
聖
断
麗
の
墓
捌
に
就
い
て
　
（
梅
原
）

第
二
十
凶
巻
　
第
r
一
難
　
　
晶
二
〇

高
句
麗
の
墓
制
に
就
い
て

梅

原

末

治

嗣

　
朝
鮮
藤
島
の
北
部
か
ら
満
洲
の
一
部
に
亙
っ
て
國
を
な
し
九
高
旬
麗
の
遣
跡
の
う
ち
で
、
現
在
最
も
著
し
い
の
は
古
墳
で
あ
る
。
中
で

も
其
の
中
代
の
都
で
あ
っ
た
鴨
線
涯
の
中
流
の
通
溝
興
野
、
．
今
の
満
洲
國
通
化
雀
豊
猟
に
は
無
慮
萬
を
以
て
撒
へ
る
墳
璽
が
存
し
て
、
そ

れ
が
岡
闘
勢
力
の
南
下
後
の
都
と
な
っ
た
李
壌
附
近
の
滝
跡
と
共
に
世
の
涯
意
を
惹
い
て
み
る
。
是
等
の
古
墳
の
藥
術
調
査
は
今
世
紀
に

入
っ
て
鳥
厨
ザ
シ
瀞
、
バ
ン
ヌ
爾
檸
士
が
仁
安
の
参
照
に
於
い
て
其
の
端
緒
を
麗
き
、
更
に
關
野
博
士
の
熱
心
な
探
査
に
依
っ
て
両
者
の
姓

質
が
頗
る
明
瞭
と
な
っ
た
り
蔀
ち
博
士
の
年
を
重
ね
て
の
調
査
の
結
果
、
早
く
大
正
の
繭
牟
代
に
於
い
て
、
李
壌
附
近
の
古
墳
に
薬
麗
な

壁
識
を
描
い
た
も
の
、
存
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、
罰
襟
の
も
の
が
輯
安
に
も
あ
り
、
ま
た
別
に
後
考
に
多
い
石
塚
の
特
殊
な
構
造
な
ど
も

確
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
九
。
併
し
是
等
の
調
査
の
遙
行
と
共
に
海
句
麗
の
古
墳
は
懸
じ
て
早
く
盗
掘
に
あ
ひ
、
其
の
副
葬
品
を
失
ふ
て
る

る
事
。
か
知
ら
れ
た
黙
は
、
輯
安
地
方
の
治
安
が
よ
く
な
く
な
っ
た
…
關
係
な
ど
と
相
倹
っ
て
、
爾
…
後
嘉
島
に
於
け
る
古
墳
調
査
が
主
と
し
て

北
方
番
線
浪
郡
時
代
の
逡
蹟
と
南
方
古
新
二
代
の
そ
れ
と
に
偏
す
る
の
傾
向
を
と
り
、
如
上
の
調
査
の
懲
ら
中
齢
す
る
結
果
を
和
し
た
。
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こ
れ
は
墨
衛
的
見
地
か
ら
競
憾
な
こ
と
で
あ
、
つ
た
。

　
満
洲
圃
の
成
立
は
右
の
高
句
麗
逡
跡
調
査
の
再
開
に
大
き
な
機
縁
を
與
へ
た
も
の
と
云
ふ
事
が
畠
攣
る
。
通
溝
方
両
の
治
安
が
改
善
せ
、

ら
れ
る
の
を
待
っ
て
、
昭
和
十
年
灘
詞
地
を
訪
れ
た
安
東
雀
親
鍵
の
俳
藤
伊
八
氏
は
、
新
し
い
壁
叢
墳
の
一
見
を
憾
へ
、
引
い
て
a
満
文

化
報
賞
の
手
で
、
そ
れ
の
調
査
等
が
行
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
以
來
、
年
々
興
味
あ
る
新
事
鍵
が
現
は
れ
た
。
恰
も
こ
れ
に
相
銀
す
る
が

如
く
、
．
鎖
壌
附
近
に
於
け
る
高
句
麗
，
百
蹟
の
爽
掘
調
査
課
朝
鮮
古
轍
研
究
會
の
事
業
と
し
て
、
昭
和
十
一
年
度
か
ら
再
築
せ
ら
れ
江
の
で
、

こ
峯
に
爾
者
冠
鳩
っ
て
同
國
文
物
の
研
究
が
新
し
い
時
期
を
劇
そ
う
と
し
て
み
る
。
饗
し
て
是
等
の
調
査
の
業
績
は
、
挙
壌
附
近
の
も
の
は

研
究
會
の
年
度
報
告
に
甫
嶺
せ
ら
れ
、
輯
安
の
殻
跡
ま
た
最
近
に
當
初
の
調
査
の
綜
括
的
記
蓮
が
池
内
（
宏
）
博
士
の
手
で
『
通
観
』
（
上
巻
）

な
る
互
冊
の
公
刊
を
見
て
、
大
い
に
世
の
注
意
を
高
め
つ
・
あ
る
。
筆
者
は
故
事
碕
博
士
並
に
池
内
博
士
の
朧
尾
に
附
し
て
、
是
等
の
調

査
に
關
興
す
る
幸
を
持
ち
、
其
の
墓
制
に
就
い
て
特
殊
の
興
味
を
麗
え
九
の
、
で
あ
っ
た
。
其
の
調
査
事
項
の
詳
細
に
就
い
て
は
別
に
報
告

す
る
豫
定
で
あ
る
が
、
爾
後
隅
地
方
の
調
査
に
從
事
せ
ら
れ
た
藤
田
・
小
場
等
の
諸
氏
か
ら
種
々
の
新
事
費
を
蹄
く
に
つ
け
て
、
別
に
懐

い
て
み
る
私
見
を
か
れ
こ
れ
と
補
足
す
る
も
の
が
あ
る
の
を
壁
ゆ
る
の
で
、
興
ヘ
ボ
ら
れ
古
言
の
機
愈
に
於
い
て
、
か
様
に
し
て
考
へ
及
ん

だ
鰍
岬
を
蓮
べ
る
こ
と
に
し
た
い
．
」

謡
　
艶
の
…
丈
は
去
る
十
一
麺
廿
…
謎
に
開
か
れ
穴
東
洋
史
談
話
會
の
大
子
の
席
上
で
試
み
た
講
演
の
要
旨
を
十
握
つ
ダ
つ
た
も
の
で
め
ろ
。
右
の
講
演
ぱ

　
準
備
が
不
充
分
で
あ
っ
野
上
に
、
隠
醐
も
限
ら
れ
て
み
て
、
極
め
て
不
徹
底
な
も
の
で
め
つ
六
。
奉
文
で
そ
の
不
備
為
幾
分
か
で
も
補
ふ
こ
と
た
得
れ
ば

　
幸
で
あ
る
。

絶
句
麗
の
纂
鋼
に
就
い
て
　
漕
梅
原
）

鎮
ニ
や
簸
磐
　
第
｝
號

二

（　121　）



霊
網
田
麗
の
塞
髄
に
就
い
て
　
（
梅
療
）

第
二
十
鴻
、
巻
　
第
…
號
　
　
一
二
二

＝

　
通
溝
李
野
に
累
々
と
し
て
相
蓮
な
る
高
句
麗
の
古
墳
の
串
で
、
規
模
の
大
き
い
黙
か
ら
属
に
つ
く
も
の
は
、
其
の
略
中
・
央
に
位
す
る
五

器
墳
で
あ
る
が
、
構
造
上
特
殊
な
外
形
を
示
す
も
の
と
し
て
は
何
人
も
指
を
土
口
子
に
近
い
殿
軍
塚
な
る
石
塚
に
屈
す
る
で
あ
ら
う
。
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

，
墳
は
有
名
な
蕪
蒸
藩
王
碑
と
共
に
最
も
早
く
世
人
の
注
意
に
上
っ
た
も
の
で
、
そ
の
存
在
は
既
に
清
朝
初
期
の
記
録
に
も
兇
え
て
居
り
、

爾
後
洞
地
の
遽
跡
を
論
く
者
ま
九
一
様
に
禦
示
す
る
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
切
石
を
以
て
盤
ん
だ
壇
戎
の
墳
形
が
、
珍
ら
し
く
蕉
態
を
存
し

て
、
一
驚
ユ
一
　
ー
ク
な
外
容
を
呈
し
て
み
る
が
彌
に
外
な
ら
ぬ
。
筆
者
も
亦
右
の
黙
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
．
新
た
に
検
照
せ
ら
れ
た
壁
叢

古
墳
の
實
測
作
業
の
傍
、
こ
れ
が
調
査
に
從
毒
し
た
わ
け
で
あ
る
。
麗
が
池
内
博
士
の
指
導
の
下
に
水
野
・
三
上
爾
需
等
と
共
に
行
ふ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

欝
灘
の
作
業
串
、
其
の
、
卜
形
を
続
っ
て
周
園
に
よ
0
縫
い
墓
域
を
麗
し
た
設
騰
の
あ
る
こ
と
に
氣
附
い
て
、
そ
れ
が
復
原
し
得
た
本
來
の

境
の
形
と
叢
に
、
い
よ
ノ
、
岡
墳
に
鋤
す
る
吾
々
，
の
關
心
を
深
め
る
事
に
な
っ
た
。
筆
者
は
ま
た
碗
後
綱
度
の
輯
安
行
に
於
い
て
、
岡
地

に
多
い
他
の
石
蚤
に
も
調
査
を
及
漏
し
て
、
崩
寓
し
た
ル
、
れ
等
の
原
彰
に
彼
と
合
致
し
た
黙
の
多
い
こ
と
や
、
左
墨
黒
・
予
秋
期
等
の
大

告
な
積
石
塚
に
於
い
て
、
駿
昆
外
に
岡
じ
く
祁
捌
た
設
備
の
存
在
を
推
す
こ
と
が
猷
來
、
高
旬
麗
墓
制
の
雲
際
に
慰
す
る
総
見
を
加
へ
得

た
の
を
怨
ん
だ
。
是
等
の
結
果
の
大
男
は
麟
に
池
内
博
士
の
『
通
溝
』
ヒ
霧
に
黒
め
ら
れ
て
あ
る
の
で
、
今
ま
「
て
で
繰
返
す
の
要
は
な
い

が
、
お
の
將
軍
勢
の
調
査
か
ら
確
め
ら
れ
た
外
形
な
り
墓
域
に
就
い
て
は
、
最
近
更
に
明
に
な
っ
て
來
た
土
蕨
の
悪
者
に
も
同
権
な
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
様
な
の
で
、
兎
づ
、
そ
の
黙
を
取
∵
り
上
げ
て
改
め
て
高
句
麗
古
墳
の
性
質
を
考
へ
て
見
た
く
思
ふ
。

（　｝，1）・“）　）



高
州
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の
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に
就
い
て
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膜
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高
勾
麗
の
無
難
に
就
い
て
　
（
梅
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
四
巷
　
第
…
競
　
　
一
二
四

　
さ
て
筆
者
が
將
軍
塚
を
調
査
し
て
復
原
し
得
た
外
形
は
、
第
　
岡
に
韓
慰
し
た
『
通
溝
』
上
巻
の
第
一
賜
翻
の
示
す
惹
く
、
其
の
上
邊
で
は

七
壇
築
成
の
頂
部
に
極
め
て
低
い
蔵
頭
方
錐
形
を
作
り
加
へ
て
居
る
こ
と
・
、
上
壇
の
周
縁
の
石
材
に
、
も
と
柵
を
緯
ら
し
弛
柱
孔
と
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

む
べ
き
正
し
い
穿
孔
到
の
存
在
と
を
特
に
羅
ぐ
驚
き
で
あ
り
、
ま
☆
下
邊
で
は
基
壇
の
四
方
に
立
て
か
け
た
大
石
の
外
に
、
右
壇
の
基
礎

を
な
す
石
材
の
下
に
今
ま
一
重
の
板
款
の
石
材
を
以
て
し
た
基
礎
工
事
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
内
部
構
造
の
電
離
た
る
石
室
は

下
か
ら
第
三
壇
浸
の
上
面
を
墓
底
と
し
て
、
右
の
二
形
の
串
央
に
螢
ま
れ
て
、
墳
全
艦
が
丁
度
石
室
を
中
に
し
池
一
の
建
築
と
見
る
に
ふ

さ
は
し
い
外
概
を
呈
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
新
た
に
泣
饗
し
九
墳
を
続
る
地
墨
の
歌
景
に
就
い
て
は
、
前
後
左
右
を
漣
じ
て
百
像
尺
の
闘
に
礫
石
（
河
石
）
が
一
海
に
敷
き
詰
め

ら
れ
て
み
る
こ
と
を
先
づ
記
す
可
く
、
ま
た
墳
の
背
面
で
は
、
右
の
河
石
敷
の
略
ぽ
蓋
く
る
所
に
一
種
石
嚇
歌
の
食
卓
部
が
叢
熾
し
て
存

し
、
其
の
一
端
に
壌
形
を
と
f
む
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
早
く
知
ら
れ
た
東
北
隅
の
一
石
塚
と
共
に
主
墳
に
封
ず
る
陪
墳
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

引
い
て
ま
た
石
取
歌
の
部
分
も
本
來
枳
似
た
も
の
・
崩
癒
し
た
と
も
解
せ
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
こ
と
、
な
ほ
禰
部
の
外
側
に
高
地
に
つ
穿

く
部
分
を
若
干
掘
り
下
げ
て
界
を
剣
し
、
急
報
の
方
の
斜
藏
に
大
石
撒
姻
を
寄
せ
掛
け
て
み
る
こ
と
等
を
著
し
い
鮎
と
す
る
。
邸
ち
是
等

か
ら
も
と
の
兆
域
が
自
ら
推
さ
れ
て
理
る
の
で
あ
る
。
郵
ま
の
所
見
は
既
に
池
内
搏
士
の
『
麺
溝
』
に
特
逸
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
本
年
四
月

岡
地
に
患
掛
け
た
京
城
帝
圃
大
鎌
敏
授
藤
田
亮
策
誰
が
重
ね
て
精
査
し
た
所
に
依
る
と
、
墳
を
続
る
礫
石
敷
の
夏
鳥
縁
に
近
く
、
掴
工
暦

を
蓮
ね
置
い
た
界
石
の
熱
々
と
し
て
遺
存
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
・
に
境
域
の
豊
丸
の
一
端
を
確
め
得
た
と
云
ふ
。
氏
の
蟻
蚕
圓
（
第
二

倒
）
に
依
る
と
、
右
の
外
側
を
整
へ
結
切
石
刻
は
墳
側
を
去
る
約
三
十
米
の
線
に
ユ
、
れ
と
並
行
し
て
存
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
（
な
ほ
『
通

（エ2紛



溝
』
に
阻
め
ら
れ
た
筆
者
の
略
騰
に
於
け
る
東
北
隅
陪
塚
の
位
置
が
、
所
謂
陪
塚
群
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
し
た
の
が
誤
り
で
、
實
は
若

干
前
に
審
っ
て
み
る
こ
と
の
氏
の
實
測
に
依
っ
て
確
め
ら
れ
た
こ
と
を
こ
・
に
附
記
し
て
置
く
。
）

醗
，灘灘醗灘

灘
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／
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．
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／
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一
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一
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一
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耗
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イ
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総
懸
瓦
窯
乃
至
機
片
の
態
勢
す
る
こ
と
を
報
じ
て
み
る
の
で
あ
る
。

遺
存
す
る
建
物
の
遺
構
の
一
部
と
粗
磨
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
亮
旬
麗
の
墓
綱
に
就
い
て
　
（
梅
原
）

（君策亮染毛）圃城井隊軍；Ff　圃二第

　
ほ
繋
形
の
逡
存
す
る
右
の
三
軍
壌
に
馨
し
て
、
同
じ
く

准
塚
で
規
模
の
爽
に
大
き
い
大
王
陵
・
千
秋
塚
の
築
造
が

ま
た
籾
似
た
壇
成
で
あ
り
、
周
園
に
も
同
様
な
礫
石
敷
き

の
あ
る
こ
と
既
に
論
か
れ
た
引
く
で
あ
る
。
特
に
大
王
陵

に
あ
っ
て
は
、
鳥
居
博
士
が
早
く
大
鷲
二
年
に
石
敷
き
の

厩
域
を
続
っ
て
土
塑
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
、
ま
た
藤
田

敏
授
は
、
そ
の
高
地
に
つ
“
く
二
面
に
霧
雪
塚
の
そ
れ
に

比
す
べ
き
雁
鹸
歌
の
所
謂
陪
壌
群
肝
の
存
在
を
爆
げ
、
東

南
面
の
や
Σ
離
れ
た
小
高
い
部
分
に
關
係
の
建
築
の
あ
っ

た
と
麗
し
い
跡
の
存
す
る
の
を
見
乱
し
た
と
云
ふ
。
而
し

て
小
楊
恒
吉
君
は
後
者
に
高
伺
麗
時
代
の
特
色
を
持
つ
た

此
の
後
者
は
池
内
先
生
が
兇
患
さ
れ
た
千
秋
塚
兆
域
の
繭
面
に
近
接

第
二
十
四
轡
　
第
　
號

二
五

（エ25）



　
　
　
　
嘉
∵
旬
麗
の
曲
盤
細
測
に
就
い
て
　
　
（
梅
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
・
丁
闘
旗
｝
　
第
一
號
　
　
　
一
二
六

　
か
様
に
繋
げ
て
撚
る
と
憲
壕
の
大
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
形
が
工
臨
を
惹
く
の
み
な
ら
す
、
右
の
様
な
墓
域
を
翻
す
る
諸
構

築
か
あ
っ
池
こ
と
に
な
っ
て
、
い
よ
ノ
、
虞
塚
の
特
色
か
強
め
る
様
に
兄
え
、
詞
地
に
別
に
存
す
る
土
塚
と
の
間
の
蕪
蓬
を
著
し
く
す
る

感
を
輿
へ
る
の
で
あ
る
。
土
墳
は
滋
噸
に
較
べ
て
其
の
外
形
は
躍
簡
で
あ
る
。
併
し
、
最
も
規
模
の
大
き
い
五
塊
七
並
に
”
其
の
附
近
の
墳

襲
に
就
い
て
見
る
に
、
示
す
所
の
形
墜
4
3
塚
と
似
た
載
頭
方
錐
形
を
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
夏
に
本
年
幽
翔
是
等
の
古
墳
の
實
測
調
査

を
行
ふ
た
藤
朗
教
授
等
に
從
ふ
と
、
其
の
細
部
に
前
者
と
の
翻
繊
を
示
す
構
蓮
が
見
携
、
さ
れ
、
墓
域
を
擁
す
る
設
備
の
郊
き
も
淑
存
す
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
極
め
て
興
味
あ
る
事
實
と
思
ふ
。
坦
下
に
罰
数
擾
鮫
に
小
場
氏
が
好
意
を
以
て
提
供
せ
ら
れ
流
資
料
に

墓
い
て
右
の
新
事
實
を
紹
介
し
よ
う
臼
．

武
勲
（
1
）
　
『
離
職
弾
器
天
歌
』
五
、
及
び
『
｛
赫
職
轡
ハ
難
訟
二
ふ
一
九
年
蕉
H
　
の
條
に
直
ゆ
る
鳴
謝
貝
田
出
歯
…
由
Ψ
忠
一
の
壁
劉
啓
蚊
に
照
｛
記
ハ
㎝
，
青
蕊
鳳
丁
難
齢
第
二
十
九
號
の
稀
騒
烈

　
　
慣
…
千
…
の
轟
又
に
翫
紙
ろ
）
糖
纈
摩
／
照
¢

　
（
3
）
　
な
ほ
壇
上
に
常
時
の
古
筑
几
の
少
な
か
ら
ず
遣
存
す
る
こ
と
も
暴
ぐ
可
く
、
そ
れ
に
就
い
て
既
に
問
題
が
提
起
さ
れ
て
み
る
が
、
今
1
1
記
蓮
の
篇

　
　
潔
な
期
し
て
、
し
ば
ら
く
鰯
れ
な
い
で
置
く
。

　
（
3
）
　
雌
の
蔀
分
の
｛
買
幽
除
の
轡
虫
ほ
、
特
に
池
内
先
盈
の
教
示
に
翼
箕
ふ
・
も
の
で
あ
る
。
筆
者
匿
實
嫉
幹
岡
初
此
の
石
脚
継
歌
の
・
も
の
奄
以
て
、
不
想
識
縁
に
．
も
W
醐

　
　
地
に
つ
ダ
く
蔀
分
へ
の
界
た
劉
す
る
設
備
で
な
い
か
と
思
ふ
六
の
で
あ
っ
れ
。
併
し
池
内
先
疏
に
依
っ
て
そ
の
…
端
に
明
に
壇
成
の
壌
の
存
慮
か
確

　
　
め
ら
れ
六
以
土
、
右
の
推
測
ほ
誠
1
1
で
、
夏
に
外
測
に
あ
る
堀
銅
を
以
て
界
か
調
す
ろ
設
備
と
す
ろ
の
が
穏
當
で
あ
ら
う
。

〈　IL）6　）

　
　
　
　
　
　
　
三

此
の
熱
で
先
づ
摩
ぐ
可
肇
は
是
等
の
土
墳
に
あ
っ
て
も
、
墳
蕪
の
周
園
に
礫
眉
敷
き
の
所
謂
墓
域
の
瞬
鋼
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
尤



も
五
壌
の
讐
で
鴇
騨
悉
く
畑
地
と
な
っ
て
み
る
の
で
、
漿
馨
の
場
合
の
豪
農
蚤
、
の
監
護
亙
り
得
な
い
が
、
霊

の
馨
維
っ
て
讐
が
醤
糞
の
み
な
ら
す
、
藤
男
は
五
爵
中
の
癸
墳
（
池
内
醇
ま
の
第
二
號
簑
）
に
於
い
て
、
其
の
羨
野
臥
玄

　　ドノら，，／／ _童
『’

@　　 ＼粛

　　　　＼　　　じwー一…ﾖ＼　　、
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点
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i
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ザ
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、
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ノ
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濃
を
隔
て
＃
南
燕
、

に
東
の
幽
端
罵
、

墓
擾
と
並
行
し
た

切
石
到
の
黙
々
と

畑
ゆ
に
獲
存
す
る

の
を
槍
撫
し
、
そ

の
内
側
に
礫
石
の

特
に
著
し
い
こ
と

を
誌
め
瓢
と
あ
、

る
、
。
此
の
切
石
列

の
…
構
造
は
將
軍
塚

（三27）

で
詞
君
の
見
尊
し
弛
も
の
と
観
様
で
あ
る
と
云
ふ
か
ら
、
墓
域
の
限
界
を
宣
し
六
設
備
と
し
て
誤
り
は
な
か
ら
う
。
孫
綴
な
設
備
は
賜
野

塘
の
遜
墳
総
の
所
轍
塚
（
魏
騨
㌶
撚
號
）
に
も
導
す
る
．
．

　
　
　
　
嘉
硝
麗
の
慕
捌
に
就
い
て
尊
霊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
＋
購
釜
笙
號
　
三
七



　
　
　
　
高
州
薩
の
墓
雑
に
就
い
て
　
（
梅
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
賜
巻
　
第
∴
號
　
　
　
＝
一
八

　
是
等
の
填
で
は
頻
接
し
て
楼
ま
れ
た
衡
方
の
三
重
の
南
側
に
於
い
て
、
墳
、
丘
の
裾
か
ら
約
十
五
米
を
距
て
・
、
そ
れ
に
叢
行
し
て
東
西

に
走
る
三
薪
を
通
じ
允
と
思
は
れ
る
切
石
列
が
あ
り
、
西
端
が
折
れ
て
ほ
f
岡
一
の
間
隔
を
以
て
北
に
向
ふ
た
形
蓮
が
推
さ
れ
る
こ
と
藤

田
需
の
實
測
岡
（
簗
二
画
）
に
見
え
て
み
る
。
　
こ
れ
は
墳
自
薩
が
互
に
緊
密
な
蘭
係
に
あ
る
と
共
に
、
通
じ
て
の
墓
域
を
劃
し
た
設
備
た
る

こ
と
を
有
力
に
物
語
る
も
の
と
し
よ
う
。

　
昨
年
初
夏
黒
田
源
吹
博
津
が
獲
篤
し
て
、
其
の
石
室
に
薬
麗
な
壁
叢
を
描
か
れ
て
み
る
の
を
見
雌
さ
れ
た
、
五
塊
書
中
の
東
端
の
第
十

七
號
響
呼
ば
れ
至
毒
（
鞘
継
の
）
も
墾
小
場
難
儀
掻
る
と
、
奈
の
黎
そ
の
保
案
青
煮
瀟
翼
設
備
の
存

す
間
る
㍗
｝
と
．
か
注
無
心
せ
ら
れ
の
μ
と
あ
る
ソ
邸
ち
石
室
の
鉱
剛
寵
欄
に
水
抜
湘
購
を
穿
つ
た
際
に
［
、
　
室
の
ワ
戸
窺
を
去
る
轟
轟
十
五
尺
の
ワ
慮
～
か
・
｝
り
は
じ
ま
っ

て
、
約
九
＋
五
尺
の
幡
を
持
つ
た
礫
石
層
が
地
表
下
底
く
に
埋
没
し
て
み
る
こ
と
が
見
滋
さ
れ
た
の
で
あ
っ
弛
。
こ
れ
は
躍
に
一
部
分
の

所
見
に
遇
ぎ
な
い
が
、
ま
た
他
例
と
併
せ
て
兆
域
の
設
備
と
す
る
に
．
誹
さ
は
し
い
。
な
ほ
此
の
壇
で
は
そ
の
石
室
正
面
の
延
長
線
が
西
醐

の
部
落
に
當
っ
て
、
而
も
村
の
幽
1
3
後
の
や
・
小
高
い
部
分
に
魑
し
い
高
句
麗
代
の
瓦
七
二
の
散
嚢
す
る
こ
と
が
穿
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
塚

と
は
可
な
の
隔
っ
て
は
み
る
が
、
上
記
大
王
陵
の
場
合
と
相
似
九
も
の
と
見
ら
れ
る
。
然
ら
ば
新
た
に
同
部
に
あ
る
礎
海
を
伴
ふ
た
二
個

の
石
柱
歌
の
立
石
は
、
恰
も
冶
の
古
墳
の
墓
道
正
弼
の
石
標
と
す
る
に
・
勘
さ
は
し
く
な
っ
て
凝
る
。
同
省
は
現
在
で
は
崩
翻
し
て
み
お
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

本
來
頗
る
大
規
模
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
黙
が
、
室
の
飛
麗
な
事
な
ど
と
併
せ
て
其
の
費
ら
し
さ
を
強
め
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
新
し
い

諸
知
見
か
ら
す
る
と
、
土
墳
、
の
場
合
に
あ
「
つ
て
も
、
規
模
の
大
き
い
も
の
に
は
周
園
に
種
々
の
設
備
が
存
し
た
と
見
る
混
く
、
そ
の
鮎
で

石
塚
と
蓮
っ
て
み
な
か
っ
た
こ
と
に
な
み
。

（128）



墓
域
に
捜
す
る
如
上
の
設
構
に
つ
い
で
、
墳
の
構
造
上
更
に
注
意
せ
ら
れ
る
一
つ
の
錨
は
、
右
に
記
し
た
翫
謂
四
塚
中
二
一
匿
域
内
に
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存
す
　
る
三
者
に
於
け
る
頂
部
の
示
す
事
賓
と
す
る
。
是
等
は
弛
れ
も
李
に
な
っ
た
載
頭
部

　
箪
七
罷
瑛

継
v
タ
∴
／
／

《
、
◎
一
揃

．
嘱
脈
▽
、

是
等
土
製
の
内
部
の
構
造
主
騰
は
、
今
臼
な
ほ
充
分
究
め
ら
れ
て
み
な
い

　
　
　
常
州
麗
の
慕
剃
に
就
い
て
　
（
梅
原
）

　
　
の
中
央
に
大
石
が
置
か
れ
て
み
る
の
み
な
ら
す
、
そ
れ
を
二
っ
て
圭
部
の
縁
蓬
に
窟
材
を

第四
　
並
べ
て
方
形
の
架
構
を
施
し
た
名
残
を
も
と
ゴ
め
て
み
る
。
而
し
て
其
の
一
の
中
央
石
の

瓢
燃
纏
纏
錦
鯉
転
幡
羅
縮
蝶
隷

珊
さ
て
藝
に
そ
れ
を
讐
方
形
の
叢
り
の
眉
並
び
・
鶴
す
・
際
翼
は
吉
謬

鱒
　
た
將
軍
塚
の
復
原
頂
部
と
全
然
軌
を
一
に
す
る
こ
山
偏
に
想
到
し
て
三
三
興
味
を
張
め
る
の

嘘
で
豊
藩
震
も
糞
垂
號
墳
の
頂
部
纂
掘
の
璽
部
が
凹
み
な
ど

綴
　
し
て
形
を
損
じ
て
み
る
が
、
ま
た
仔
細
に
見
る
と
、
李
に
な
っ
た
頂
部
に
礫
石
が
影
し
く

礫撒
　
存
し
、
其
の
歌
恰
も
我
が
古
墳
の
表
颪
に
於
け
る
葺
石
に
近
い
駄
景
を
呈
す
る
。
而
し
て

灘
覆
で
は
ざ
れ
が
憲
の
讐
添
ふ
蓋
欝
な
馨
歌
詠
察
し
て
み
る
慮
か
要

川鰭
　
る
と
、
こ
れ
も
本
來
の
設
備
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
翻
家
建
原
形
が
考
へ
ら
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
併
し
昭
篇
十
年
の
晩
秋
に
嚢
掘
せ
ら
れ
た
五
塊
墳
中
の
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
四
巻
　
纂
一
號
　
　
一
二
九

（129）



　
　
　
　
　
高
角
麗
の
墓
湖
に
就
い
て
　
（
梅
膝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
第
二
十
四
巷
鎮
一
號
　
　
｝
三
〇

四
焼
霜
に
近
接
し
た
四
紳
蕨
や
、
昨
年
詞
じ
く
調
査
を
緯
＃
第
五
號
墳
（
策
十
七
號
墳
）
の
透
す
と
こ
ろ
は
、
共
に
切
石
を
以
て
鍵
ん
だ
挺

麗
な
横
穴
式
石
室
で
あ
っ
て
、
そ
の
鮎
が
ま
た
懸
軍
塚
や
大
話
陵
等
の
既
記
大
形
の
石
塚
の
主
事
に
癬
似
て
み
る
。
尤
も
仔
細
に
見
る
と

爾
古
墳
石
室
の
立
面
上
の
位
置
は
石
盤
の
場
合
と
違
っ
て
、
封
土
の
下
之
を
基
底
と
し
て
房
る
の
を
は
じ
め
、
天
帝
の
架
構
に
於
い
て
所

講
三
角
持
迭
な
る
進
ん
だ
按
巧
を
用
ひ
、
ま
た
而
に
壁
叢
を
織
く
な
ど
の
蕪
異
を
存
し
て
、
囁
そ
れ
等
で
は
辮
壌
附
麺
に
於
け
る
最
次
の
古

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

墳
九
る
江
藪
三
墓
里
の
妾
、
れ
に
合
致
し
、
ま
た
社
叢
の
有
無
を
除
く
と
江
東
郡
に
あ
る
漢
王
墓
に
も
近
い
。

　
以
上
五
塊
墳
を
主
と
す
る
大
形
の
土
塚
に
間
す
る
新
知
見
に
簸
る
と
、
其
の
實
際
は
一
葉
郊
何
に
も
特
色
の
あ
る
様
に
思
は
れ
る
大
形

の
石
塚
と
、
ま
弛
種
々
の
霜
で
報
近
い
こ
と
が
雷
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
改
め
て
占
者
の
差
異
を
撒
へ
る
と
な
る
と
」
な
ほ
石
塚

に
存
す
る
四
邊
に
寄
せ
掛
け
た
大
石
の
土
塚
に
見
當
ら
ぬ
事
や
、
毎
外
形
の
壇
成
が
石
壌
に
眼
ら
れ
弛
鮎
な
ど
が
避
け
ら
れ
る
。
前
者
は
確

か
に
五
塊
墳
群
に
於
い
て
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
石
塚
を
特
色
づ
け
る
一
つ
の
鮎
と
見
ら
れ
る
が
、
他
方
で
昨
年
黒
田
源
次
博
士
の
調
査

せ
ら
塾
墳
二
言
の
あ
・
爽
灘
聯
盤
墨
堤
あ
影
の
鍵
に
馨
籍
が
存
茎
委
恥
必
す
し
も
石

塚
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
後
考
の
諾
成
に
至
っ
て
は
遽
に
こ
れ
を
土
豪
に
求
め
得
な
い
様
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
と
て
も
離
っ
て
考

へ
る
と
、
土
で
な
く
、
礫
石
の
襟
な
材
料
を
以
て
、
茶
頭
方
錐
形
の
檬
な
特
定
な
形
を
、
而
も
大
規
模
に
築
き
上
げ
る
と
な
る
と
、
か
う
云

ふ
壇
築
法
を
用
ふ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
所
期
の
形
を
つ
く
る
こ
と
が
国
際
上
置
難
で
あ
る
の
を
聯
ふ
と
、
や
は
り
根
本
的
な
違
ひ
と
な
し
、

難
く
見
え
る
、
筆
考
は
嘗
て
讃
岐
高
松
布
外
窮
清
尾
由
上
．
に
あ
る
積
石
醸
群
か
調
査
し
九
際
、
そ
れ
に
欝
欝
た
壇
築
を
以
て
し
て
み
る
の

　
　
　
⑥

を
知
つ
池
。
醐
所
で
は
土
を
得
難
く
劉
石
を
以
て
我
が
國
特
有
な
前
方
後
野
蒜
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
欝
造
者

（15’O）



は
ま
つ
所
期
の
形
の
低
い
石
壌
を
設
け
て
う
ち
に
割
石
な
詰
め
、
漸
次
そ
れ
を
繰
返
し
て
右
の
鱗
形
を
作
り
上
げ
弛
の
で
あ
っ
た
．
特
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

塚
以
下
の
眉
塚
に
見
る
壇
成
は
ま
さ
に
岡
一
技
術
の
よ
り
進
ん
だ
も
の
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
．
、
か
く
考
へ
る
と
右
の
難
異
は
築
成
の

材
料
に
依
っ
て
自
ら
生
じ
た
も
の
エ
獲
展
形
態
と
な
る
、
、
こ
誕
で
石
塚
の
三
豊
に
呈
せ
か
け
た
大
石
も
亦
現
實
に
は
奨
、
の
崩
壌
を
防
ぐ
役

割
を
し
た
も
の
と
し
て
、
大
形
、
石
塚
に
存
す
る
こ
と
の
…
而
の
説
明
が
つ
く
檬
で
も
あ
る
。

設
（
1
）
　
曲
の
れ
柱
が
古
墳
の
蕉
顧
に
設
げ
ら
れ
六
石
標
の
類
で
あ
み
と
な
ろ
と
、
問
短
と
な
っ
て
み
る
廣
開
土
塁
碑
が
瓢
苦
難
と
大
王
陵
と
の
執
れ
に
腸

　
　
　
す
・
る
か
に
起
し
．
矢
・
も
新
～
｝
い
㎜
邦
唆
か
鼎
、
へ
ろ
、
、
シ
｝
に
㌫
怯
ら
・
・
り
Q
併
し
右
に
笑
い
ば
、
ば
占
俵
ほ
疑
た
醤
「
む
餓
地
が
」
の
る
の
で
、
渉
、
れ
に
欄
胸
れ
（
怯
い
鴫
＼
置
2
＼
o

　
（
2
）
　
『
風
早
鮮
古
蹟
圓
灘
…
』
第
　
の
旧
版
棺
汐
竃
漁
○
病
γ
照
Q
（
怯
ほ
猟
口
じ
翻
M
版
に
耀
暇
軍
加
撤
後
山
沖
方
の
十
一
塚
L
乱
に
も
N
凹
一
の
獅
ハ
液
一
の
あ
る
こ
と
ん
、
…
圃
示
し
・
芙
あ
る
○

　
（
3
）
　
『
懲
…
鮮
古
蹟
…
圃
漁
咀
隔
第
二
及
び
陰
野
備
酵
ま
「
挙
慨
ハ
附
氾
に
於
け
る
曲
淵
向
醸
鵡
悪
町
代
の
費
目
藁
田
」
（
『
建
築
課
脳
鷲
融
』
第
｛
∴
百
二
一
十
六
號
）
棄
／
照
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

　
（
4
）
　
n
下
上
。
後
澹
の
丈
に
依
る
と
、
こ
の
古
宝
舟
”
…
青
鷺
に
二
段
石
築
の
孟
が
形
壁
貫
な
有
す
る
志
八
墳
で
あ
》
つ
て
、
更
に
面
的
に
石
な
並
べ
た
品
励
庭
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
　
　
歎
ふ
。

　
（
5
）
　
昭
瀦
…
十
三
鉱
－
秋
浦
洲
國
宝
鳳
博
物
館
か
ら
’
織
縞
∬
ゼ
・
り
れ
れ
貨
畷
総
帥
麗
壁
欝
蹴
及
漁
磁
ロ
賄
論
棚
葉
漁
島
の
解
鮒
眺
及
藤
田
…
教
授
の
膚
ハ
兄
談
に
曲
基
く
。
凸
溺
潜
…
に
は
「
外
見

　
　
　
上
最
勇
典
型
酌
ナ
土
窯
デ
高
サ
約
皿
米
、
庶
、
筏
約
コ
∴
来
、
周
團
エ
七
個
ノ
大
石
が
排
列
サ
ソ
テ
ヰ
〃
し
と
あ
ろ
。

　
（
5
）
　
梅
療
『
讃
険
石
滴
懲
由
石
噛
鳳
の
研
究
』
（
曲
尽
都
帝
｝
國
大
難
考
古
學
愚
劣
加
報
出
n
第
十
一
…
鱗
）
蜘
砂
曝
…
◎

四

　
韓
安
に
於
け
る
古
墓
中
規
模
の
大
き
い
眉
塚
と
土
塚
と
が
、
一
見
甚
だ
蓮
つ
た
景
観
を
召
し
乍
ら
、
横
笛
大
差
な
い
こ
と
上
に
述
べ
た

襟
で
あ
る
ど
な
る
と
、
講
者
に
通
じ
た
性
質
は
漁
ら
高
句
麗
の
墓
欄
を
表
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。
麗
が
是
等
が
無
慮
甚
を
以
て
撒
へ
る
嗣

　
　
　
　
　
高
句
麗
の
墓
麟
に
就
い
て
　
（
梅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
ナ
閥
巻
・
第
一
魏
・
　
一
三
…



　
　
　
　
　
高
額
騰
㊨
墓
湖
に
就
い
て
（
梅
頁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箋
干
四
巻
、
嬢
．
一
號
　
　
一
三
二

地
の
墳
璽
の
首
位
を
占
め
る
所
か
ら
、
被
葬
者
が
最
も
勢
力
の
あ
っ
丸
入
興
v
言
葉
を
換
へ
れ
ば
其
の
圃
の
主
窓
掛
で
あ
る
べ
き
ご
と
が

ま
た
認
め
ら
れ
て
來
る
。
礎
っ
て
其
等
の
愛
す
所
を
以
て
常
代
の
王
陵
の
翻
と
す
る
想
定
も
成
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
、

　
高
句
麗
主
樺
考
の
纂
の
基
本
形
が
右
に
畢
け
た
美
く
、
黒
頭
方
錐
駄
の
形
を
と
り
、
内
に
切
滋
を
以
て
黒
ん
だ
横
穴
式
石
室
が
あ
り
、

ま
た
墳
丘
の
業
曝
に
誓
い
墓
域
を
劃
し
、
時
に
続
ら
す
に
土
継
を
蹴
て
し
弛
も
の
や
、
或
は
鳳
梨
に
廟
等
の
建
築
の
あ
っ
た
と
忠
は
る
、

も
の
乃
至
溢
標
等
の
存
在
を
推
し
得
る
と
な
る
ど
、
そ
れ
は
頗
る
整
美
な
も
の
で
、
催
べ
ら
れ
る
所
の
支
郷
長
代
の
陵
欄
に
外
翼
的
に
類

似
す
る
髪
薪
鳶
慈
さ
砦
の
で
あ
る
一
こ
黛
緩
騨
簗
の
漢
代
繋
算
す
る
脚
あ
比
較
か
灸
講
乞
て
の
醐

似
が
容
易
に
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
す
、
細
部
に
あ
っ
て
も
、
例
へ
ば
上
に
記
し
た
墳
頂
に
於
け
る
低
い
裁
麟
方
錐
歌
の
形
の
如
き
も
、

極
め
て
近
い
形
が
元
帝
の
楽
曲
に
見
嵩
さ
れ
て
興
味
を
惹
く
次
第
で
あ
る
。
慮
が
高
句
麗
の
建
國
が
元
來
溝
民
族
の
文
化
の
エ
キ
ス
パ
ン

シ
ョ
ン
に
負
．
漣
て
、
満
洲
の
一
部
に
あ
っ
た
夫
盤
族
の
興
養
し
江
も
の
で
あ
る
黙
か
ら
す
る
と
、
此
の
種
高
塚
の
螢
造
ま
江
ユ
、
の
影
響
を

受
け
た
と
す
る
の
は
自
然
な
考
へ
・
方
で
、
右
の
。
幽
膏
の
類
似
し
て
み
る
の
は
そ
の
表
は
れ
と
し
て
當
然
な
こ
と
で
あ
る
．
．
乱
し
て
こ
の
事

は
満
國
の
占
署
し
た
地
業
の
先
行
の
時
代
に
か
・
る
高
塚
の
行
は
れ
た
實
蹟
の
な
い
黙
か
ら
も
裏
書
き
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

・
濡
者
は
か
様
に
し
て
規
模
の
大
き
い
右
の
高
匂
麗
墓
劇
を
熾
て
支
聖
駕
代
の
陵
舗
　
　
そ
れ
は
支
那
で
も
な
が
く
後
の
陵
斜
に
基
準
を

輿
へ
え
も
の
と
云
は
れ
る
　
　
に
資
・
勘
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
・
で
改
め
て
注
記
を
要
す
る
の
は
該
墓
翻
が
被
の
ま
・
で
あ
る
と

去
ひ
得
な
い
他
の
圃
を
腰
越
適
す
る
・
三
で
あ
る
．
奨
の
ぢ
縛
職
麗
の
古
聖
に
あ
っ
て
は
初
無
難
溶
を
獄
て
墳
形
を
築
い
た

も
の
が
あ
り
、
引
い
て
、
其
の
上
に
，
仲
兄
極
め
て
特
殊
な
外
容
を
表
は
し
て
み
る
黙
で
あ
る
。
京
城
齋
國
大
藥
の
田
中
受
勲
教
授
は
右
の
代

（1：3L）　）

タ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

表
的
な
將
軍
壌
の
示
す
外
甥
を
以
て
、
こ
れ
こ
そ
支
那
の
陵
に
粗
製
る
も
の
と
勢
い
て
る
ら
れ
る
が
、
現
廠
の
知
見
の
範
園
で
は
支
那
の

古
代
に
か
・
る
蟻
掛
の
陵
の
存
在
を
聞
か
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
上
に
織
れ
た
襟
に
、
酒
を
以
て
載
頭
方
錐
歌
の
轡
形
を
忌
む
に
常
り
、
殆

ん
ど
必
然
的
に
生
じ
九
番
縄
手
上
の
所
飛
と
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
石
塚
の
渕
、
溢
の
下
部
に
立
て
掛
け
ね
大
冶
も
ま
た
支
郷
に
未
だ

存
在
の
知
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
泣
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
昆
等
は
よ
し
や
本
質
的
で
な
い
と
し
て
も
、
戦
時
に
刷
個
な
色
彩
を

輿
へ
て
る
る
も
の
と
し
て
覚
、
の
存
在
の
理
由
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
、

　
さ
て
高
句
麗
の
塚
が
石
を
鎌
て
支
郷
の
山
野
塚
と
翻
形
を
な
し
た
に
就
い
て
は
、
そ
の
地
に
所
用
の
石
材
の
難
富
で
あ
っ
允
黙
に
負
ふ
こ

と
容
易
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
、
瀬
も
融
代
に
か
・
る
響
俗
の
存
在
を
惣
慮
す
る
こ
と
に
依
っ
て
一
層
そ
れ
が
り
ァ
ラ
づ
ズ
諏
。
・
れ
る

筈
で
あ
庭
が
北
方
民
族
の
閥
に
騨
っ
て
嬢
古
く
麺
じ
て
遺
骸
を
華
・
一
し
礫
罫
駕
蹴
て
す
る
獅
・
俗
が
存
し
て
み
る
跳
の
國
の
圃

興
趨
當
初
に
媛
つ
た
恒
仁
に
あ
る
石
塚
は
そ
の
直
接
な
先
客
と
し
て
暫
く
除
外
織
る
と
し
て
も
、
簗
に
先
立
つ
時
代
に
魂
繊
池
遺
跡
が
附

近
に
存
し
ね
こ
と
は
瞬
時
北
道
笹
原
の
明
刀
畿
翫
土
殻
跡
に
醸
す
る
濁
書
か
ら
歩
々
、
・
れ
る
の
で
あ
り
、
翼
々
離
れ
て
み
る
が
蕨
願
老
蹴
則

　
⑤

の
石
塚
群
は
著
名
で
あ
る
，
こ
転
で
夏
に
置
く
離
れ
て
は
み
る
が
四
堂
堂
麗
の
申
部
に
見
醸
さ
れ
る
石
詰
や
馬
ま
江
他
の
墳
丘
を
綾
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

爆
撃
を
劃
す
る
煽
の
石
饒
の
あ
る
壁
跡
乃
至
そ
れ
に
絆
、
認
立
石
の
あ
る
こ
と
な
ど
が
注
意
せ
ら
れ
て
來
る
。
今
“
爾
者
の
中
間
を
結
び
つ

け
る
地
帯
の
調
査
が
な
ほ
充
分
で
な
く
、
類
似
甦
跡
の
未
だ
報
告
せ
ら
れ
九
も
の
が
な
い
の
で
、
彼
な
職
て
閲
よ
り
窩
句
麗
の
そ
れ
に
直

ち
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
、
、
併
し
、
實
際
的
に
は
艶
冶
の
崩
、
壌
を
防
ぐ
に
役
立
つ
弛
か
も
知
れ
ぬ
が
、
彼
の
異
様
な
下
燧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
モ

寄
せ
掛
け
．
た
石
の
如
き
も
、
右
の
石
鰹
乃
棄
立
石
と
結
び
つ
け
て
考
へ
る
事
に
依
っ
て
、
よ
り
ょ
く
そ
の
幕
く
と
こ
ろ
が
解
せ
ら
れ
る
と

　
　
　
　
宮
門
」
旬
麗
の
墓
劒
に
就
い
て
　
（
麟
淵
猿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
σ
二
十
闘
療
｝
　
鰍
剛
　
い
號
　
　

…
餓
鷲
…



　
　
　
　
高
覇
麗
の
墓
湖
に
就
い
て
　
（
梅
畷
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箪
二
十
四
巻
　
第
一
羅
　
　
一
ξ
餌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

思
ふ
。
こ
・
で
昨
年
黒
構
源
次
薄
歯
が
兄
萬
さ
れ
た
一
石
塚
の
近
く
に
あ
る
遠
駈
に
人
物
を
刻
し
て
み
る
こ
と
が
、
ま
た
顧
伯
鳥
距
乃
至

外
蒙
古
に
多
い
立
石
上
の
刻
叢
と
の
醐
撒
を
示
す
も
の
と
し
て
墨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
織
評
議
蓮
の
簡
潔
を
期
す
る
爲
に
主
と
し
て
外
形
に
限
つ
九
が
、
内
部
構
造
に
つ
い
て
も
ま
た
報
猟
た
こ
と
が
需
ひ
得
る
。
墓
室
が
羨

道
冷
熱
・
勘
横
穴
式
で
あ
る
黙
は
支
那
の
簿
墓
の
流
れ
を
承
け
．
此
と
せ
ら
れ
る
が
、
架
構
の
材
の
石
で
あ
る
所
に
外
形
と
共
窪
し
池
も
の
が

あ
、
り
、
翼
に
鋼
に
蔑
等
の
天
井
石
に
大
盤
石
を
用
み
た
の
は
、
南
満
洲
か
ら
朝
鮮
北
李
の
金
石
併
載
期
に
湿
す
る
支
石
壌
（
ド
ル
メ
ン
）
と

の
蓮
系
を
推
さ
し
め
る
も
の
と
し
よ
う
。
嘗
て
旗
恩
命
博
士
は
將
軍
塚
の
背
後
に
あ
る
一
重
糠
の
暴
挙
画
室
の
天
井
瀬
が
支
石
塚
に
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
外
容
を
し
て
み
る
祈
か
ら
、
　
一
殺
の
支
栃
壕
な
獄
て
事
訳
麗
総
代
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
。
全
擁
か
ら
兄
れ
ば
そ
れ
は
常
っ
て
み
な
い

が
、
蒲
も
ま
九
乍
嘱
に
南
者
の
闘
係
の
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
．
口
、

舞
凹
（
1
）
　
蹴
測
野
構
ぼ
士
漕
輪
藷
端
支
郡
の
一
建
築
と
燕
一
．
衛
』
販
口
敗
『
支
那
の
陵
”
蕊
震
搬
ノ
照
。

　
（
ウ
一
）
　
購
中
（
倉
映
子
）
教
授
「
陵
’
磁
概
る
」
（
…
圃
．
霊
説
妬
第
七
號
）
搬
磁
…
．
）

　
（
3
）
　
睡
勉
に
石
塚
の
露
同
す
ろ
こ
と
に
就
い
て
匿
座
配
如
婦
ハ
鰐
行
瀬
日
の
齋
藤
騎
醒
太
似
｝
氏
の
談
話
に
鴬
雪
＼
o

　
？
）
常
確
實
地
為
調
資
し
六
硯
峯
堤
簿
物
鍵
長
小
泉
顯
夫
君
の
談
講
に
娠
ろ
．
．

　
ハ
5
）
　
鳥
居
趨
蕨
簿
士
騨
、
南
瀧
淵
調
壷
報
管
温
導
欝
照
Q

　
（
C
）
　
梅
原
…
、
古
代
北
方
系
文
物
の
研
麓
』
其
他
に
擦
る
Q

　
へ
7
）
　
八
重
籏
…
、
詳
胆
（
5
）
の
二
軸
渠
書
の
解
説
参
昭
榊
。
串
画
ろ
七
銭
∵
て
の
備
鼠
抽
｝
九
㌦
覗
察
し
て
録
つ
（
ム
身
離
申
脚
漁
鋤
漕
韻
の
談
に
臣
、
こ
の
櫛
皿
象
奄
刻
－
し
み
ハ
淑
…
ぱ
ド
、
椰
響
安
縣

　
　
城
の
裏
北
方
の
城
後
と
呼
ぶ
小
丘
に
菅
ま
れ
六
一
淺
長
さ
二
十
米
突
内
外
の
方
形
籏
石
籏
の
南
隅
角
か
ら
吐
下
内
外
離
れ
れ
班
に
立
っ
て
る
て
、
右

　
　
灘
と
の
翻
薄
野
考
へ
し
め
ろ
も
の
が
あ
る
と
云
ひ
、
ま
糞
齎
の
籏
の
内
灘
に
拭
無
文
の
嬉
た
以
て
築
き
、
上
に
漆
喰
な
塗
つ
れ
望
薄
の
…
部
が
騰
存

（11｝の



五

　
輯
安
に
於
け
る
大
形
の
壌
藥
が
大
喜
と
し
て
支
那
の
五
代
墓
制
に
登
り
な
が
ら
、
依
々
其
の
上
に
同
地
の
蘭
代
の
風
習
を
と
潤
め
て
、

そ
こ
に
將
軍
器
に
見
る
魏
き
ご
兄
異
様
に
考
へ
ら
れ
る
墳
形
を
な
し
た
と
す
れ
ば
、
土
壌
と
石
塚
と
の
二
者
の
間
で
は
自
ら
石
塚
の
方
が

ヘ
　
　
へ

よ
り
高
句
麗
的
な
も
の
と
雷
．
勘
こ
と
に
な
っ
て
、
新
た
に
．
南
者
の
年
代
關
係
が
省
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
い
ま
厳
い
見
地
か
ら
、
高
い
支
那
の
露
文
物
の
東
方
特
に
協
議
満
に
波
及
し
た
際
に
於
け
る
そ
れ
の
受
容
の
纒
過
飲
観
る
に
、
通
じ
て

鴬
初
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ん
、
の
地
域
の
色
彩
が
現
は
れ
て
る
る
が
、
時
と
北
ハ
に
影
響
の
著
し
き
を
加
へ
、
段
々
と
右
の
色
彩
を
失
・
識
傾
向

を
示
す
こ
と
が
看
取
せ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
此
の
黙
か
ら
す
る
と
右
の
場
合
ま
た
眉
塚
を
以
て
階
代
の
遡
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
大
序
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
①

し
て
認
め
て
よ
い
で
あ
ら
う
．
こ
の
．
事
は
李
壌
附
近
に
較
べ
て
高
句
麗
の
古
く
糠
つ
た
北
の
地
方
に
石
塚
の
甚
だ
多
い
こ
と
や
、
上
塚
の

石
室
に
六
鯛
後
牟
の
特
色
あ
る
書
志
を
謡
い
九
も
の
・
あ
る
黙
等
に
依
っ
て
葦
然
性
を
加
へ
る
と
思
ふ
。

　
併
し
以
上
は
購
よ
り
大
壷
論
で
あ
”
つ
て
、
石
糠
の
螢
遣
が
盛
ん
な
時
期
に
陪
塚
が
行
は
れ
な
か
つ
江
こ
と
ま
で
を
意
味
せ
な
い
こ
と
雷

ふ
ま
で
も
な
い
。
既
に
述
べ
た
襟
に
將
軍
書
以
下
の
石
器
の
外
形
其
他
の
基
く
と
こ
ろ
が
支
郷
漢
代
の
土
糠
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
土
の
得

易
い
斯
で
は
土
を
以
て
早
く
間
じ
形
を
築
く
こ
と
も
充
分
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
こ
れ
を
問
題
と
す
る
輯
安
地
方
に
於
い

　
　
　
　
斑
的
廃
の
墓
鵜
に
就
¢
て
　
（
梅
猿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
闘
巻
　
策
囲
號
　
　
一
三
冠

す
る
と
璽
こ
焔
で
あ
、
る
。
そ
れ
が
窯
の
「
邦
と
で
れ
ば
現
在
知
ら
れ
る
韓
安
く
於
け
ろ
唯
、
の
壕
墓
と
な
ろ
わ
け
で
あ
る
。
断
書
の
ま
・
を
記
し
て

後
考
た
侯
つ
。

φ

（
8
）
　
『
朝
鮮
吉
臆
蛾
圃
離
…
臨
第

（　1，35　）



　
　
　
　
富
　
徹
二
二
の
集
　
溜
…
に
就
い
て
　
　
（
晦
厚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篇
～
二
十
鰻
｛
誉
　
磁
界
腱
腿
　
　
一
三
六

て
大
形
境
塾
か
ら
儀
の
多
数
の
石
噸
土
塚
の
實
際
に
観
察
を
及
ぼ
す
場
合
、
爾
者
の
織
豊
並
存
が
充
分
考
へ
ら
れ
る
こ
と
既
に
藤
田
敬
授
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
説
き
及
ん
で
み
る
耀
く
で
あ
る
。
一
鰹
該
地
方
の
古
墳
群
の
調
査
は
、
貰
を
云
ふ
と
羅
臼
や
う
や
く
其
の
緒
に
着
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

多
撒
の
露
墳
．
の
内
部
構
造
の
蝋
き
、
從
來
で
は
土
墳
の
眉
室
が
若
干
知
ら
れ
て
み
て
、
そ
れ
に
確
叢
の
あ
る
所
か
ら
、
残
存
石
蕨
の
ま
艦

と
蓮
っ
て
み
る
様
に
考
へ
ら
れ
易
い
が
．
石
壌
の
内
部
の
構
造
は
上
記
大
形
の
も
の
を
除
く
と
殆
ん
ど
知
見
を
鋏
く
と
云
ふ
現
歌
に
あ
る

の
で
、
三
々
に
爾
者
の
主
膿
が
淫
っ
て
み
る
な
ど
と
は
云
ひ
難
い
。

　
筆
管
は
本
文
の
簡
傘
に
於
い
て
現
雀
の
知
見
か
ら
大
形
の
石
噸
と
土
塚
と
の
内
部
構
遺
が
共
に
切
石
か
ら
成
っ
て
、
そ
れ
に
似
通
っ
た

も
の
・
あ
る
事
を
指
摘
し
て
置
い
た
が
、
近
時
の
藤
田
教
授
の
調
査
に
依
る
と
壇
成
の
多
く
の
積
石
塚
の
う
ち
に
、
土
塁
の
そ
れ
と
蚕
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

構
造
を
一
に
す
る
石
室
が
魚
脳
に
存
し
て
み
る
と
の
事
で
、
教
授
は
中
で
毒
し
い
一
つ
の
實
測
圃
を
示
さ
れ
た
。
更
に
…
群
の
原
境
列
に

於
い
て
石
塚
と
土
塚
と
の
交
互
に
存
す
る
こ
と
等
も
爆
け
ら
れ
て
る
る
の
は
、
繭
者
の
並
び
行
は
れ
允
の
を
示
す
上
に
重
要
覗
さ
る
可
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
．
更
に
從
来
儲
ら
れ
彊
土
鑛
の
石
室
の
如
き
も
、
仔
細
に
兄
る
と
三
室
墳
、
角
抵
・
舞
踊
幸
甚
の
そ
れ
は
、
圭
に
記
し
聖
寿
軍
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

や
大
｝
土
｛
陵
等
の
石
室
に
較
べ
て
、
　
示
す
．
所
の
卒
呪
悶
な
・
り
立
｝
隅
あ
娼
・
り
が
よ
り
漢
の
濾
智
墓
に
近
い
こ
と
が
馬
頭
纈
さ
れ
る
Q
　
さ
れ
ば
宵
瞬
句
麗
古
境

の
通
じ
て
の
年
代
観
は
、
一
々
の
實
年
代
が
確
め
得
な
い
以
上
、
よ
ろ
し
く
多
数
の
遣
跡
の
示
す
實
際
か
ら
騨
翻
せ
ら
れ
る
型
弍
學
的
研

究
襲
倹
つ
町
き
で
あ
る
と
信
ず
る
。
資
料
の
極
め
て
不
充
分
な
御
尋
で
は
、
な
ほ
か
、
ろ
考
察
の
可
能
な
時
期
に
湿
し
て
居
ら
ぬ
。
た
黛

あ
に
琳
け
允
王
陵
と
も
黙
る
可
き
大
形
の
愚
跡
に
就
い
て
試
み
に
云
ふ
な
ら
ば
、
石
塚
顧
る
將
軍
蕨
の
外
形
は
大
斑
陵
等
に
較
べ
て
、
一
層

五
塊
墳
申
の
所
謂
四
糠
乃
至
第
二
號
墳
に
近
い
灘
が
あ
り
、
石
察
の
架
構
に
あ
っ
て
も
大
王
陵
・
・
將
護
憲
・
五
塊
墳
附
近
の
四
藤
塚
と
云

（　i・36　）



ふ
形
式
願
粥
に
置
き
得
る
に
近
い
。
製
し
て
挙
壌
附
近
に
於
け
る
江
東
の
溝
孟
墓
・
江
西
三
郷
塁
の
大
塚
の
如
き
は
霞
憩
塚
と
岡
式
で
あ

っ
て
、
此
の
類
は
壁
爾
に
漆
喰
を
塗
つ
九
地
影
響
覚
の
古
墳
に
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
江
西
の
中
黒
は
ま
た
將
軍
壌
に
似
九
回
馬
形
を
持

っ
て
る
る
事
を
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。
是
等
が
豊
代
下
代
の
繰
車
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
そ
の
…
開
に
年
代
が
考
へ
ら
れ
よ
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
ほ
此
の
場
合
￥
く
放
内
藤
博
士
が
試
み
ら
れ
た
確
實
な
支
那
古
鏡
か
ら
し
蟻
壁
叢
古
墳
の
年
代
説
も
併
せ
観
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て

現
在
予
納
せ
ら
る
・
假
詮
は
、
輯
安
時
代
の
高
句
麗
墓
翻
に
石
塚
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
の
み
で
あ
っ
た
と
な
し
難
い

こ
と
で
あ
る
。

　
結
末
に
當
っ
て
、
其
の
最
近
の
調
査
を
ば
、
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
や
、
ま
た
貴
重
な
費
測
繍
の
製
表
を
許
容
さ
れ
た
藤
田
敏
授
・
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

場
恒
吉
氏
の
好
意
に
鋤
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

篇
肱
（
1
）
　
蛙
の
蹴
…
ば
池
肉
　
構
貯
十
…
の
『
桶
寵
碑
』
ト
宗
樫
に
抵
繭
ぜ
・
り
れ
λ
ム
鉱
・
三
一
槻
に
．
A
調
致
す
る
O

　
（
2
）
　
藤
田
敷
授
「
満
瀕
に
於
け
る
高
句
麗
誼
蹟
し
（
㎝
、
朝
鮮
』
集
二
百
七
十
二
號
）
○

　
（
3
）
　
膚
の
磯
に
傷
う
と
此
の
積
済
塚
に
比
鞍
的
よ
く
塘
規
の
霞
形
な
遺
乱
す
う
も
の
で
、
方
形
の
各
癌
に
略
ぼ
方
位
線
に
一
致
し
て
居
り
、
纂
底
の
…

　
　
　
瀞
剛
の
長
さ
艮
十
購
来
内
風
月
あ
る
○
眉
室
…
に
」
雨
雲
に
茜
衙
心
し
て
艘
鯉
素
れ
▽
、
方
形
の
玄
富
｛
の
訊
剛
に
横
．
に
長
い
鵡
糖
蜜
｛
が
あ
る
と
こ
ろ
角
U
早
船
塚
（
土
塚
）
の
華
蔦
四

　
　
　
に
珂
じ
く
、
ま
六
天
井
に
失
に
れ
て
る
る
が
、
鵠
講
た
以
て
も
と
等
方
欺
に
墨
壷
し
ぬ
こ
と
が
同
じ
く
雄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
池
内
先
止
『
満
洲
國
安
來
省
輯
安
縣
織
鵜
麗
慧
蹟
』
（
溝
薬
食
化
協
愈
刮
）
搬
ノ
照
。

　
（
5
）
　
内
藤
止
元
蹄
縄
雑
者
鰻
寧
ハ
那
鹸
…
漱
晶
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