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1

　
　
　
　
よ
　
　
し
　
　
．
）
　
き

　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
力

　
近
頃
上
賀
茂
村
深
泥
塑
附
近
山
中
か
ら
、
自
鳳
頃
の
琵

窯
趾
ご
思
は
れ
る
も
の
が
海
量
さ
れ
た
の
で
、
或
は
こ
の

近
傍
に
で
も
そ
の
叢
濃
が
あ
り
は
し
な
い
か
ご
い
ふ
考
か

ら
六
月
二
十
九
日
探
索
に
毘
か
け
た
。
深
心
懸
の
北
方
か

　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ
エ
ダ

ら
坂
を
越
し
て
束
幡
枝
の
開
着
地
に
出
た
時
路
上
か
ら
布

目
琵
の
破
片
数
個
を
得
た
の
で
、
こ
れ
を
頼
り
に
逆
に
元

の
道
を
坂
の
上
ま
で
引
返
し
て
撚
る
ご
近
年
滋
路
櫃
張
の

爲
に
出
來
だ
切
下
面
に
一
軒
窯
を
楼
毒
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
カ
を
得
た
私
は
か
ね
て
か
ら
幡
枝
は
良
質
の
粘
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ハ
ラ
ケ

を
産
し
叉
そ
の
北
方
木
野
は
今
市
ほ
土
器
の
製
産
地
で
あ

る
こ
ご
を
聞
い
て
ゐ
π
の
で
、
七
月
二
十
四
日
再
び
幡
枝

　
　
　
　
差
土
醤
鞍
嚢
見
の
轟
轟
祉
　
（
木
村
）

木
　
村
　
捷
　
三
　
郎

の
村
落
に
入
っ
た
ε
こ
ろ
そ
の
或
個
所
か
ら
多
数
の
布
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
ヤ
マ

琵
の
露
出
し
て
居
る
の
を
認
め
、
裂
い
て
城
山
ご
総
す
る

小
丘
に
頬
髭
趾
を
岳
見
し
、
越
え
て
入
月
入
日
そ
の
西
方

地
好
き
な
る
人
家
の
附
近
を
探
索
中
、
勅
答
を
施
し
た
唐

草
駕
の
一
小
片
を
得
た
が
そ
れ
が
圖
ら
す
も
李
安
大
内
裏

趾
出
土
の
碧
琵
と
同
文
で
あ
っ
だ
の
で
附
近
〕
帯
を
精
査

す
る
ご
、
入
家
中
の
小
溝
小
川
等
の
底
か
ら
優
麗
な
唐
草

文
の
碧
漏
そ
の
他
数
種
の
古
聖
を
採
集
す
る
こ
ご
が
出
來

た
Q
こ
れ
表
記
琵
窯
趾
二
見
の
経
路
で
あ
る
。
そ
の
後
專

ら
記
録
、
文
獄
の
調
査
、
石
婦
の
比
較
研
究
な
ご
に
依
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ル
ス
　
ノ

て
是
等
窯
斌
は
木
工
寮
式
記
載
の
栗
栖
野
零
屋
な
る
こ
ご

の
確
謹
を
得
る
に
至
っ
た
か
ら
、
こ
、
に
そ
の
遺
蹟
・
遽

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
九
五

（93）



　
　
　
山
城
幡
魚
籠
見
の
瓦
窯
祉
．
（
木
村
）

物
等
の
概
略
を
記
し
て
諸
賢
の
是
正
を
待
つ
も
の
で
あ
る

　
　
　
噛
　
遺
　
　
　
蹟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ
エ
ダ

　
本
濾
跡
は
す
べ
て
山
城
愛
宕
郡
岩
倉
村
大
宇
幡
枝
に
薦

顎
髭
、
・
、
÷
∵
零
、
・
、
※
繍

　
　
　
　
　
く
・
　
レ
　
・
　
崖

　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
コ
　
　
ぼ
ノ
プ
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
」
、
　
譲
＠
＞
＞
4

白丁

赴
ﾊ
巻
　
　
餓
剛
結
號
　
　
　
五
九
山
ハ

こ
ご
、
す
る
。

一、

闔
}
窯
趾

　
こ
の
地
は
全
膿
の
中
核
を
な
す
も
の
で
他
は
從
属
的
存

　
　
「
、
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
　
　
・

し
、
廣
露
な
範
圃
に
亙
っ
て
み
る
の
で
そ
の
分
布
上
、
驕

枝
・
南
庄
田
・
西
幡
枝
に
三
分
し
、
右
の
う
ち
下
枝
は
便

宜
上
更
に
東
西
に
分
ち
こ
れ
に
夫
々
A
B
の
名
を
附
け
る

0510町

1……編枝船壮（A．B．）

2……南庄田窯；鮭

3……西幡枝窯鮭

ご
こ
ろ
蕩
片
通
観
し
、

ご
畳
し
い
も
の
を
見
る
。
特
に
圖
中
×
印
を
施
し
た
個
所

に
は
一
間
除
の
崖
に
高
さ
四
五
尺
罵
り
の
窯
が
露
出
し
て

　
在
ご
も
見
る
こ
ご
が
出
來
る
Q

　
範
園
は
幡
枝
小
字
三
枝
の
う
ち

　
　
　
コ
ヂ
ヤ
マ

　
涌
　
薦
城
山
ε
呼
ぶ
邊
り
で
圖
中

　
A
B
が
こ
れ
に
繋
り
、
同
村
古

　
ひ

　
村
政
五
郎
氏
の
所
有
地
で
あ
る

　
　
A
窯
鮭
は
城
山
の
う
ち
丘
の

　
部
分
に
搾
り
、
そ
の
南
面
か
ら

　
西
面
に
か
け
て
数
段
の
段
階
を

　
な
し
、
高
所
は
松
檜
等
の
喬
木
、

　
低
雫
地
は
灌
木
小
篠
雑
草
等
よ

　
く
繁
茂
し
て
居
レ
、
、
附
近
到
る

崖
を
な
す
部
分
に
は
華
々
に
琵
窯

（　9il　s）

f



居
り
、
五
寸
位
の
厚
さ
の
外
廓
が
圓
弧
釈
を
な
し
て
存
在

す
る
他
、
．
そ
の
下
暦
か
ら
は
多
く
の
李
駕
が
一
列
に
敷
き

並
べ
ら
れ
て
焼
成
営
営
の
状
態
を
保
ち
乍
ら
相
重
っ
て
み

る
の
が
見
ら
れ
る
。
窯
の
外
廓
と
重
ね
ら
れ
た
卒
充
の
閥

の
填
充
物
に
は
、
ス
サ
入
り
粘
土
を
使
用
し
た
形
跡
が
あ

う
、
火
力
を
受
け
て
藁
を
嶢
失
し
粘
土
は
青
黒
色
或
は
赤

黄
色
に
攣
じ
て
居
る
。
古
瓦
の
「
一
〇
」
は
砂
塵
か
ら
墨
古

し
た
の
で
あ
る
。
×
か
ら
四
間
与
り
北
方
に
薩
穫
一
尺
二

三
寸
の
忘
形
の
穴
が
開
い
て
居
り
、
竹
を
入
れ
て
探
っ
て

見
る
ご
深
さ
は
五
尺
除
も
あ
り
幅
は
途
中
か
ら
横
に
振
が

つ
て
み
る
ら
し
く
、
叉
穴
の
嗣
圃
は
琵
片
ご
粘
土
こ
の
混

合
物
で
固
め
ら
れ
て
み
る
黙
な
ご
か
ら
考
へ
て
、
窯
の
煙

出
の
部
分
で
は
あ
る
ま
い
か
ビ
思
ふ
Q
穴
か
ら
東
南
三
間

の
慮
に
は
小
高
い
個
所
が
あ
り
此
魔
を
掘
る
ご
数
尺
の
間

琵
ば
か
り
で
、
時
に
は
殆
ん
ご
思
遣
を
保
つ
た
李
琵
や
九

屍
が
毘
た
う
す
る
の
で
多
分
瓦
捨
場
で
あ
ら
う
ご
考
へ
ら

れ
る
。
此
の
中
か
ら
古
瓦
「
四
」
及
び
「
六
」
が
予
土
し
た
Q

　
　
　
由
城
幡
狡
蝋
画
の
筑
窯
肚
　
（
木
村
）

又
こ
の
西
方
十
五
問
ば
か
り
の
庭
の
崖
に
も
琵
窯
が
露
回

し
て
居
り
、
そ
の
領
土
ご
堺
す
る
ご
こ
ろ
は
石
を
以
て
築

き
、
内
部
は
粘
土
で
固
め
ら
れ
火
力
の
爲
に
三
色
し
て
み

る
、
こ
の
中
・
か
ら
は
李
安
朝
皿
後
期
の
駕
が
黒
味
が
、
つ
た

嶢
土
ご
五
ハ
に
〃
汐
く
出
　
慨
す
る
。

　
B
窯
阯
は
A
の
地
煙
き
で
あ
る
が
便
宜
上
こ
、
に
別
出

し
て
、
入
家
の
あ
る
附
近
を
特
に
か
く
呼
ぶ
こ
ご
、
す
る

こ
、
で
窯
趾
こ
い
っ
た
が
今
そ
の
跡
を
認
め
．
る
こ
ご
は
出
　

來
な
い
。
し
か
し
こ
の
邊
か
ら
頗
る
多
く
の
布
目
琵
ε
共

に
交
楼
あ
る
も
の
、
聖
書
な
ご
を
出
す
こ
ご
、
及
び
田
圃

　
　
　
　
カ
ハ
ラ
ガ
マ

の
字
名
に
琵
窯
壼
呼
ぷ
所
が
あ
る
こ
ご
な
ざ
に
依
っ
て
琵

窯
の
存
在
を
認
め
た
の
で
あ
る
Q
古
琵
出
土
の
状
態
は
粘

土
屠
か
ら
成
る
自
然
地
層
ご
上
部
の
移
動
さ
れ
た
土
ご
の

接
舷
部
か
ら
其
庭
此
庭
に
密
集
し
て
出
る
Q
出
土
品
に
は

大
内
裏
趾
饗
見
の
も
の
ご
同
文
様
の
も
の
が
特
に
多
い
。

二
、
南
庄
田
窯
阯

　
本
窯
証
は
上
賀
茂
村
深
泥
池
か
ら
束
幡
枝
に
越
え
る
峠

　
　
　
　
　
　
錐
十
玉
谷
　
第
四
號
　
　
五
九
七
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両
翼
幡
枝
嚢
見
の
眠
窯
疵
　
（
木
村
）

　
の
頂
上
萢
路
の
西
方
山
中
に
あ
り
数
年
前
道
路
改
修
の
爲

　
に
琵
窯
は
そ
の
大
部
分
を
失
っ
た
ら
し
く
今
露
出
し
て
ゐ

　
る
。
嘗
っ
て
少
し
ば
か
り
試
掘
し
た
折
に
数
個
の
唐
草

　
琵
。
疏
琵
を
得
た
が
、
そ
の
う
ち
半
里
は
A
か
ら
出
る
も

　
の
こ
同
文
で
あ
る
こ
こ
か
ら
考
へ
て
本
葬
窯
肚
は
編
枝
の

　
分
窯
の
あ
っ
た
所
ご
認
め
ら
れ
る
（
遽
物
の
鼻
聾
照
）
。
窯

　
は
四
壁
を
殆
ん
ご
地
表
に
接
し
、
外
廓
は
ス
ず
入
粘
土
で

　
形
成
さ
れ
て
約
三
寸
の
厚
さ
が
あ
り
、
そ
の
内
側
又
は
外

　
側
に
李
琵
の
張
り
付
け
ら
れ
た
慮
も
見
ら
れ
る
。
琵
片
は

附
近
一
夕
相
国
離
れ
た
庭
か
ら
も
出
る
が
、
文
様
あ
る
も

　
の
、
多
く
は
窯
内
か
ら
焼
土
ご
共
に
出
土
す
る
。
又
窯
の

．
底
と
見
ら
れ
る
部
分
に
は
平
た
い
膚
然
石
の
並
べ
，
ら
れ
た

　
慮
が
あ
る
Q
窯
の
高
さ
は
今
の
ご
こ
ろ
で
は
二
三
尺
で
あ

　
る
が
、
も
こ
は
相
當
高
か
つ
π
の
が
内
部
の
塞
虚
の
爲
に

　
上
壁
が
落
下
し
た
の
で
も
あ
ら
う
か
。

　
三
、
西
語
枝
古
駕
出
土
地

　
　
こ
の
地
は
本
稿
執
筆
中
に
獲
思
し
だ
も
の
で
、
西
幡
枝

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
九
入

駆
通
寺
南
向
ひ
の
山
麓
に
あ
り
、
小
山
脈
は
東
方
に
績
き

南
庄
田
附
近
で
道
路
に
切
断
さ
れ
る
。
こ
の
間
四
町
徐
あ

り
二
三
個
所
か
ら
布
目
琵
を
登
志
し
た
が
…
最
も
密
な
場
所

は
導
通
寺
南
方
の
雑
木
林
で
、
最
近
そ
の
一
部
を
拓
い
て

竹
林
こ
な
っ
て
み
る
が
、
こ
の
附
近
は
土
器
片
、
布
目
駕

片
共
に
多
い
。
様
式
は
何
れ
も
雫
安
朝
後
期
に
属
す
お
。

こ
の
地
も
亦
段
丘
か
ら
成
っ
て
居
う
、
古
琵
の
毘
土
状
態

及
び
上
賀
茂
帥
胱
出
土
の
麿
草
琵
と
同
・
文
の
も
の
を
出
す

（
薦
枝
か
ら
も
上
賀
茂
脚
胤
ビ
同
一
の
も
の
を
出
す
）
こ
ご

な
ご
か
ら
考
へ
て
も
窯
蛙
ε
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
叉

こ
の
地
ご
北
に
相
謝
し
て
み
る
型
通
寺
東
方
の
小
川
の
中

か
ら
も
多
く
の
布
目
琵
を
出
し
、
丈
機
あ
る
も
の
も
二
三

探
集
し
だ
。
こ
の
邊
に
も
国
章
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

ざ
想
像
さ
れ
る
。

　
次
に
三
窯
間
の
隠
男
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
そ
の
間
に

田
圃
を
挾
ん
で
指
顧
の
間
に
鼎
立
の
駿
を
な
し
て
居
り
、

そ
の
う
ち
編
枝
の
み
は
李
野
の
中
に
猫
煙
し
、
こ
れ
ご
南

（　ge｝　）



に
縮
甥
し
て
南
庄
田
が
あ
ケ
、
西
幡
枝
は
同
一
山
脈
に
沿

う
て
西
方
四
三
世
の
虚
に
位
置
し
て
み
る
。
更
に
こ
の
爾

琵
窯
趾
間
の
雑
木
林
の
虚
々
、
圖
通
寺
東
方
一
町
許
b
の

地
か
ら
も
古
琵
が
出
土
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
Q
す
べ

て
の
古
墨
登
見
地
を
結
び
付
け
て
見
る
ε
恰
も
袋
の
朕
を

な
し
て
田
圃
を
取
憲
く
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
等
の
地
か
ら

共
通
黙
を
求
め
て
見
る
ご

　
『
附
近
に
は
入
工
的
の
段
丘
が
存
在
す
る
こ
ご

　
二
、
附
近
か
ち
良
質
の
粘
土
を
産
す
る
こ
ご

　
三
、
李
安
朝
後
期
の
古
聖
を
登
見
す
る
こ
ビ

　
四
、
素
雪
は
圭
に
密
集
し
て
出
る
こ
ご

で
、
一
滋
段
丘
の
崖
を
な
す
部
分
に
窯
の
焚
ロ
を
作
り
雫

坦
部
を
仕
事
場
に
充
て
た
も
の
ε
思
は
れ
二
は
琵
の
原
料

ε
な
る
も
の
で
あ
り
、
三
は
こ
の
時
代
に
は
三
窯
共
活
動

し
て
ゐ
淀
こ
ご
を
示
し
、
四
は
瓦
捨
場
も
あ
り
又
窯
肚
も

あ
ら
う
。
此
の
他
、
何
れ
も
李
地
よ
り
は
少
し
く
小
高
い

庭
に
あ
る
こ
ご
、
附
近
に
小
流
の
あ
る
こ
ご
な
ざ
も
共
蓮

　
　
　
　
肉
城
漏
壷
獲
見
の
天
窯
鮭
　
（
木
村
）

黙
ご
言
へ
ば
言
は
れ
る
。
叉
ス
ず
入
り
粘
土
の
焼
け
た
も

の
、
焼
土
な
ざ
を
出
す
事
な
ご
も
窯
趾
ご
し
て
の
…
謹
こ

な
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
三
連
窯
玩
は
何
れ
も
稽
々
離
れ
て

存
在
し
て
み
る
が
、
そ
の
間
に
同
一
の
古
筆
を
出
す
も
の

、
あ
る
こ
ご
な
ご
に
徴
し
て
も
全
然
別
個
の
存
在
で
な
く

一
の
有
ヵ
な
統
制
に
依
る
充
窯
群
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ

る
。
然
ら
ば
本
屍
窯
肚
群
は
頗
る
大
規
模
な
組
織
を
有
す

る
も
の
で
あ
り
、
遣
物
篇
に
於
い
て
述
べ
る
や
う
に
大
内

裏
玩
出
土
品
中
に
多
く
の
同
一
文
様
の
も
の
を
北
見
す
る

こ
ご
、
思
ひ
合
せ
て
、
國
家
直
黒
の
琵
窯
師
ち
式
の
所
謂

「
小
野
栗
栖
文
士
宰
相
」
の
う
ち
何
れ
か
に
薦
す
る
も
の
で

あ
ら
う
ご
推
定
さ
れ
る
。
以
下
遺
物
文
獄
等
に
依
っ
て
こ

れ
を
考
察
し
て
見
や
う

　
　
　
二
　
遣
　
　
　
　
物

　
前
述
遺
跡
か
ら
愚
見
さ
れ
た
遺
物
は
大
喜
古
琵
ご
土
器

ビ
で
、
古
琵
に
は
盗
聞
・
唐
草
琵
・
鴎
尾
・
鬼
琵
・
敷
琵
の
五

種
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
鴎
尾
ご
鬼
窟
ε
は
ほ
ん
の
小
断

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
競
　
　
五
九
九

（　97）



9

　
　
　
山
［
城
幡
枝
瀧
汲
．
見
の
五
q
窯
舐
　
　
（
・
木
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
第
｝
十
五
巻
　
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
O
O

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

竃

1

（9S）



片
で
到
底
全
酌
を
推
す
こ
ご
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
、

に
は
嫁
げ
な
い
。
敷
泥
は
無
難
の
も
の
で
完
形
贔
で
は
な

く
厚
さ
一
寸
二
分
か
ら
十
分
位
ま
で
い
幅
ご
長
さ
ご
は
不

明
で
あ
る
。
以
下
疏
蕩
・
唐
草
琵
に
つ
い
て
少
し
く
設
明

を
加
へ
て
見
や
う
。

第
一
圖
i
大
内
裏
關
…
係
の
も
の
、
み
を
選
ん
だ
〇

一
イ
唐
草
文
碧
琵
一
！
B
聖
王

　
艶
麗
は
奈
良
朝
式
で
あ
る
が
す
っ
か
り
優
麗
に
な
り
切

　
つ
て
み
る
。
特
に
中
心
飾
り
の
あ
元
り
が
さ
う
だ
Q
全

　
膿
こ
し
て
も
よ
く
整
っ
た
厭
味
の
な
い
優
品
で
あ
る
。

　
一
ロ
も
こ
れ
ご
同
文
の
甲
形
品
で
京
都
大
内
裏
鮭
か
ら

　
細
見
さ
れ
た
も
の
（
京
都
杉
浦
丘
園
氏
藏
）
で
あ
る
。
他

　
に
同
誌
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
砦
剰
を
施
さ
れ
て
み
な

　
い
も
の
、
破
片
を
見
た
こ
ご
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
見
る
」

　
ご
同
一
の
型
を
用
み
て
作
ら
れ
た
も
の
＼
中
に
も
碧
琵

　
も
あ
り
叉
さ
う
で
な
い
の
も
あ
っ
た
ら
し
い
（
コ
ニ
」
墾

　
照
）
。

　
　
　
、
撫
城
幡
枝
遜
見
の
瓦
窯
鮭
　
（
木
村
）

ニ
ィ
麿
草
文
碧
嬬
ー
ー
ー
B
出
土

　
大
内
裏
鮭
か
ら
櫻
見
さ
れ
る
碧
瓦
の
多
く
は
こ
の
式
の

　
交
様
を
も
つ
て
み
る
〇
一
に
比
し
て
雄
健
の
画
風
が
あ

　
り
、
こ
の
種
交
華
中
で
も
特
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ニ
ロ
は
大
内
裏
鮭
出
土
の
碧
泥
で
苺
都
町
村
頭
の
藏
品

　
で
あ
る
。

三
イ
瀧
花
文
疏
琵
i
B
出
土

　
こ
れ
に
は
碧
勅
の
あ
ご
を
見
な
い
が
、
同
地
か
ら
獲
見

　
し
た
Q
三
・
は
極
め
て
小
破
片
で
あ
る
が
碧
琵
で
あ
り
、

　
そ
の
特
徴
か
ら
同
文
ご
認
め
ら
れ
る
。
三
ハ
は
京
都
大

　
谷
大
平
勲
章
贔
で
大
内
裏
単
襲
見
の
碧
琵
．
三
二
は
奉

　
等
院
田
土
の
同
文
の
疏
琵
で
碧
緬
は
施
さ
れ
て
み
な

　
い
。
以
上
は
す
べ
て
同
一
の
型
に
よ
る
同
文
品
で
あ
る
Q

　
文
楼
こ
し
て
は
少
し
く
繊
弱
で
あ
る
が
直
穫
六
寸
⊥
ハ
分

　
も
あ
る
實
に
堂
々
た
る
も
の
で
碧
琵
ご
し
て
使
用
さ
れ

　
た
時
の
光
景
は
想
像
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の

附
近
か
ら
凄
る
も
の
で
は
こ
の
種
の
も
の
が
最
も
多
数

　
　
　
　
　
　
第
十
－
五
巷
　
織姫

J門

j
’
　
　
⊥
ハ
○
一
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由
裁
幡
枝
二
見
の
減
窯
証
　
（
木
村
）

　
を
占
め
て
み
る
。

四
　
文
字
入
李
琵
i
A
出
土

　
哀
咽
の
内
面
に
「
木
工
」
の
印
を
捺
し
た
も
の
で
あ
る
。

　　瓜

送
梅
幅

　
　
　
　
　
第
一
十
五
巻
　
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
○
二

木
工
は
言
ふ
迄
も
な
ぐ
本
工
寮
を
指
す
も
の
で
琵
屋
は

そ
の
被
管
に
屡
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
琵
の
出
土

し
た
こ
ε
に
よ
っ
て
本
工
事
が
木
工
寮
ご
深
い
．
關
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
こ
ご
を
立
謹
せ
ら
れ

5鑓
醗
欝
　
難
懸
盤

羅
灘
鰍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
申

　　

@　
ﾘ
灘
　
．

　　

@．　

ｮ
驚
．
唱
＋
二

　
　
　
　
　
　
　
’

　
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
ご
書

　
膿
は
異
る
が
同
様
「
木
工
」

　
の
銘
あ
る
李
琵
が
法
性
寺

　
赴
か
ら
も
出
土
し
て
ゐ

　
る
。
（
京
都
府
史
蹟
勝
地

　
調
査
報
告
第
九
冊
）

五
　
燈
花
文
疏
琵

　
こ
の
窯
趾
か
ら
登
見
さ
れ

　
た
疏
琵
の
う
ち
で
最
も
優

　
れ
だ
も
の
、
一
で
勿
論
李

　
安
朝
前
期
で
あ
る
。
中
央

　
部
は
隆
起
甚
だ
し
く
申
房

　
は
団
扇
、
大
粒
の
珠
文
九

（　100　）
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顧
を
容
れ
、
花
影
は
二
重
の
界
線
を
も
つ
こ
ご
が
そ
の

　
特
徴
で
あ
る
。
こ
、
に
は
畢
げ
な
い
が
東
寺
出
土
の
碧

　
琵
に
こ
れ
ご
殆
ん
ざ
同
文
様
の
も
の
が
あ
っ
た
。

六
　
蓮
花
文
疏
屍
l
A
最
密

　
四
ご
共
に
毘
製
し
た
も
の
で
、
子
房
ご
花
欝
ε
の
問
に

　
界
線
が
な
く
、
八
葉
の
花
辮
は
二
葉
毎
に
太
い
一
線
で

　
子
分
さ
れ
て
居
）
、
子
房
部
の
粒
子
は
七
個
で
中
央
の

　
も
の
が
特
に
大
き
い
○
辮
の
部
分
は
製
作
の
早
筆
か
で

　
塵
へ
ら
れ
た
爲
か
噛
償
さ
れ
た
跡
が
あ
る
〇

七
　
蓮
花
文
疏
斑
一
B
出
土

　
交
様
は
「
六
」
ご
粛
々
同
襟
で
あ
る
が
一
般
に
繊
細
で
あ

　
る
。
特
に
子
房
部
の
種
子
が
六
籍
で
小
さ
く
中
心
に
集

　
つ
て
み
る
爲
一
寸
問
の
抜
け
た
戚
を
與
へ
る
Q
横
断
面

　
は
「
六
」
は
布
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
子
房
部
ビ
花
辮
部

　
ご
で
二
つ
の
隆
起
を
な
し
て
み
る
。

八
　
蓮
花
文
疏
斑
l
B
出
　
土

　
花
表
を
陰
文
で
現
は
し
そ
の
輪
廓
に
羅
棄
し
て
啓
上
に

　
　
　
両
城
麟
凝
嚢
見
の
眠
窯
壮
　
（
木
村
）

　
二
重
の
線
を
施
し
中
央
に
棒
状
の
線
を
容
れ
て
み
る
。

．
今
年
五
月
婆
大
内
裏
玩
か
ら
探
回
し
た
も
の
に
こ
れ
ご
．

　
同
文
の
も
の
が
あ
る
。

九
　
唐
草
瓦
－
ー
ー
A
寓
土

　
不
安
朝
中
期
以
後
に
多
く
用
ゐ
ら
れ
る
文
機
で
、
線
に

　
肥
痔
が
少
く
活
動
性
に
乏
し
い
が
軟
か
な
威
を
與
へ

　
る
。
法
性
寺
趾
か
ら
繊
土
し
た
も
の
で
こ
れ
ご
よ
く
似

　
た
も
の
が
あ
る
O

一
〇
　
唐
草
琵
一
A
出
土

　
三
片
か
ら
な
っ
て
居
り
右
側
の
二
軍
は
合
し
て
「
片
こ

　
な
る
も
の
、
左
の
一
片
は
別
の
も
の
で
は
あ
る
が
同
文

　
だ
か
ら
急
げ
て
纏
い
た
Q
文
様
は
二
重
線
か
ら
成
る
麿

　
草
で
あ
る
。
か
、
る
襟
式
の
物
で
十
一
5
に
「
栗
」
の
字
の

　
左
書
に
な
っ
た
の
が
大
内
裏
祉
か
ら
出
土
し
て
み
る
。

第
三
圃
は
す
べ
て
薄
手
小
形
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
，

一
一
イ
唐
草
琵
－
南
庄
田
翁
土

長
短
こ
本
の
草
の
枝
を
爾
端
か
ら
組
合
せ
た
文
様
で
線

　
　
　
　
　
第
十
－
五
色
　
　
錦
難
敵
　
　
　
山
ハ
〇
一
二
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町
城
幡
枝
優
見
の
颪
窯
証
　
（
木
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
六
〇
四

は
頗
る
ま
つ
い
が
贈
り
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
し
た
も
の
、
　
一
襲
ハ
は
法
勝
寺
肚
か
ら
雪
見
さ
れ
把
も

二
．
。
は
二
心
共
A
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
イ
ぜ
同
文
　
　
　
の
で
あ
る
。
實
例
は
輩
に
冒
涜
で
は
あ
る
が
法
勝
寺
の

草
琵
一
1
南
庄

田
出
土

海
草
様
の
文
様

で
あ
る
の
で
贈

り
に
斯
く
名
づ

け
だ
。
＝
か

ら
見
る
ご
頗
る

優
美
に
見
え
る

が
準
安
朝
後
期

の
製
作
で
あ
る

こ
ご
は
孚
は
れ

な
い
。
　
＝
一
・

は
A
か
ら
出
土

一
難
埼
∴
…
・

難
灘
瀞

　
　
　
　
　
豪
嬢

1鍾ぎ

泄構

、
侭
鍵
蹴
醤

（102）



造
螢
に
當
っ
て
こ
の
駕
窯
が
活
動
し
た
こ
ご
を
意
味
す

．
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
一
一
、
　
一
二
に
記
し
た
や
う
に
南
庄
協
ご
鵜
枝
A
こ
の

　
二
三
か
ら
同
文
の
も
の
が
出
て
み
る
。
こ
の
事
物
は
爾

者
間
の
蓮
絡
を
示
す
も
の
で
、
鵬
枝
か
ら
は
李
安
朝
前

期
以
後
を
薄
南
庄
田
か
ら
は
後
期
の
琵
の
み
を
出
す
こ

　
ご
を
考
へ
合
す
ご
後
者
は
前
者
の
分
掌
こ
す
べ
き
で
あ

ら
．
フ
。

開
三
　
花
菱
文
唐
草
塵
－
南
庄
砥
出
土

花
菱
標
の
も
の
こ
唐
草
ご
を
交
互
に
配
し
た
も
の
で
意

匠
が
一
寸
面
臼
い
。
文
標
も
相
當
優
美
で
あ
る
〇

一
四
ハ
雁
人
文
唐
草
琵
i
一
上
賀
茂
帥
家
出
土

性
ご
巴
ご
を
交
互
に
組
合
し
た
も
の
で
古
琵
に
は
稀
に

見
る
文
機
で
あ
る
。
｝
四
・
は
法
性
寺
蛙
出
土
、
一
四
イ

は
A
か
ら
探
少
し
た
も
の
。
共
に
小
破
片
で
あ
る
が
共

蓮
黙
が
多
い
の
で
ま
つ
同
「
の
も
の
こ
見
て
差
支
な
か

　
ら
う
。

出
城
幡
枝
獲
見
の
瓦
窯
蛙
　
（
水
村
）

一
五
　
瀧
花
文
疏
泥
－
南
庄
田
串
土

籐
り
威
心
し
た
文
様
で
は
な
い
が
完
形
を
保
っ
て
る
る
’

の
で
掲
げ
た
。
こ
れ
は
窯
の
中
央
部
か
ら
琵
二
面
を
上

に
直
立
し
て
田
土
し
た
〇

一
六
イ
唐
草
琵
一
A
出
土

こ
の
琵
は
｛
種
特
異
な
蔓
草
文
を
書
い
て
居
）
、
中
央

部
に
は
果
實
襟
の
も
の
を
有
す
る
な
ざ
中
々
面
自
い
。

　
一
六
・
は
李
等
院
出
土
の
も
の
で
同
一
の
文
様
で
あ
る
。

術
ほ
こ
の
他
に
太
秦
慶
隆
寺
出
土
品
中
に
こ
れ
ご
同
文

の
も
の
が
あ
る
。
（
京
都
府
史
蹟
調
査
報
告
第
一
冊
Y

一
七
イ
学
頭
文
唐
草
琵
一
階
幡
枝
出
土

r
文
標
こ
し
て
は
取
り
立
て
、
言
ふ
程
の
も
の
で
は
な
く

こ
の
時
代
に
多
く
見
る
種
類
で
あ
る
。
一
七
口
は
上
賀

茂
平
帯
か
ら
の
出
土
品
で
あ
る
。
　
】
四
に
述
べ
た
上
賀

茂
紳
魁
ご
編
枝
窯
肚
ε
の
關
係
マ
」
比
較
し
て
見
る
ご
聞

接
的
で
は
あ
る
が
西
幡
枝
ご
瀟
枝
ε
の
聯
絡
を
見
ら
れ

や
う
。

　
　
　
　
　
第
十
－
平
谷
　
　
第
｝
四
宝
酬
　
　
山
側
〇
五
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山
城
幡
枝
獲
兄
の
瓦
窯
駈
　
（
米
村
）

土
器
　
　
　
　
　
。

　
土
器
も
由
中
各
所
に
出
土
し
て
み
る
が
特
に
B
か
ら
は

　
多
数
発
見
さ
れ
る
。
す
べ
て
素
焼
の
も
の
で
圭
ご
し
て

　
ツ
キ

　
杯
が
多
く
、
大
形
の
壺
、
盤
等
の
破
片
が
こ
れ
に
次
ぐ
、

　
但
し
何
れ
も
断
片
で
全
形
を
知
り
難
い
の
は
遺
憾
で
あ

　
る
。
A
か
ら
採
集
し
た
杯
の
底
に
次
緑
色
の
吹
忠
瓢
の

　
附
着
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
時
代
は
略
々
古
墨
ご
同
属

　
で
単
安
朝
中
期
以
後
の
も
の
が
殊
に
多
い
楼
に
思
は
れ

　
る
。
こ
れ
等
も
多
分
こ
の
琵
窯
で
焼
い
た
も
の
で
あ
ら

　
．
フ
。

　
本
窯
祉
か
ら
採
集
し
た
古
徳
は
こ
れ
に
暴
げ
た
他
に
三

十
除
籍
あ
る
が
こ
、
に
は
省
略
す
る
。
い
つ
れ
他
地
出

　
土
品
申
同
文
の
も
の
を
見
た
場
合
は
礎
稿
こ
し
て
登
表

　
す
る
つ
も
り
で
あ
る
○

　
爾
古
琵
に
つ
い
て
；
肖
述
べ
π
い
こ
ε
は
碧
琵
の
焼
損

品
ご
見
ら
れ
る
も
の
、
存
在
す
る
こ
ε
で
あ
る
。
既
に
は

し
が
き
に
爆
げ
た
受
業
の
施
さ
れ
た
唐
草
琵
の
小
片
ご
い

　
　
　
　
　
　
第
十
・
五
巷
　
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
○
山
ハ

ふ
の
も
そ
の
一
つ
で
、
文
標
は
コ
こ
に
述
べ
た
の
ご
同
梯
…

で
あ
る
。
こ
の
雪
片
を
見
る
ε
他
の
琵
に
比
し
て
質
極
め

て
下
煮
で
石
質
化
し
て
み
る
。
採
集
當
時
文
襟
面
に
砂
が

硬
着
し
て
み
た
が
こ
れ
を
除
い
た
と
こ
ろ
勲
藥
の
跡
が
認

め
ら
れ
た
。
紬
は
稽
，
青
味
を
帯
び
た
褐
色
の
部
分
ご
淡

紅
色
に
近
い
部
分
が
あ
る
。
爾
こ
の
附
近
か
ら
採
集
し
た

も
の
、
う
ち
全
面
が
淡
紅
色
ご
な
り
か
さ
く
に
な
っ
た

も
の
や
、
飴
色
に
墾
じ
て
三
片
の
布
目
産
が
融
着
し
た
も

の
な
ざ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
事
實
は
或
は
書
下
ご
焼
成

温
度
こ
の
關
係
を
表
示
し
て
み
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
遺
物
に
つ
い
て
大
寒
の
説
明
を
絡
つ
た
が
次
に
各

課
塁
間
の
先
後
に
つ
い
て
前
掲
古
琵
の
時
代
を
基
礎
に
説

を
立
て
、
見
る
な
ら
ば
、
最
初
（
少
く
ご
も
雫
安
朝
中
期

以
前
）
に
B
附
近
に
琵
窯
が
築
か
れ
た
が
早
く
そ
の
中
心

は
A
に
移
り
、
仁
安
朝
後
期
に
至
り
琵
の
需
要
の
増
加
す

る
に
…
三
っ
て
南
庄
‘
田
、
西
幡
…
枝
臆
守
に
も
一
分
脱
帽
を
繭
醸
け
て
盛

に
そ
れ
に
癒
じ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
爾
琵
窯
の
使
用
さ
れ

（　IO－2　）



た
期
間
は
今
迄
の
出
土
品
か
ら
見
て
大
黒
卒
安
朝
前
期

（
瀬
切
頃
？
）
か
ら
李
安
朝
末
に
至
る
間
で
あ
ら
う
。
こ
の

・
事
は
（
今
こ
の
琵
窯
を
謡
講
ご
見
る
時
）
「
工
臨
試
料
」
に

「
後
堀
河
天
皇
以
後
修
理
職
木
工
寮
大
い
に
衰
ふ
」
ご
あ
る

の
ご
相
通
す
る
も
の
あ
る
を
畳
え
る
の
で
あ
る
〇

　
　
　
三
　
丈
　
　
　
獄
・

　
前
述
の
遺
蹟
、
．
遣
物
の
二
篇
に
よ
っ
て
見
る
の
に
、
本

窯
は
立
涙
な
詫
窯
阯
で
、
し
か
も
そ
こ
に
は
官
等
ε
推
定

す
べ
き
多
分
の
理
歯
が
あ
る
。
抑
々
大
内
裏
所
用
の
琵
窯

は
木
工
寮
に
隷
属
し
小
野
栗
栖
野
の
猫
撫
屋
が
あ
り
、
何

れ
も
愛
宕
郡
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
小
野

窯
玩
に
つ
い
て
は
既
に
梅
原
末
治
氏
は
京
都
府
…
史
蹟
調
査

報
告
第
二
冊
第
三
冊
に
修
學
院
村
字
高
野
オ
ヵ
イ
ラ
の
森

を
以
て
こ
れ
に
宛
て
、
居
ら
れ
る
が
、
栗
栖
野
の
窯
阯
に

至
っ
て
は
全
く
不
明
の
事
實
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
良
分

は
碧
琵
を
得
た
當
初
か
ら
こ
の
窯
祉
の
地
理
的
環
境
ε
遺

－
物
の
比
較
研
究
ご
に
よ
っ
て
、
私
か
に
栗
栖
野
の
充
窯
蛙

　
　
　
　
山
城
幡
被
獲
見
試
窯
赴
　
（
木
村
）

で
は
あ
る
ま
い
か
ご
の
疑
を
懐
き
、
進
ん
で
栗
栖
野
郷
の

所
属
に
關
す
る
文
墨
上
の
資
料
に
依
っ
て
こ
の
問
題
の
解

決
を
試
み
、
中
古
賀
茂
御
祀
魁
の
淋
領
で
あ
っ
た
關
係
を

辿
り
、
專
ら
そ
の
方
面
の
調
査
に
努
め
た
の
で
あ
る
Q
賀

茂
爾
帥
趾
は
繋
累
鍵
都
以
降
歴
朝
の
崇
敬
淺
か
ら
す
、
後

一
條
天
皇
の
御
代
に
は
愛
宕
郡
八
郷
の
地
を
以
て
爾
魁
に

寄
進
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
帥
ち
寛
仁
二
年
十
一
月
廿
五
日

の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば

　
隠
亡
山
城
國
愛
宕
郡
下
箇
郷
奉
寄
賀
茂
太
神
宮
事
　
　
．

　
　
窒
灘
艇
鴛
罐
果
涌
懸
糧
大
鷺
末

　
御
組
就
労
北
郷

　
　
蓼
倉
郷
　
栗
栖
野
郷
　
粟
田
郷
　
出
雲
郷

　
別
雷
肚
蹄
箇
郷

　
　
賀
茂
郷
　
小
野
郷
　
錦
部
郷
　
大
野
郷
　
（
揚
下
略
）

ど
あ
わ
、
そ
の
う
ち
「
諸
郷
所
在
紳
寺
所
領
及
齋
心
月
料
、

勅
旨
網
嚢
、
鯉
川
、
氷
室
、
儒
丁
陵
戸
等
田
並
左
近
衛
府

馬
場
、
修
理
職
琵
屋
其
守
丁
役
人
等
」
は
特
に
除
地
ご
さ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
出
替
　
轄
坦
四
物
脳
　
　
細
蟹
〇
七
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山
城
幡
枝
渡
見
瓦
窯
泌
　
（
木
村
）

れ
だ
こ
ご
が
見
え
て
み
る
。
然
し
こ
の
官
特
に
よ
る
ご
栗

栖
野
郷
等
に
属
す
る
村
邑
部
落
に
つ
い
て
は
甚
だ
不
明
ド
瞭
、

の
戚
が
あ
る
が
、
次
に
文
永
十
年
六
月
三
潮
瀬
半
面
の
註

進
文
書
を
見
る
ご

　
註
進
殿
頭
犬
防
築
垣
註
女
事

　
　
　
瀞
宮
寺
築
垣

　
西
面
自
答
影
干
門
十
一
丈
三
孔
内

　
　
　
松
崎
一
戦
三
尺
　
　
久
世
二
丈
　
　
　
砥
原
二
丈

　
　
　
石
藏
こ
丈
　
　
　
　
猪
熊
二
丈
　
　
　
粟
田
二
丈

　
北
面
自
西
十
七
三
内

　
　
　
長
州
二
丈
π
　
　
都
宇
二
丈
　
　
　
富
田
二
丈

　
　
　
霜
細
仙
蚊
一
丈
六
n
八
　
　
　
河
村
一
図
八
尺
　
　
上
村
一
三
六
尺

　
　
　
石
河
二
丈
　
　
　
　
下
村
二
丈
　
　
　
欣
説
二
丈

　
　
君
毒
焔
如
件

　
　
、
文
・
永
十
年
晶
ハ
日
月
＝
一
日

前
あ
っ
て
、
下
賀
茂
帥
宮
寺
の
築
垣
修
繕
の
際
に
そ
の
神

領
地
に
謝
し
て
の
舗
當
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
そ

の
地
名
中
か
ら
愛
宕
郡
内
に
あ
る
も
の
を
響
き
出
し
て
見

る
ご

槍飽

¥
五
巷
　
　
駕
一
閃
一
驚
岬
　
　
山
ハ
○
八

　
　
松
崎
　
石
心
　
粟
田
　
編
枝
　
上
村
　
下
村

の
六
ヶ
村
が
暴
げ
ら
れ
る
が
、
松
田
、
石
藏
は
夫
葎
今
の

松
ケ
崎
村
、
岩
倉
村
を
指
す
も
の
、
又
栗
田
は
粟
田
郷
中

に
属
し
て
み
た
で
あ
ら
う
。
瀟
枝
は
現
在
で
は
幡
枝
の
う

ち
に
一
小
字
こ
し
て
存
し
て
居
り
（
村
人
の
説
に
よ
る
ご

元
三
廣
く
編
枝
ご
呼
ん
で
み
た
が
後
世
B
窯
燈
附
近
に
数

遍
の
民
家
が
移
住
し
、
こ
の
地
か
ら
幡
枝
の
名
が
起
つ
だ

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
反
っ
て
今
の
蕨
枝
の
方
が
幡
枝
の
小

字
名
ご
な
っ
て
僅
か
に
そ
の
名
四
を
止
め
て
み
る
の
だ
こ

言
ふ
）
上
村
、
下
村
は
何
れ
も
岩
倉
村
の
一
宇
名
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
村
〃
は
當
然
前
掲
の
御
鰻
証
四
郷
の
う
ち
、
に
含

ま
る
べ
き
も
の
こ
考
へ
ら
れ
る
が
、
貞
和
四
年
八
月
六
日

所
廻
駿
な
る
も
の
に
も
こ
れ
等
の
名
を
存
す
る
こ
ご
に
依

っ
て
、
上
の
事
實
は
一
暦
明
瞭
さ
を
加
へ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
永
和
三
年
九
月
頃
註
…
進
交
書
が
あ
る
Q
そ
の
全
文

を
暴
げ
る
ご

（　106　）



　
寛
仁
奉
寄
捌
箇
郷
内

　
丁
丁
肚
犀
子
鳥

　
蓼
三
郷
　
三
一
圓
管
領
之

　
栗
野
郷
内
　
編
枝
郷
　
松
崎
郷
　
岩
倉
郷
　
上
村
郷
　
下
村
郷

　
上
粟
田
、
下
粟
田
郷

　
田
雲
郷
　
一
條
以
北
至
大
明
憩
御
三
地
回
當
三
内
也
、
此
外
號

　
預
所
引
致
小
田
畠
知
行
二
季
彼
岸
三
色
々
猷
役
等
勤
仕
之
縮
戒

　
一
刀
二
代
相
績
知
行
之

　
一
一
進
如
件

　
　
　
永
瀦
三
年
九
月
日

ご
あ
り
、
先
の
六
ヶ
村
の
半
年
も
明
瞭
ビ
な
り
、
輻
枝
が

他
の
村
邑
ご
共
に
栗
栖
野
郷
に
属
す
る
こ
ご
を
知
り
得
る

の
で
あ
る
（
栗
栖
野
は
叉
栗
野
こ
も
書
く
が
共
に
「
く
る
す

の
」
ご
讃
む
）
（
和
名
妙
）
。

　
最
後
に
篇
枝
、
幡
枝
の
關
係
に
つ
い
て
“
あ
る
が
、
天

正
頃
の
交
書
を
見
る
ご
「
ふ
く
え
た
は
た
え
た
」
ご
績
け
用

ゐ
ら
れ
た
こ
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
ご
今
臼
の
薦
罫
引
枝
の

開
係
及
び
村
人
の
言
傳
な
ざ
に
徴
し
て
幡
枝
は
古
の
編
枝

　
　
　
　
山
城
精
鞍
幾
見
の
武
窯
祉
　
（
木
村
）

ご
殆
ん
ざ
同
義
に
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
澱

（
但
、
幡
枝
の
名
が
後
世
に
出
來
た
も
の
こ
す
る
に
は
異
論

が
あ
る
）
。

　
こ
の
事
實
か
ら
考
察
し
て
見
る
ご
、
古
の
栗
栖
野
郷
な

る
も
の
は
、
山
城
名
勝
誌
以
下
多
く
の
地
誌
に
よ
っ
て
傳

へ
ら
れ
て
る
る
程
狡
小
な
も
の
で
は
な
く
、
少
く
こ
も
岩

倉
村
、
松
崎
村
の
大
部
分
を
も
包
罰
し
た
贋
況
な
地
域
に

亙
っ
て
ゐ
π
こ
ご
を
誰
明
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
今
こ

の
僖
郷
内
か
ら
饗
見
さ
れ
た
琵
窯
蛙
が
出
土
遺
物
の
上
か
内

ら
も
推
論
さ
れ
た
や
う
に
木
工
寮
式
の
規
定
に

　
凡
愚
小
野
栗
栖
野
駈
瓦
屋
云
々

ご
記
載
さ
れ
た
栗
栖
野
泥
屋
の
遺
跡
に
當
る
こ
ご
は
何
人

も
承
認
さ
れ
る
ビ
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

　
因
に
亭
安
大
内
裏
祉
綴
土
の
空
剃
申
文
様
癒
に
往
々
「
粟
」
心
あ
る
も
の
な

　
見
ろ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
高
橋
健
貞
賃
に
考
古
學
維
誌
第
五
巷
策
十
二
號

　
「
古
誠
に
現
に
れ
距
る
丈
字
」
中
に
（
栗
に
）
「
栗
栖
」
「
栗
原
」
等
の
氏
の
略
か

　
定
も
想
へ
こ
山
人
臨
四
一
裡
の
料
ミ
し
て
に
伸
遡
切
な
ら
す
。
後
考
為
鼎
胡
ぜ
む
。

　
オ
亡
べ
ら
れ
て
る
ろ
が
、
同
じ
く
大
内
裏
鮭
か
ら
「
小
乃
し
の
銘
あ
ろ
疏

　
　
　
　
　
　
第
翫
丁
五
巻
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
〇
九
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肉
城
幡
枝
獲
見
の
瓦
窯
赴
　
（
木
村
）

瓦
、
唐
草
瓦
な
出
す
ご
ビ
に
徴
し
て
も
「
栗
し
ほ
栗
栖
野
瓦
屋
の
略
號
な
る

こ
蜜
は
明
か
で
あ
ろ
。
二
二
獲
児
の
瓦
窯
駈
か
ら
に
未
だ
禺
土
し
て
み
な

い
が
将
來
疏
の
塊
か
ら
出
土
す
ろ
で
あ
ら
う
こ
ぜ
も
操
想
さ
れ
る
Q

　
　
　
四
　
結
　
　
　
語

　
由
來
京
都
は
一
千
年
の
皇
城
の
地
ご
し
て
、
將
た
古
魁

寺
の
都
こ
し
て
全
心
に
冠
た
る
所
で
あ
り
、
そ
の
出
土
古

瓦
の
襲
藏
家
も
亦
少
く
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
そ
の

學
界
に
糞
表
さ
れ
た
も
の
は
極
め
て
少
く
、
殊
に
こ
れ
が

製
作
に
當
つ
た
里
並
の
報
告
に
至
っ
て
は
僅
か
に
「
京
都

府
史
蹟
調
査
報
告
」
に
記
載
さ
れ
だ
二
三
例
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
然
る
に
全
く
偶
然
の
機
會
か
ら
ご
は
言
へ
今

回
の
建
立
に
よ
っ
て
こ
れ
に
一
例
を
加
へ
る
こ
ご
を
得
、

し
か
も
そ
れ
が
官
爵
で
あ
り
、
碧
琵
の
所
産
地
で
あ
り
、
爾

大
内
裏
其
の
他
當
時
の
諸
就
寺
こ
も
淺
か
ら
濾
關
係
の
あ

る
こ
ご
を
明
ら
か
に
し
得
た
こ
ざ
を
悦
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　
熱
り
に
，
少
し
重
複
の
嫌
は
あ
る
が
今
ま
で
述
べ
た
こ

と
を
要
約
し
て
示
す
と
『
山
城
愛
宕
郡
岩
倉
村
字
幡
枝
磯

　
　
　
　
　
　
第
ム
「
五
巻
　
第
四
號
　
　
　
六
一
〇

見
の
琵
窯
慰
跡
が
そ
の
規
模
の
廣
大
な
こ
ご
、
登
見
古
琵

中
大
内
裏
肚
出
土
品
ご
一
致
す
る
も
の
、
多
い
こ
ご
等
か

ら
官
窯
な
る
べ
き
を
推
定
し
、
更
に
文
獄
の
調
査
に
依
っ

て
こ
れ
が
「
式
」
記
載
の
栗
栖
野
琵
渥
な
㍍
こ
ご
を
確
謹
し

爾
叉
當
時
の
大
寺
そ
の
他
こ
も
野
晒
の
あ
っ
た
こ
ビ
』
を

述
べ
た
。
然
し
こ
の
皇
民
が
も
つ
今
触
つ
の
重
要
な
意
義

は
碧
琵
の
製
作
場
で
あ
っ
た
ご
い
ふ
事
實
で
あ
る
。

　
碧
琵
は
一
名
瑠
璃
琵
ε
も
呼
ば
れ
凡
そ
京
都
の
琵
を
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

く
者
の
必
ず
關
心
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
は
．
㏄

李
安
京
朝
堂
院
、
豊
皇
院
等
に
初
ま
り
、
以
後
大
伽
藍
に

も
間
々
用
ひ
ら
れ
だ
こ
ご
は
あ
る
も
、
京
都
以
外
の
地
に

そ
の
例
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
本
態
窯
の
み
の

所
産
ご
は
言
は
諏
が
左
に
碧
琵
幽
土
地
の
確
々
な
も
の
を

暴
げ
て
参
考
に
資
し
や
う
。

　
一
、
大
内
裏
舐
　
　
　
　
二
、
東
　
寺
（
野
寺
藏
）

　
三
、
西
　
寺
（
同
黒
鼠
）
　
四
、
仁
和
寺
（
尼
寺
藏
）

　
五
、
法
成
寺
趾
（
京
都
博
物
館
藏
）



　
山
門
、
山
顛
隙
朋
寺
祉
（
家
事
）

’
七
”
河
原
町
萬
屋
町
（
京
都
府
史
蹟
調
査
報
告
第
八
冊
）

等
で
大
内
裏
鮭
、
萬
屋
町
を
除
い
て
は
い
つ
れ
も
有
数
の

大
伽
藍
で
あ
る
こ
ご
は
、
本
数
窯
胎
勢
土
古
琵
ご
同
文
の

も
の
を
出
す
古
説
寺
（
廣
隆
寺
、
雫
等
院
、
法
性
寺
、
法

勝
寺
、
王
賀
茂
首
魁
）
等
が
國
家
的
に
著
名
塗
も
の
ば
か

り
で
あ
る
の
ご
全
く
そ
の
軌
を
一
に
し
て
み
る
も
の
で
あ

る
。

　
法
性
寺
祉
禺
土
品
中
に
碧
瓦
が
あ
る
亡
の
こ
定
で
あ
る
が
未
だ
見
な
い
。

　
又
好
古
小
録
（
藤
井
貞
幹
著
）
に
亭
城
宮
蛙
そ
の
他
か
ら
も
碧
筑
の
出
る
田

　
を
記
し
て
み
る
が
、
奈
良
地
方
の
古
天
研
究
家
に
聞
い
て
も
来
だ
見
な
い

　
ミ
の
話
で
あ
っ
六
〇

　
碧
琵
は
實
に
古
の
李
安
京
を
彩
る
も
の
、
一
つ
で
、
そ

の
昔
、
大
極
殿
そ
の
他
の
宏
批
な
大
建
築
物
に
屋
瓦
ご
し

て
使
用
さ
れ
π
時
、
島
影
の
柱
梁
、
純
自
の
側
壁
に
相
映

じ
て
陽
に
輝
い
た
飛
麗
な
・
有
機
は
今
思
ふ
さ
へ
轄
た
懐
古

の
情
に
堪
へ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
本
報
告
は
軍
に
「
式
」
栗
栖
野
の
充
屋
遺
跡
の
存
在
を
明

　
　
　
山
州
幡
枝
獲
見
の
翼
窯
祉
　
（
木
村
）

ら
か
1
1
一
す
る
に
止
ま
り
、
個
々
の
事
實
に
闘
…
し
て
は
不
備

の
黙
少
か
ら
す
、
殊
に
見
聞
の
狭
小
ご
報
告
作
成
の
不
馴

の
爲
、
推
論
の
誤
謬
、
字
句
の
誤
用
等
も
頗
る
多
い
こ
ご

、
思
ふ
。
幸
に
諸
賢
の
叱
正
を
得
て
こ
の
小
篇
が
少
し
で

も
完
全
に
近
い
も
の
ビ
な
れ
ば
望
外
の
嬉
び
で
あ
る
。

　
術
こ
の
報
告
作
成
に
當
っ
て
粟
野
秀
穗
先
生
の
御
指
導

　
を
受
け
た
る
こ
と
の
多
き
を
記
し
て
こ
、
に
深
謝
の
意

　
を
表
す
る
。
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
。
八
。
世
五
稿
）

　
　
　
　
付
　
　
　
　
　
　
己

　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
轟

　
一
、
本
稿
完
了
後
数
H
入
月
廿
九
日
、
A
⊥
つ
栗
栖
野

琵
屋
の
遺
跡
ε
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
必
見
し
π
か
ら
附
け

．
加
へ
た
い
。
地
は
愛
宕
郡
大
宮
村
大
掌
・
西
賀
茂
小
字
鎌
の
守

庵
で
大
総
軍
舐
の
西
方
に
あ
り
、
そ
の
段
階
状
地
に
は
琵

窯
肚
を
散
見
す
る
。
今
大
根
畑
こ
な
っ
て
み
る
が
淋
証
の

す
ぐ
西
方
に
は
嘗
っ
て
高
さ
数
尺
正
方
形
の
土
壇
楼
の
も

の
が
存
在
し
て
み
た
ご
の
事
で
あ
り
、
現
在
の
地
表
下
三

尺
除
の
庭
か
ら
鬼
琵
、
敷
琵
、
唐
草
琵
、
疏
琵
な
ざ
を
出

　
　
　
　
　
　
第
十
｝
五
巻
　
量
器
［
號
　
　
　
山
ハ
一
一
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山
城
幡
枝
襲
見
の
武
窯
舐
　
（
木
村
）

し
た
さ
う
で
あ
る
。
こ
の
附
近
一
帯
に
今
も
布
目
琵
片
散

類
し
殊
に
大
根
畠
の
西
側
に
沿
ふ
遊
路
の
土
手
か
ら
は
焼

土
ご
共
に
平
琵
が
二
重
っ
て
存
し
て
み
る
の
が
見
ら
れ
、

窯
の
外
廓
も
露
出
し
て
み
る
。

　
遺
物
ε
し
て
自
分
の
手
に
牧
め
得
た
も
の
は
、
鬼
瓦
断

片
、
敷
琵
断
片
、
疏
琵
、
唐
草
琵
で
、
附
近
の
三
光
院
に

も
疏
冤
、
鴎
尾
灯
片
を
所
課
し
て
み
る
。
時
代
は
雫
安
朝

中
期
以
前
ε
見
る
べ
き
も
の
が
多
数
を
占
め
、
降
っ
て
鎌

倉
時
代
初
期
ご
考
へ
ら
れ
る
巴
交
疏
琵
も
一
枚
あ
っ
た
。

唐
草
・
書
中
に
は
遺
物
篇
古
謡
コ
」
に
一
致
す
る
も
の
で
碧

料
の
施
さ
れ
て
み
な
い
も
の
、
絵
片
を
得
た
。
（
大
内
裏
玩

出
土
品
に
こ
の
種
の
古
琵
に
碧
料
の
施
し
て
な
い
も
の
、

あ
っ
だ
こ
ご
は
既
に
記
し
π
通
り
で
あ
る
）

　
・
．
一
の
地
は
既
に
多
く
の
地
誌
に
栗
栖
野
郷
の
故
地
こ
し

て
説
か
れ
て
み
る
所
で
あ
り
、
附
近
に
は
栗
栖
野
、
三
栗

栖
の
地
名
も
残
っ
て
居
る
こ
ビ
で
あ
る
か
ら
通
庭
か
ら
大

内
裏
祉
出
土
古
琵
ご
同
交
の
も
の
を
出
す
琵
窯
玩
の
登
見

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
　
第
四
號
　
　
　
凹
溜
一
二

さ
れ
た
こ
ご
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
ら
う
。

　
ビ
こ
ろ
で
一
禮
こ
の
遺
跡
ご
幡
枝
こ
の
關
係
如
何
ビ
い

ふ
こ
ご
に
な
る
が
、
今
の
ご
こ
ろ
嚢
虫
も
栗
栖
野
屍
屋
の

遺
跡
で
あ
る
ご
推
定
す
る
他
は
な
い
。
何
ざ
な
れ
ば

　
式
の
規
定
に
見
え
た
る
琵
屋
は
「
小
野
」
「
栗
栖
野
」
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
で
あ
る
が
、
鎭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
更
遺
跡
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
栗
栖
野
」
琵
屋
ご

圓四四

野
郷
内
に
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
居
り
、

野
郷
に
含
ま
れ
る
べ
き
資
料
も
亦
船
上
ら
な
い
。
故
に
兎

に
角
共
に
栗
栖
野
立
屋
遺
跡
ビ
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
西
賀
茂
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
未
だ
充
分
の
調
査
を
経
て

す
る
も
、
文
献
上

か
ら
見
て
幡
枝
が

小
野
郷
に
入
る
べ

き
謹
擦
は
一
も
見

え
す
反
っ
て
栗
栖

　
　
西
賀
茂
が
小
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み
な
い
が
、
い
つ
れ
機
を
得
次
第
こ
れ
を
行
ふ
つ
も
り
で

あ
る
〇

　
二
、
九
月
五
日
午
後
少
暇
を
利
用
し
て
編
枝
B
の
小
川

中
を
獲
掘
し
た
の
に
偶
然
に
も
第
四
圖
に
示
す
如
き
丈
孚

琵
を
得
た
。
こ
れ
は
圖
版
第
二
厨
六
に
暴
げ
た
も
の
ε
同

文
で
あ
る
が
房
子
の
中
央
の
も
の
～
代
り
に
「
栗
」
の
宇
を

入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
へ
「
六
」
は
上
か
ら
趣
へ
ら
れ
た
結

果
交
字
を
失
っ
た
の
で
あ
ら
う
っ
）
「
栗
」
宇
に
つ
い
て
は
文

献
の
項
の
絡
り
に
説
明
し
淀
如
く
栗
栖
野
の
賂
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
に
依
っ
て
こ
の
琵
窯
舐
が
栗
栖
野
駕
屋
の
遣
跡

な
る
こ
ご
を
實
物
の
上
か
ら
も
断
定
を
下
し
得
る
も
の
で

あ
る
。
斯
く
の
如
ぐ
遺
跡
・
遣
物
・
丈
獄
の
三
者
の
間
に
全

く
一
致
瓢
を
見
出
し
得
た
こ
ご
は
、
か
、
る
琵
窯
祉
の
考

古
學
的
研
究
に
於
い
て
は
頗
る
與
味
深
い
も
の
が
あ
る
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
・
九
・
九
稿
）

（　lll　）

山
城
幡
枝
獲
兄
の
瓦
窯
疵
　
（
木
村
）

餓
一
十
∴
九
巷
　
　
麓
諜
四
號
　
　
　
山
ハ
一
三


