
ん
じ
が
ら
ず
に
そ
の
史
料
価
値
を
真
剣
に
認
め
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
多
く
神
話
伝
説
の
中
に

含
ま
れ
る
重
要
な
歴
史
上
の
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
古
代
蜀
国
の
至
神
で
あ
る
「
燭
龍
」
が
な
ぜ
中
国
神
話
の
中

で
南
方
の
神
で
あ
る
「
祝
融
」
に
変
わ
っ
た
の
か
P
　
ど
う
し
て
「
寛
裾
」
こ
と
戸
山
と
い
う
四
川
省
内
の
一
山
脈
に
す
ぎ
な
い
存
在
が
秦
漢

以
降
の
中
国
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
を
絶
え
ず
に
増
大
さ
れ
、
限
り
な
く
神
聖
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
P
　
な
ん
の
た
め
に
「
若
木
」
こ
と
「
扶
木
」

が
の
ち
に
「
扶
桑
」
に
な
り
、
し
か
も
遠
く
彼
方
の
太
平
洋
の
中
に
移
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
P
　
ど
う
い
う
わ
け
で
「
西
王
母
」
と
い
う
中

国
西
部
～
地
方
の
神
が
黄
河
流
域
文
明
の
主
導
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
広
大
な
中
国
の
中
で
あ
れ
だ
け
至
上
な
位
置
づ
け
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
P
　
こ
れ
ら
の
現
象
は
い
う
ま
で
も
な
く
非
常
に
複
雑
な
歴
史
的
経
緯
を
辿
っ
て
お
り
、
一
言
二
言
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
南
方
文
化
の
精
神
文
化
的
な
財
産
が
全
中
国
に
受
け
入
れ
ら
れ

た
こ
と
は
長
江
流
域
に
お
け
る
稲
作
農
耕
を
基
礎
と
し
た
文
明
の
底
力
が
中
国
文
明
の
統
合
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
黄
河
流
域
の
文
明
だ
け
で
は
東
ア
ジ
ア
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
ほ
ど
の
統
一
中
国
文

明
の
確
立
を
成
し
遂
げ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
三
星
堆
の
大
発
見
は
「
山
海
経
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
少

な
か
ら
ず
「
信
史
」
、
即
ち
歴
史
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
立
証
し
た
。
そ
し
て
、
長
江
流
域
に
お
け
る
最
近
の
一
連
の
衝
撃
的
な
考
古

学
新
発
見
は
三
星
堆
の
発
見
と
と
も
に
陳
腐
し
た
「
営
営
文
明
中
心
」
の
歴
史
観
を
根
底
か
ら
確
実
に
揺
さ
ぶ
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

①
　
「
山
海
経
」
が
書
か
れ
た
時
代
に
つ
い
て
、
蒙
文
通
氏
が
「
大
荒
経
」
が
最
も

古
く
周
王
室
の
東
遷
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
の
に
対
し
て
、
「
海
内
経
」
一
篇
が
そ
れ

に
次
い
で
書
か
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
五
蔵
山
経
」
が
周
定
理
五
年
（
紀

元
前
六
〇
一
一
年
）
か
ら
梁
盤
質
十
年
（
紀
元
前
三
六
〇
年
）
ま
で
の
闇
に
で
き
た
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縦自仮面，「燭龍」と「祝融」（徐）

の
に
対
し
て
、
　
「
海
内
経
」
四
篇
が
秦
末
漢
初
に
盛
り
込
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る

（
第
二
章
典
④
引
論
文
）
。
一
方
、
愛
珂
氏
も
蒙
氏
ほ
ど
古
く
考
え
て
い
な
い
も
の

の
、
「
大
荒
経
」
と
「
海
内
経
」
一
篇
が
戦
圏
初
期
か
ら
中
期
に
、
「
五
蔵
山
経
」

と
「
海
外
経
」
四
篇
が
戦
国
中
期
以
後
に
、
そ
し
て
「
海
内
経
」
閥
篇
が
漢
代
初

頭
に
そ
れ
ぞ
れ
書
か
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
第
一
　
章
注
⑦
引
論
文
）
。
彼
の
意
見

は
時
代
認
識
に
ず
れ
が
あ
る
も
の
の
、
概
ね
浮
文
通
語
の
そ
れ
と
共
通
す
る
。
一

方
、
蒙
氏
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
「
海
内
経
」
と
「
大
荒
経
」
が
お
お
よ
そ

古
代
蜀
国
と
弱
国
に
関
す
る
内
容
を
中
心
と
す
る
の
に
撤
し
て
、
「
五
器
山
経
」

と
「
海
外
経
」
が
荊
楚
地
区
お
よ
び
そ
の
以
外
を
も
含
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
同
時
に
両
氏
は
と
も
に
「
山
海
経
」
が
お
お
よ
そ
楚
地
の
入
の
手
に
よ
る
も

の
と
推
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
選
言
で
あ
る
と
思
う
。
楚
の
文
化
の
蜀
に

対
す
る
影
響
は
考
古
学
上
で
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
春
秋
中
期
前
後
に
さ
か
の

ぼ
り
、
そ
の
時
期
に
葉
方
か
ら
や
っ
て
来
て
蜀
を
占
拠
し
た
い
わ
ゆ
る
「
開
明
王

朝
」
が
楚
文
化
の
色
彩
を
最
も
強
く
も
っ
こ
と
が
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
よ

り
西
周
中
期
に
さ
か
の
ぼ
る
問
が
「
杜
宇
蜀
國
」
の
三
代
に
あ
た
り
、
そ
の
間
に

は
楚
が
蜀
と
そ
れ
ほ
ど
密
接
に
係
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
西

寺
中
期
以
前
は
「
神
樹
信
仰
」
や
「
燭
龍
崇
拝
」
な
ど
、
ま
さ
に
「
山
海
経
」
に

見
ら
れ
る
異
怪
世
界
が
蜀
で
盛
ん
に
展
開
し
て
い
た
三
星
堆
文
明
の
三
代
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
経
緯
か
ら
考
え
る
と
、
楚
の
門
門
が
春
秋
時
代
中
期
頃
に
蜀
に
入
り
、

そ
こ
に
い
い
伝
わ
っ
て
い
た
三
星
堰
文
明
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
記
録
し
、
「
山
海

経
」
と
い
う
本
に
ま
と
め
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
「
賞
辞
」
・
天
闇
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
当
時
屈
原
な
ど
の
蝦
固
の
上
流
階
級
の
人
々
も
伝
わ
っ
て
き
た
巴

蜀
地
方
の
語
聾
世
界
に
す
こ
ぶ
る
戸
惑
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
「
山
海
経
」
の
核

心
的
な
部
分
は
次
第
に
楚
地
に
広
が
り
、
南
方
神
話
の
体
系
的
完
成
に
さ
ら
な
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
。
そ
し
て
中
国
の
統
一
に
向
か
う
に
つ
れ
、
そ
れ
は
超
大

国
の
楚
の
文
化
の
一
部
と
な
り
、
北
方
と
対
抗
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
中
国

歴
史
の
舞
台
に
堂
々
と
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
の
ち
に
、
秦
漢
に
よ
る
北
方

優
位
の
統
一
が
巽
現
さ
れ
る
と
、
従
属
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
南
方
文
明
を
代

表
す
る
「
山
海
経
」
な
ど
は
中
原
地
方
で
成
立
し
た
「
華
夏
思
想
」
に
酬
染
ま
せ

る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
に
鎧
鼠
さ
れ
な
が
ら
、
中
国
全
体
の
信
仰
体
系
の
中
に
吸
収

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
茨
城
大
学
教
養
部
助
教
授

）
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Eject－Eyed　Masks　from　the　SanxingdUi　Site　and　Their

　　　　　　　　Place　in　the　Myths　of　Ancient　China

by

Xu　Chaolong

　　With　its　strong　“non－Chinese　”　character，　the　bronze　assemblage　frorn

the　Sanxingdui　site　in　Sichuan，　China　has　been　perplexing　the　academic

community，　most　of　whom　insist　on　analySing　this　unique　discovery　only

in　connection　with　the　Shang　civilization　of　the　Yellow　River　valley．

Focusing　on　the　ejeet－eyed　masks，　which　are　the　most　repreSentative

as　well　as　mysterious　of　the　Sanxingdui　civilization，　the　author　has

identified　them　to　be　the　figure　of　the　dragon　of　the　Sanxingdui　Shu

kingdom　and　has　traced　their　true　background　by　an　investigatioit　of

the　famous　classic“Shanhaijing（山海経）．”　The　largest　mask：in　fact

precisely　represents‘Chu－long（燭龍）’who　was　described　as　having　a

‘huエnan・face，’a　snake　（dragon）一body，’and‘stra圭ght　（eject）・eyes！　The

two　smaller　masks　can　be　indentified　with‘K：u（鼓）’and‘Qinpei（欽鵡）’，

the　two　sons　of‘Chu－long’　who　carried　their　father．　Through　under－

standing　the　role　that‘Chu－long’　was　supposed　to　have　played，　we　can

infer　a　part　of　the　ritual　activities　which　took　piace　in　the　Sanxingdui

Shu　society　during　the　second　milleninum　B．　C．　and　conclude　that　they

belong　to　a　Sun　belief－system　estab！islted　in　ancient　Sichuan，　an　area

sharing　relatively　little　sunshine　within　China．　Further　analysis　has　led

to　the　conclusion　that　the　location　of　Mt．　Kunlun（二二之丘，　els．鐘由，章

尾山），at　the　foot　of　which‘Chu－long’lived，　could　have　been　no　other

than　the　Mt．　Minshan（一山山系）ranges．　The　Tukuang　Plai11（都広之野）is

where　the　myth　concerning　the　Sun　belief－system　is　most　closely　related

and　can　be　indentified　with　the　western　Sichuan　plain，　where　the

Sanxingdui　site　is　located．　The　two　adjacent　areas　were　supposed　to　be

the　centre　of　the　world（天下之中），　a　concept　showing　what　had　been

deeply　believed　iB　the　would　of　the　Sanxingdui　Shu　Domain，　the　region

of　the　pre＄ent　western　Sichuan．

　　Furthermore，　the　author　has　recognised　that　‘Chu－rong　（祝融），　the

great　deity　in　the　South　as　recorded　in　“Shanhaiqing，”　shows　strong
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athliation　with　‘Chu－long’　and　might　have　evolved　out　of　the　latter　in

the　current　of　cultural　unification　of　China　throughout　the　Spring－Autumn

period　and　the　Warring－States　period．　‘Chu－rong’　plays　almost　the　same

role　as　‘Chu－long’　does　and　is　closely　linlced　with　Sun－belief　although　his

appearance　has　changed　to　become　more　humaB　and　less　beastly．　Because

‘Chu－long　and　Sun－belief　were　indivisible　in　origin，　it　is　natural　to　see

that‘Chu－rong’apPears　with　the‘Sprite　tree（扶桑）’on　the　T－shaped

painting　Siiks　of　the　Mawangtui　Tornbs　o£　the　Han　dynasty　in　Changsha，

Hunan　Province．　This　unification　incontroveitibly　illustrates　how　this

essential　element　of　the　Sanxingdui　belief　was　inherited　in　China　several

centuries　later．

　　To　conclude，　the　Sanxingdui　discovery　will　not　only　be　verified　as　an

independent　civilization，　but　will　also　most　likely　lead　us　to　the　conclusion

that　the　basic　part　of　the　myth　recerded　in　“　Shanhaiqing　”　was　originally

the　belief　of　the　ancient　Shu　and　was　gradually　absorbed　into　the

beiief－system　of　the　Yangtez　valley　after　the　fali　of　that　civilization．

Eventually　this　belief　was　accepted　by　the　rest　of　China．

Rigional　interaction　during　the・Yayoi　Period

　　　　　　Typological　change’s　in，　and　movement　of，

　　　　　　　　　　Yayoi　Pottery　in　the　lsewan　Region

by

ITo　Atsushi

　　This　paper，　based　on　an　investigation　of　pottery　during　the　Early　and

Middle　Yayoi　Periods　for　the　purposes　of　understanding　social　trends　in

East　and　West　Japan　following　the　spread　of　Yayoi　culture，　contributes

to　the　clarification　of　the　nature　of　the　interaction　between　the　lsewan

and　Kinki　regions　during　that　period．

　　From　a　typological　investigation　of　the　design　techniques　apparent　in

pot－shaped　pottery　found　in　the　Owari　PlaiR，　it　is　seen　that　with　the

passage　of　time　the　process　of　during　designs　tended　to　be　omitted　and

burnishing　techniques　gradually　degenerated．　Having　established　the

chronological　sequence　of　these　changes，　together　with　their　partlcuiar．
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