
で

　
　
　
　
　
　
木
心

鐵
板
被
輪
鐙
　
一
封

大
阪
府
南
河
内
郡
道
明
寺
村
澤

田
長

持
山

古
墳

縫
見

（
小

林
氏

論
文

蓼
照

）

　
　

　
　

　
　

　
　

一
圓

　
版

　
2一

一



上
代
日
本
に
お
け
る
乗
馬
の
風
習

へ4

林

行

雄

【
梗
棚
目
　
最
近
、
騎
馬
民
族
の
式
服
に
よ
っ
て
1
4
本
の
國
家
が
設
立
さ
れ
た
と
い
う
説
が
雛
界
を
に
ぎ
わ
し
た
が
、
こ
の
読
自
身
に
は
問
題
の
闘

家
設
立
の
時
期
決
定
に
つ
い
て
、
整
理
さ
れ
て
い
な
い
矛
盾
が
あ
る
。
考
古
二
上
か
ら
直
黒
の
風
習
を
鍵
憂
し
譲
る
遣
物
の
上
隈
を
求
め
る
と
、
そ

れ
は
五
世
紀
以
前
に
遡
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ
の
普
及
は
五
世
紀
後
葉
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
鯵
誰
を
轡
紀
に
求
め
る

と
、
こ
瓦
で
も
馬
に
臨
す
る
詑
事
は
主
に
五
世
紀
以
後
の
記
蓮
に
あ
ら
わ
れ
、
四
世
紀
ま
で
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
疑
わ
し
い
竜
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
五
枇
紀
代
の
わ
が
爾
の
馬
具
が
爾
鮮
の
も
の
と
同
一
型
式
に
厨
し
て
い
る
よ
5
に
、
ほ
穿
信
ず
る
に
足
る
馬
に
關
す
る
記
事
は
、
ま
ザ
朝
鮮
と

の
交
渉
を
違
べ
た
文
中
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
上
代
鍵
本
に
お
け
る
爽
馬
の
風
．
脅
ほ
當
時
の
爾
立
田
兵
を
逓
じ
て
、
騎
山
並
族
と
嚢
愚
闇
接
に

接
擁
し
た
緋
梨
、
は
じ
め
て
わ
が
國
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
普
及
に
は
相
當
の
期
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
騎
馬
提
族
に

よ
る
H
本
の
國
家
の
設
立
は
あ
り
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邸

（　173　）

　
近
時
の
鐵
本
古
代
史
筆
界
に
お
い
て
、
相
當
の
波
紋
を
巻
き
お
こ

し
た
話
題
の
一
つ
と
し
て
、
江
上
波
夫
氏
等
の
提
唱
に
か
玉
る
、
騎

罵
民
族
の
征
服
に
よ
る
研
本
國
家
設
立
聖
な
る
も
の
が
あ
る
。

上
代
鍵
本
に
お
緋
る
乗
駕
の
風
糟
（
小
林
）

　
こ
と
あ
た
ら
し
く
書
き
立
て
る
に
も
及
ぶ
ま
い
と
思
う
が
、
こ
れ

は
羅
誌
『
民
族
學
研
究
』
第
十
三
巻
第
三
號
に
提
載
さ
れ
た
、
　
「
日

本
民
族
縫
文
化
の
源
流
と
日
本
園
家
の
形
成
」
と
題
す
る
座
談
會
に

お
い
て
、
岡
正
雄
・
八
幡
一
臨
∵
江
上
波
夫
・
石
田
山
火
一
郎
の
四
入

の
繊
導
者
の
う
ち
、
主
と
し
て
江
上
氏
の
獲
　
冒
の
食
分
に
よ
っ
て
談

む
こ
と
の
で
窒
る
厩
説
で
あ
る
。

乙購



　
　
　
　
　
　
上
代
縫
本
に
お
け
る
粟
編
の
風
智
（
小
林
）

　
ま
す
そ
の
要
旨
を
摘
録
す
る
と
、
氏
は
古
墳
時
代
を
前
期
と
後
期

と
に
分
か
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
丈
化
の
歌
出
を
比
較
し
て
、
　
「
彌
生
式

丈
化
時
代
及
び
そ
れ
に
つ
す
い
た
古
墳
丈
化
前
期
め
「
呪
術
的
な
、
象

徴
的
転
な
、
畢
民
的
な
、
由
果
南
…
ア
ジ
ア
的
な
、
　
い
わ
ば
趣
鷹
里
民
観
戦
的
な

特
徴
が
甚
し
く
減
少
し
て
、
　
（
後
期
に
な
る
と
）
現
…
貫
的
な
、
職
閥

的
な
、
　
口
。
崔
2
冒
箕
島
的
な
、
北
方
ア
ジ
ア
的
な
、
い
わ
ば
意
解
民

族
的
特
徴
が
著
し
く
支
配
的
に
な
っ
た
。
」
　
（
二
三
九
貰
、
括
弧
内
小
林

挿
入
）
と
読
明
さ
れ
る
。
古
墳
時
代
の
文
化
に
船
け
る
こ
の
二
つ
の

類
型
の
設
定
に
…
乏
し
て
は
、
い
ま
の
聖
霊
に
は
異
論
を
と
な
漁
る
必

要
は
な
い
。
っ
す
い
て
氏
は
「
彌
生
式
丈
量
乃
羅
前
期
古
墳
文
化
を

有
し
た
倭
人
が
向
ら
の
獲
意
で
、
こ
れ
を
積
極
的
に
受
入
し
、
普
及

せ
し
め
た
と
解
繹
」
す
る
た
め
に
必
要
な
「
内
部
的
原
因
」
が
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
注
意
を
う
な
が
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
．

古
墳
時
代
文
化
の
二
つ
の
類
型
の
交
替
が
、
．
…
軍
な
る
内
部
的
原
因
の

み
に
よ
っ
て
は
説
閉
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
誰
し
も
異
議
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
氏
は
六
箇
條
の
理
由
を
墨
げ
て
、
　
「
私
は
前
期
古
墳
丈
化

人
た
る
倭
人
が
贈
主
的
な
立
揚
で
、
騎
馬
民
族
的
大
陸
北
方
腰
丈
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

を
受
入
し
、
そ
の
農
耕
民
的
文
化
を
攣
貌
せ
し
め
た
の
で
は
な
く
、

大
陸
か
ら
朝
鮮
傘
島
を
経
由
し
、
夜
接
日
本
に
箪
笥
侵
入
し
、
倭
入

を
征
服
支
配
し
た
或
る
有
力
な
騎
馬
民
族
が
あ
っ
て
、
そ
の
征
服
民

族
が
以
上
の
よ
う
な
大
陸
北
方
系
交
化
複
合
膿
を
肉
ら
帯
同
し
て
雍

て
田
本
に
普
及
せ
し
め
た
と
考
え
る
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
と

解
焦
す
る
も
の
で
す
。
」
と
断
じ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
っ
疫
。

　
以
上
の
急
な
氏
の
論
跡
は
、
こ
玉
に
潔
き
書
き
し
た
一
部
分
で
は

そ
の
要
望
を
傳
え
る
熱
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
實
は
ぎ
わ
め
て
明
快
で
あ
P
、
氏
の
立
場
に
よ
る
限
り
に
お
い

て
、
十
分
に
一
つ
の
総
説
と
し
て
成
立
し
う
る
か
に
見
え
る
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
ふ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
騎
馬
皇
族
出
現
の
時
期

に
つ
い
て
、
貴
は
こ
の
座
談
會
は
い
く
…
迎
り
も
の
異
っ
た
解
程
を
、

　
　
　
　
　

、
同
じ
江
L
氏
の
談
と
し
て
傳
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
す
そ
の
一
つ
は
、
古
墳
時
代
の
前
期
と
後
期
の
境
を
四
、
五
世

紀
に
わ
い
て
老
え
る
と
い
う
八
幡
氏
の
獲
言
に
つ
す
い
て
、
　
「
私
も

そ
う
思
っ
て
い
る
。
」
（
二
三
ヨ
頁
）
と
い
う
江
上
氏
の
冒
輩
｛
が
記
録

さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
古
墳
時
代
前

期
の
農
耕
混
族
的
な
丈
化
に
か
わ
っ
て
、
騎
馬
民
族
的
な
丈
化
の
あ

（174）



ら
わ
れ
る
古
墳
時
代
後
期
と
い
う
の
は
、
…
四
、
五
世
紀
に
は
じ
ま
る

も
の
と
受
け
と
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
別
な
と
こ
ろ
で
は
、
　
「
ま
た
そ

の
騎
馬
民
族
の
中
心
勢
力
を
な
し
た
も
の
が
天
皇
氏
で
、
そ
の
目
本

渡
來
が
西
暦
四
世
紀
の
論
叢
頃
に
あ
る
こ
と
も
ほ
穿
想
像
す
る
に
難

く
な
い
の
で
す
。
」
（
二
四
二
頁
）
と
あ
っ
て
、
古
墳
時
代
後
期
交
化

の
禺
現
の
如
何
に
か
玉
わ
ら
す
・
、
騎
馬
民
族
の
波
來
は
四
世
紀
前
結

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
の
部
分

で
は
「
繁
國
御
ら
す
天
皇
と
稽
さ
れ
、
四
道
將
軍
を
地
方
に
玉
造
し

た
と
傳
え
ら
れ
る
崇
紳
天
皇
を
以
て
、
大
和
輔
延
の
劇
設
考
と
見
な

す
こ
と
は
禺
來
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
」
ハ
ニ
七
鉱
頁
）
と
見
え
、
そ
れ

が
崇
憩
天
皇
と
い
う
＝
暦
限
定
さ
れ
た
時
期
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
軍
な
る
犬
和
翰
廷
の
創
設
が
…
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
で
な
く
、
　
「
征
服
民
族
た
る
大
和
等
等
」
に
よ
る
寒
湿
の

國
家
の
威
立
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
後

の
關
係
か
ら
疑
う
余
地
が
な
い
。
も
と
よ
9
先
學
に
よ
っ
て
あ
る
い

は
三
世
紀
の
初
頭
に
、
あ
る
い
は
三
世
紀
の
丸
葉
に
…
推
算
さ
れ
た
禦

榊
天
皇
の
在
位
年
代
槻
へ
の
賛
阿
を
、
泣
王
氏
に
嫌
い
る
も
の
で
は

な
い
が
、
繋
累
天
皇
の
實
在
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
四
世
紀
よ

　
　
　
　
　
　
上
代
H
本
に
翰
け
る
乗
馬
の
風
習
（
小
林
）

9
も
三
世
紀
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
な
通
説
を
、
ど
の
よ
う

に
批
判
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
日
本
に
お
け
る
騎
馬
民
族
征
服
王
朝
説
を
威

立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
氏
の
巧
み
な
丈
化
様
相
の
…
封
比
を
活
か
し

て
、
こ
れ
を
古
墳
時
代
後
期
の
文
化
嚢
生
の
理
由
と
す
る
か
、
あ
る

い
は
そ
う
い
う
現
象
を
は
な
れ
て
、
崇
齢
…
天
皇
に
象
徴
さ
れ
た
大
和

朝
延
の
始
源
の
問
題
と
す
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
に
態
度
を
き
め
る
か

と
い
う
こ
と
が
先
決
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
少
く
」
と
も

崇
紳
天
皇
の
時
代
を
も
う
て
古
墳
時
代
後
期
と
侃
溢
す
る
こ
と
は
余
り

に
も
考
古
喜
界
の
常
識
と
か
け
は
な
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
な

お
、
こ
れ
に
つ
い
て
氏
が
崇
紳
天
皇
か
ら
古
墳
時
代
後
期
ま
で
の
闘

隙
を
コ
世
紀
足
ら
す
し
と
し
て
、
　
「
彼
等
が
南
朝
鮮
か
ら
臼
木
に

渡
來
し
た
揚
所
が
、
九
州
で
あ
っ
た
か
、
由
　
陰
、
巾
國
で
あ
っ
た
か

は
睨
瞭
で
な
い
」
が
、
　
『
富
木
渡
來
か
ら
近
畿
遜
繊
ま
で
の
期
間
」

（
二
凶
二
．
頁
）
と
解
聾
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
ら
b
い
の
は
、
ほ
と

ん
ど
説
明
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
も
と
よ
り
十
分
に
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
蓮
べ
つ
く
さ
れ
た
も
の
と

は
思
え
な
い
座
談
倉
の
速
記
を
、
…
批
評
の
饗
象
と
す
る
の
は
い
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご

（　170r　）



　
　
　
　
　
　
上
代
H
本
に
お
け
る
乗
馬
の
風
・
習
（
小
林
）

か
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
き
に
終
戦
後
の
考
古
心
界
の
動
向
を
一
瞥
し

た
一
景
に
お
い
て
、
私
が
氏
の
所
説
を
そ
れ
肉
身
の
う
ち
に
成
立
し

が
た
い
時
代
錯
誤
を
含
ん
で
い
る
と
評
し
議
．
κ
の
は
、
そ
う
い
う
意
味

か
ら
て
あ
っ
た
ご

二

　
か
り
に
巻
本
に
お
い
て
騎
馬
民
族
の
征
服
に
よ
る
國
家
の
設
立
を

多
発
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
田
紳
天
皇
に
象
徴
さ
れ
る
大
和
朝
廷

の
始
源
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
、
あ
る
い
は
古
墳
時
代
後
期
丈
化

の
装
生
の
原
因
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
古
學
的

に
解
決
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
誰
し
も
考
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

ま
す
わ
が
國
に
い
っ
か
ら
馬
が
棲
息
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
す
で
に
縄
文
式
時
代
に
お
い
て
も
、
わ
が
國
に
馬
の
棲

息
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
肥
後
轟
貝
塚
そ
の
他
か
ら
蕨
見

　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

せ
ら
れ
た
馬
歯
に
よ
っ
て
明
か
な
と
こ
ろ
て
あ
り
、
彌
生
式
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
い
て
も
、
尾
張
熱
田
貝
塚
獲
見
の
鞍
骨
の
類
に
よ
っ
て
、
馬
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
購

在
は
否
定
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
軍
な
る
馬
の
存
否
で

は
な
く
、
乗
馬
の
風
習
の
有
無
に
置
ぎ
か
え
て
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
た
と
え
ば
喝
魏
志
東
夷
傳
』
に
韓
の
風
俗
を
録
し
て
、
　
「
牛
馬

に
乗
る
こ
と
を
知
ら
す
、
牛
馬
は
死
を
邊
る
に
審
く
す
し
と
述
べ
ら

れ
た
よ
う
な
馬
の
か
‘
o
り
か
た
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
古
墳
時
代
の
わ
が
國
に
見
ら
れ
る
乗
馬
の
風
習
が
、
そ

の
よ
う
な
古
い
時
代
か
ら
の
麓
展
的
懸
績
で
は
な
く
、
あ
ら
た
に
大

陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
硫
行
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
勲
に

お
い
て
は
、
　
『
魏
r
懸
濁
入
貢
』
に
噌
、
牛
馬
虎
豹
蟻
壁
な
し
」
と
記
さ

れ
た
三
世
紀
の
史
傳
を
奪
重
し
て
、
四
世
紀
以
簡
の
日
本
に
乗
馬
の

習
俗
が
な
か
っ
た
こ
と
を
所
説
の
前
提
と
さ
れ
た
、
江
上
氏
の
態
度

に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
わ
が
國
に
お
け
る
乗
馬
の
風
習
の
存
在
↑
を
考
古
取
的
に
立

澄
す
る
た
め
に
は
、
家
畜
と
し
て
の
馬
の
有
無
の
み
で
は
不
十
分
で

あ
る
か
ら
、
乗
馬
に
必
要
な
馬
具
の
遺
存
を
一
つ
の
標
識
と
す
る
こ

と
が
、
ま
す
考
え
ら
れ
る
可
能
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
幸
い
に
し
て
後

期
の
古
墳
に
お
い
て
罵
具
の
副
騨
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
と
い
う
槻
…
察

は
、
後
期
の
語
で
意
・
催
す
・
る
年
代
を
、
五
世
紀
後
曲
菓
乃
至
六
世
紀
初

〈　」76　）



’

頭
以
後
に
求
め
る
慣
例
に
し
た
が
う
限
9
、
た
し
か
に
動
か
し
え
な

い
纂
實
に
よ
っ
て
裏
付
け
．
る
こ
と
が
で
き
る
○

　
し
か
し
、
こ
の
信
貴
も
ま
た
い
か
よ
う
に
も
命
定
し
う
る
の
で
あ

る
，
す
な
わ
ち
そ
の
・
一
つ
は
、
こ
の
暁
期
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、

わ
が
閾
に
馬
具
が
普
及
し
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
古
績
の
副
葬
草
中
に

採
用
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、
痘
接
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
別
な
解
繹
は
、
馬
具
の
普
及
は
け
る
か
に
先
行
し
た

が
、
死
後
の
量
界
に
馬
具
の
携
幣
を
必
要
と
す
る
思
想
の
楽
生
を
ま

っ
て
、
け
じ
め
て
そ
れ
が
一
般
的
に
剛
甘
露
中
に
加
え
ら
れ
る
に
い

た
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
自
身
は
古
墳
に
副
擁
さ
れ
る
練
物

の
撰
探
に
つ
い
て
、
必
ず
そ
れ
が
死
後
の
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
と

い
う
判
断
が
俘
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
と
に
は
懐
疑

的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
入
的
な
解
羅
で
あ
る
か
も
剣
れ
な
い
。
要

す
る
に
、
後
期
古
墳
に
お
■
け
る
頻
繁
な
馬
具
の
壷
草
と
い
う
事
實
の

み
か
ら
セ
は
、
た
だ
ち
に
わ
が
上
代
に
お
「
け
る
騎
馬
の
風
習
の
開
始

の
特
期
を
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
問
題
を
考
古
學
的
に
解
決
す
る
た
め
に
ま
す
な
す
べ
き
こ

し
」
は
、
　
わ
れ
ノ
＼
が
五
山
ハ
世
紀
三
一
軽
し
」
考
渇
見
る
戸
山
墳
肥
馬
代
後
略
期
よ
h
リ

　
　
　
　
　
　
上
代
H
本
に
諦
け
る
黍
馬
の
風
習
（
小
林
）

以
甫
に
、
す
弥
、
に
馬
具
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
か
否
が
を
検
討
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
四
世
紀
後
葉
か
ち
五
西

紀
後
葉
に
か
け
て
の
期
間
を
、
古
墳
時
代
中
期
と
し
て
、
そ
の
丈
化

の
特
色
を
敵
え
る
べ
ぎ
こ
と
を
論
じ
た
際
に
、
中
期
後
牛
の
代
表
的

遺
物
と
し
て
眉
庇
付
冑
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
」
が
時
に
馬
具
を
律
出
　
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
事
實
を
指
摘
し
て
お
い
議
．
κ
。
そ
れ
は
西
か
ら
数
え
て
肥
前
今
屋
敷

十
口
墳
、
　
碑
訊
後
月
の
岡
＋
日
焼
似
、
　
門
口
向
山
ハ
幽
門
暇
拠
第
十
貼
砒
柚
叩
下
式
燃
蝋
由
八
、
　
大

和
圓
照
寺
古
墳
、
若
狭
西
塚
古
墳
な
ど
で
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
で
筑
後
月
の
岡
古
墳
出
土
の
金
銅
製
鞍
金
具
、
木

心
癖
板
蔀
輪
鐙
、
青
銅
馬
鐸
」
、
十
字
形
蚕
板
付
轡
、
金
銅
製
雲
珠
な

ど
の
存
在
は
特
筆
に
値
す
る
が
、
伺
じ
木
蓮
面
板
被
石
心
の
残
片
が

大
和
圓
照
寺
古
墳
か
ら
轡
の
衡
金
具
な
ど
と
伴
出
し
て
い
る
ほ
か

ほ
、
H
淫
靡
野
原
十
號
墳
の
圓
海
鏡
板
付
轡
に
し
て
も
、
若
狭
西
塚

古
墳
の
結
紐
形
4
5
葉
と
雲
珠
に
し
て
も
、
と
り
た
て
て
い
う
ほ
ど
の

こ
と
け
な
く
、
肥
前
今
屋
敷
古
墳
の
遺
品
に
い
た
っ
て
は
、
辻
金
物

に
用
い
た
か
と
思
わ
れ
る
金
具
そ
ひ
他
が
落
干
あ
る
に
す
ぎ
な
い
ゆ

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
だ
け
の
資
料
か
ら
で
は
、
五
世
紀
申
葉
以
後
の

馬
具
の
實
膿
を
明
か
に
す
る
に
は
、
や
玉
不
十
分
な
う
ら
み
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
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上
代
障
本
に
お
け
る
乗
馬
の
風
脅
（
小
林
守

の
で
あ
る
、

　
そ
こ
で
範
國
を
少
し
く
ひ
ろ
げ
て
、
五
世
紀
代
に
比
定
せ
ら
れ
る

薬
嚢
繊
土
の
馬
具
の
申
に
、
た
と
え
そ
の
“
部
分
で
は
あ
る
に
し
て

も
、
六
塵
紀
以
後
に
一
般
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
は
異
っ
た
型
式
の

晶
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
題
に
し
て
見
た
い
。
そ
れ
に
け
ま

す
、
・
山
脚
圓
照
寺
古
熔
ハ
と
筑
後
月
の
岡
古
墳
と
か
ら
獲
n
兄
さ
れ
て
い

る
、
木
心
鐡
板
被
爆
鐙
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
の
鍾
の
複
雑
な
構
…
造

の
輪
鐙
は
他
に
も
和
泉
七
親
古
墳
、
河
内
長
持
山
古
墳
、
屡
張
志
段

味
大
塚
古
墳
な
ど
か
ら
排
日
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
う
ち
和
泉
七
親
古
墳
は
多
く
の
甲
西
類
を
出
し
た
こ
と
で
著

名
で
あ
る
が
、
そ
の
年
代
は
履
申
陵
の
陪
塚
で
あ
る
と
い
う
以
外

に
、
舞
文
透
彫
の
金
銅
鯨
帯
金
具
の
獲
見
も
あ
っ
て
、
五
世
紀
中
葉

に
比
定
し
て
誤
り
は
あ
る
ま
い
。
鐵
製
輪
朕
の
鏡
板
を
附
し
た
轡
が

伜
出
し
て
い
る
。
河
内
長
持
由
古
墳
も
ま
た
現
在
貯
砂
陵
と
定
め
ら

れ
だ
古
墳
の
陪
塚
に
當
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
可
否
は
論
外
に
む

く
と
し
て
も
簿
七
号
古
墳
と
同
様
な
帯
金
具
の
共
存
や
、
特
殊
な
家

形
石
棺
の
形
状
そ
の
他
か
ら
見
て
、
六
世
紀
に
下
ら
な
い
こ
と
は
明

か
で
あ
る
。
鐡
地
金
銅
黒
戸
金
具
、
圓
形
及
び
£
字
形
の
鏡
板
を
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

え
た
轡
、
小
形
の
結
紐
形
杏
葉
や
雲
珠
も
俘
繊
し
て
い
る
。
尾
張
志

段
味
大
塚
で
も
短
甲
や
帯
金
具
が
出
て
い
る
が
、
帯
金
具
は
七
観
、

長
持
山
、
月
の
岡
な
ど
の
様
な
透
文
の
あ
る
型
式
で
は
な
く
、
素
丈

の
新
し
い
型
式
で
あ
り
、
鈴
鏡
の
戸
出
も
ふ
‘
0
つ
て
、
そ
の
年
代
は
六

世
紀
に
下
る
か
と
思
わ
れ
る
。
馬
具
と
し
て
も
鈴
杏
葉
な
ど
の
後
期

古
墳
の
遺
物
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
よ
く

似
旋
構
慧
の
木
心
鐵
板
被
壷
鐙
を
禺
し
だ
近
江
稻
荷
由
古
墳
け
、
横

穴
式
石
室
内
の
家
形
、
石
棺
か
ら
金
銅
製
の
冠
や
沓
、
金
製
耳
飾
、
鍵

頭
太
刀
等
を
俘
嵩
し
、
そ
の
年
代
は
濱
田
耕
作
博
士
に
よ
っ
て
五
・

六
世
紀
の
闘
に
あ
り
と
い
わ
れ
て
い
る
．
馬
具
と
し
て
は
鐵
地
金
銅

張
鞍
金
具
、
啓
葉
、
鏡
板
、
雲
珠
な
ど
の
一
具
が
完
備
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
木
耳
蝉
板
被
せ
の
特
殊
な
構
浩
…
を
も

っ
た
輪
鐙
が
、
わ
が
國
で
は
ほ
穿
五
世
紀
中
葉
か
ら
六
世
紀
初
頭
に

か
け
て
用
い
ら
れ
ψ
．
κ
鐙
の
一
型
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ

う
、
．
こ
れ
以
後
に
、
こ
れ
に
代
っ
て
ひ
ろ
く
一
般
に
用
い
ら
れ
た
鐙

の
型
式
が
、
よ
り
實
用
的
な
鐡
耳
輪
鐙
で
あ
る
ご
と
は
い
、
う
ま
で
も

な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
種
の
鐵
製
輪
鐙
も
ま
た
、
す
で
に
五
世
紀
後

葉
の
わ
が
國
の
古
墳
か
ら
獲
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
肥
後
江
田
船

（　17S　）



山
古
墳
の
實
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
認
め
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
の
盛
行
し
た
時
期
は
六
世
紀
以
降
で
あ
り
、
木
心
配
星
斗
輪

鐙
と
は
不
思
議
に
俘
出
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
比
較
の
た
め
に
南
鮮
に
目
を
韓
す
る
と
、
同
じ
木
塔
花
押
被
せ
の

構
造
を
も
つ
た
勢
望
は
、
慶
州
金
冠
塚
、
金
鈴
塚
、
飾
里
塚
そ
の
他

の
、
三
國
時
代
の
新
羅
の
諸
古
墳
か
ら
ひ
と
し
く
意
見
さ
れ
て
い
て
、

わ
が
國
の
そ
れ
が
孤
立
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
羅
古
墳
に
お
い
て
は
、
輪
鐙
の
型
式
は

t”’ P．戸門’

：
　
．
’

上
代
日
本
に
お
け
る
梁
馬
の
風
習
．
（
小
林
）

慶州金冠塚塒土木心金銅透彫板被輪宝

こ
の
一
種
類
に
は
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
華
麗
な
も
の
か
ら
墨
げ
る
と
、
ま
す
第
一

に
は
、
な
か
ば
唐
草
丈
化
し
た
龍
丈
の
透
彫
り
を
施
し
た
金
銅
板
を

里
心
に
被
せ
て
、
し
か
も
唐
草
金
具
の
間
か
ら
、
下
に
並
べ
た
玉
巌

の
翅
鞘
を
の
ぞ
か
せ
た
、
金
冠
塚
嚢
見
の
身
心
金
銅
透
彫
板
被
輪
帯

が
あ
る
。
．
第
二
に
は
同
じ
金
銅
板
を
用
い
た
型
式
で
あ
る
が
、
透
彫

り
が
な
く
、
鋲
や
歩
揺
を
装
飾
的
に
と
り
あ
つ
か
っ
た
、
金
鈴
塚
稜

見
の
聖
心
金
銅
板
被
輪
鐙
が
あ
る
。
第
三
は
木
心
鐵
板
被
せ
の
普
通

の
輪
鐙
の
．
上
に
、
鱗
状
丈
を
打
出
し
た
金
銅
の
薄
板
を
張
っ
た
飾
弓

塚
獲
見
の
遺
例
の
型
式
が
畢
げ
ら
れ
る
。
わ
が
國
に
も
遺
品
の
あ
る

面
心
鐵
板
被
輪
鐙
は
第
四
の
型
式
に
あ
た
り
、
第
五
と
し
て
は
普
通

の
鐵
製
輪
鐙
が
こ
玉
に
も
あ
っ
て
、
以
上
の
各
型
式
と
共
存
し
て
い

る
。　

こ
れ
ら
の
慶
州
諸
古
墳
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
瑞
鳳
塚
望
見
の
銀

製
盒
の
銘
丈
に
見
ら
れ
る
延
壽
元
年
欝
欝
の
歳
の
比
定
に
つ
い
て
、

四
五
一
講
説
と
五
一
一
年
説
と
の
二
論
が
あ
り
、
最
近
嚢
見
さ
れ
た

慶
野
壷
粁
塚
の
青
銅
壼
粁
に
見
え
る
」
　
「
乙
卯
年
國
岡
上
廣
開
土
地

好
太
護
照
粁
十
」
、
す
な
わ
ち
四
一
五
年
の
製
作
に
か
疑
る
こ
と
・
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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上
代
殿
本
に
お
け
る
渠
纒
の
風
習
（
小
林
）

明
示
す
る
銘
交
の
出
　
現
に
よ
っ
て
問
題
は
再
燃
し
た
。

　
し
か
し
，
い
す
れ
に
し
て
も
他
の
慶
確
認
古
墳
の
み
な
ら
す
壷
粁

塚
に
お
い
て
も
、
す
で
に
相
並
ん
で
副
葬
さ
れ
て
い
る
木
心
鐵
板
被

輪
鐙
の
類
と
、
鐵
製
輪
…
鐙
と
の
二
種
の
う
ち
、
何
故
に
前
者
の
み
が

轟
く
わ
が
中
期
の
古
墳
に
禺
現
し
、
後
者
は
お
く
れ
て
後
期
に
ひ
ろ

ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
木
心
鐵
板
被
せ
の
型
式
は
、

木
心
金
銅
板
被
せ
の
型
式
ほ
ど
華
麗
で
は
な
い
が
、
河
内
長
持
山
古

墳
の
…
遺
漏
の
如
く
、
鐵
板
の
上
に
銅
の
盗
塁
を
配
し
た
實
例
も
あ
っ

て
、
一
般
の
鐵
景
情
鐙
に
く
ら
べ
る
と
、
は
る
か
に
装
飾
的
で
あ

り
、
實
用
本
位
と
は
い
い
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
五
世
紀
の

日
本
に
と
っ
て
は
、
公
用
的
な
鐵
稲
叢
鐙
よ
り
も
装
飾
的
な
晶
が
喜

ば
れ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
は
な
は
だ
重

大
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
少
く
と
も
こ
の
種
の
論
難
鐵
堂
々
輪
鐙
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
が
國
に
お
い
て
も
す
で
に
五
世
紀
中
葉
に
は
、
漸
羅
と
同

系
統
の
馬
具
の
使
用
が
見
ら
れ
藩
儒
實
が
弁
明
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
か
の
有
名
な
河
内
縢
脚
病
陵
陪
塚
の
丸
山
古
墳
か
ら
意
見

さ
れ
た
、
金
銅
製
龍
丈
透
彫
鞍
金
具
を
加
え
る
な
ら
ば
、
　
一
壷
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

結
論
は
正
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
資
料
は
、
饗
見
さ
れ

た
丸
由
古
墳
が
薩
…
榊
陵
の
陪
塚
で
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
装

飾
の
手
法
が
、
新
羅
に
お
け
る
鞍
金
具
の
系
列
に
お
い
て
、
壷
粁
塚
”

や
飾
罫
塚
よ
り
は
金
冠
塚
の
そ
れ
に
近
い
と
い
う
黙
で
、
慮
淋
陵
自

身
の
年
代
よ
り
は
若
千
時
代
を
下
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
現
存

す
る
わ
が
國
獲
見
の
馬
具
の
實
年
代
を
、
五
世
紀
申
葉
以
前
に
遡
ら

せ
る
資
料
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
丸
山
古
壇
の
懸
口
㎜
と
同
様
な
龍
文
透
彫
鞍
金
具
が
、
伺
手
法
の
各

種
の
馬
具
を
俘
っ
て
鷺
向
百
塚
原
古
墳
か
ら
も
機
織
さ
れ
て
い
る
ご

と
は
ま
た
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
金
冠
塚
系
統
の
透
彫
飾

金
具
の
乎
法
が
、
極
々
の
形
態
の
器
物
の
王
に
表
現
せ
ら
れ
て
、
わ
．

が
國
に
も
粗
當
流
入
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
に
足
る
資
料
で
あ
る
。

そ
う
い
う
黙
…
か
ら
い
え
ぱ
、
結
紐
形
杏
一
業
の
存
在
も
ま
た
、
彼
我
の

馬
具
の
同
一
系
統
に
厨
す
る
こ
と
を
詮
明
す
る
に
役
立
つ
も
の
で
あ

る
，
も
っ
と
も
同
じ
結
紐
形
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
只

本
門
土
の
…
遺
品
の
型
式
と
、
南
…
鮮
の
そ
れ
と
は
輪
郭
の
曲
線
み
細
部

に
お
い
て
、
や
～
著
し
い
和
蓮
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
わ
が
國
の
も
の

が
牟
島
の
型
式
に
多
少
の
攣
化
を
加
え
て
導
き
斑
さ
れ
た
と
理
解
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し
、
製
作
地
の
相
異
に
よ
っ
て
解
羅
ナ
る
こ
と
を
障
げ
る
ほ
ど
の
も

の
で
は
な
い
。

　
要
す
る
に
わ
が
國
の
古
墳
時
代
に
わ
け
る
馬
具
の
あ
り
方
は
、
そ

の
前
期
に
つ
い
て
は
論
ず
べ
き
資
料
を
欠
い
て
居
り
、
中
期
に
お
い

て
も
、
馬
具
の
副
雛
は
さ
ほ
ど
羅
著
で
は
な
い
。
し
か
し
顯
著
で
は

な
い
が
十
指
に
満
旋
ぬ
程
毅
の
㈲
貧
料
は
数
え
墨
げ
’
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
多
く
は
新
羅
の
罵
具
の
形
制
と
軌
を
一
に

．
し
、
彼
地
に
お
け
る
最
王
気
の
華
麗
さ
を
も
つ
型
式
で
は
な
い
が
、

比
較
的
装
飾
的
要
素
の
多
い
も
の
が
先
ん
じ
て
わ
が
國
に
も
見
ら
れ

　
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
我
の
一
致
と
い
う
事

費
を
、
私
は
少
く
と
も
丸
山
古
壇
そ
の
他
の
古
い
鞍
金
具
に
つ
い
て

ま
た
各
地
古
墳
の
木
心
三
板
被
輪
島
に
つ
い
て
、
そ
の
馬
具
自
身
の

輪
入
に
よ
っ
て
解
篤
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
す
、
古
墳
時
代
申
期
に
お
い
て
わ
が
國
で
古
墳
に
副
聾
さ

れ
て
い
る
馬
具
は
、
轍
廃
せ
ら
れ
た
装
飾
的
要
素
に
噛
ん
だ
も
の
が

大
部
分
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
ま
わ
り
く
ど
い
忌
明
の
方
法
を
と
る
豪
で

も
な
く
、
わ
が
國
に
お
け
る
乗
馬
の
風
習
と
、
そ
の
一
面
の
結
果
と

　
　
　
　
　
　
　
上
代
B
本
κ
お
け
る
乗
馬
の
風
碧
（
小
林
）

し
て
の
美
し
く
装
具
で
飾
ら
れ
た
飾
馬
の
存
在
と
は
、
埴
輪
馬
の
表

現
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
馬
形
埴
輪
が
、
日

木
書
紀
の
傳
え
る
よ
う
に
垂
仁
天
皇
の
御
代
に
、
入
江
及
び
種
々
の

物
の
形
の
土
物
の
一
つ
と
し
て
、
す
で
に
作
り
は
じ
め
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
貫
實
な
ら
ば
、
前
期
に
乗
罵
風
習
の
誰
櫨
な
し
と
す

る
私
の
議
論
は
漕
減
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

野
見
宿
禰
に
ま
つ
わ
る
埴
輪
始
源
説
話
の
信
ず
る
に
足
ら
ぬ
こ
と

は
、
今
日
の
考
古
聖
君
の
帯
巾
識
と
な
っ
て
い
る
。
置
形
塘
輪
の
汐
干

に
つ
い
て
は
、
從
落
雁
鷺
脚
立
畔
出
土
と
謡
う
る
馬
蹄
の
漸
片
が
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
家
形
埴

輪
の
破
片
に
す
ぎ
ぬ
様
で
あ
る
が
ら
、
他
に
確
實
な
遺
品
が
な
い
と

す
れ
ば
、
仁
徳
陵
か
ら
の
出
土
品
を
も
つ
て
、
五
世
紀
前
葉
に
は
す

で
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
断
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
現

存
す
る
遺
物
に
よ
る
限
り
、
馬
具
と
馬
形
埴
輪
と
の
い
す
れ
を
と
っ

て
も
、
日
本
に
お
け
る
乗
馬
風
習
の
存
左
を
確
認
し
う
る
年
代
に
は
、

大
差
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
と
、
南
鮮
に
お
け
る
騎
馬
丈
化
は
、
そ
れ

が
…
〔
國
時
代
の
そ
れ
老
疸
結
さ
れ
る
か
否
か
を
論
外
に
お
け
ば
貞
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

（　ISI　）



　
　
　
　
　
　
上
代
n
n
煎
」
に
お
け
る
乖
小
照
卿
の
風
棚
M
（
小
林
）

か
に
前
漢
代
に
遡
っ
て
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
董
る
。
慶
州

入
室
里
繊
土
の
銅
製
馬
鐸
の
類
は
、
あ
る
い
は
馬
を
失
っ
た
黒
化
に

お
い
て
も
持
ち
績
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
慶
北
永
川
漁
隠
洞
出
　

土
の
｝
括
遺
物
の
知
き
は
、
そ
の
中
に
馬
形
の
銅
製
帯
銅
や
銅
像
な

ど
を
含
ん
で
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
の
意
味
か
ら
で
は
な
く
、
全
騰

と
し
て
騎
馬
丈
化
の
色
彩
に
営
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら

く
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
－

　
永
川
漁
隠
洞
と
相
似
た
趣
の
馬
形
帯
鉤
六
個
・
が
備
申
國
都
窪
郡
加

茂
村
新
庄
下
の
榊
由
古
墳
か
ら
獲
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
南
鮮
に

お
け
る
三
國
時
代
以
髄
の
騎
馬
交
化
の
系
統
が
、
遠
く
わ
が
國
に
も

及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
る
と
見
る
入
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
少
く
と
も
榊
山
古
螢
肉
身
の
實
年
代
は
、
五
世
紀
以
前
に

遡
り
う
る
明
瞭
を
欠
い
て
居
る
。
こ
の
孤
立
し
た
馬
形
幣
鉤
の
存
在

は
、
な
お
十
分
に
読
き
つ
く
し
え
な
い
が
、
た
と
え
ぼ
肥
後
江
田
難

山
古
墳
臨
時
の
轡
に
お
い
て
、
街
が
三
部
分
か
ら
な
る
漢
型
式
の
残

存
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
乾
臨
の
経
路
を
確
か
め
す
し
て
は
、

た
ゴ
ち
に
そ
れ
を
わ
が
園
の
乗
馬
風
習
財
源
の
よ
・
リ
古
い
こ
と
を
論

ず
る
資
料
に
は
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
○

世
紀
代
の
古
墳
に
お
い
て
も
、
搬
…
津
南
天
畢
塚
の
場
合
の
嫌
に
、
鞭

の
鮫
具
以
外
に
は
金
濁
を
用
い
て
い
な
い
、
巡
存
し
が
た
い
鞍
の
副

葬
の
認
め
ら
れ
る
例
が
あ
る
が
ら
、
五
世
紀
以
雨
に
金
厩
製
の
装
且
ハ

を
ほ
と
ん
ど
用
い
な
い
、
實
用
本
位
の
馬
具
の
先
行
を
想
定
し
、
古

墳
時
代
前
期
に
も
乗
馬
の
風
習
が
存
し
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
主
張

さ
れ
る
な
ら
ば
、
黒
物
を
毘
獲
黙
と
す
る
考
古
皐
の
議
論
と
し
て

ぱ
、
わ
れ
一
は
も
は
や
引
ぎ
さ
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
彷
製
鏡
に
お
け
る
襟
芯
鏡
の
圖
文
の
模
倣
を
除

い
て
は
、
各
種
の
工
藝
製
作
の
上
π
ま
っ
た
く
動
物
意
匠
を
用
い
な

か
っ
た
前
期
古
塘
ハ
時
代
の
等
化
が
、
そ
の
よ
う
な
騎
馬
蟹
族
の
も
の

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
考
古
壁
上
か
ら
言

い
う
る
こ
と
は
、
わ
が
國
に
お
け
る
乗
馬
風
習
の
明
認
は
、
五
世
紀

中
葉
以
後
に
存
す
る
こ
と
、
そ
れ
以
前
に
は
騎
鵬
民
族
的
な
遺
物
は

認
め
が
た
い
こ
と
、
ま
す
こ
の
二
つ
で
あ
る
．
ソ

　
註
①
長
谷
部
二
人
惨
士
「
石
器
時
代
の
馬
に
關
し
て
」
（
『
人
類
學
難
誌
』
策

　
　
四
＋
巻
第
四
號
、
大
正
＋
四
年
）
。

　
②
小
隷
μ
打
雄
「
士
P
山
賎
時
代
に
お
け
る
融
化
の
五
畜
二
卜
）
」
（
『
ψ
陶
書
論
第
三

　
　
三
巻
簗
四
壁
．
、
昭
和
二
五
年
）
o
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三

　
わ
が
上
代
の
乗
馬
の
風
蕾
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
た
と
え
そ
の
丈

章
が
後
代
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
資
料
的
領
値
は
第
一
等

の
も
の
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
一
三
記
紀
の
記
載
に

お
い
て
、
罵
が
ど
う
と
9
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。

　
そ
こ
で
ま
す
H
本
書
紀
を
と
り
あ
げ
て
、
各
所
に
散
見
す
る
馬
に

翻
す
る
・
記
轟
を
巷
甥
に
数
え
上
げ
る
と
下
表
の
如
く
で
あ
り
、
そ
の

総
計
は
三
十
巻
中
に
一
三
五
項
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
馬
と
い

う
字
の
数
の
統
計
で
は
な
い
か
ら
、
ど
の
三
熱
を
一
と
数
え
る
か
は

人
に
よ
っ
て
多
少
黒
ハ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
細
部
を
論
ず

る
豪
で
も
な
く
、
か
り
に
書
紀
三
十
巻
を
三
分
し
た
場
合
、
巻
一
榊

、
代
王
か
ら
幾
十
懸
紳
ま
で
の
十
巻
に
は
、
馬
に
零
す
る
記
事
が
七
項

よ
り
見
あ
た
ら
な
い
の
に
、
巻
十
一
仁
徳
よ
り
．
巻
二
十
敏
達
ま
で
の

十
巻
に
は
四
八
項
、
巻
二
一
期
明
よ
9
雀
三
十
持
統
ま
で
の
十
巷
に

は
八
十
項
も
数
え
ら
れ
る
。
し
か
も
最
初
の
早
春
に
お
け
る
七
項
が

　
　
　
　
　
　
上
代
錘
本
に
お
け
る
梁
砺
の
風
暫
（
小
林
）

い
さ
玉
か
問
題
で
あ
る
。

撫
紀
巻
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ま
す
紳
代
巻
上
に
見
え
る
三
つ
の
紀
轟
の
う
ち
、

第
十
山
の
…
書
に
、
月
夜
見
奪
に
殺
さ
れ
た
保
食
紳
の
頂
に
牛
・
馬
が

化
生
し
た
と
い
う
話
の
翼
疑
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
。
他
の
二
つ

は
素
鹿
鳴
奪
に
差
す
る
も
の
で
、
秋
に
天
々
駒
を
放
っ
て
田
の
申
に

伏
せ
た
こ
と
と
、
綴
じ
く
天
仁
駒
を
繕
い
で
天
照
大
倉
の
齋
服
殿
に

投
げ
い
れ
た
こ
と
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
紳
話
乏
し
て
構
想
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
．
い
そ
の
次
に
馬
の
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
二

　
　
　
　
八
。
（
三

四
紳
出
生
章
の

。．18こ事『）



　
　
　
　
　
　
上
代
H
本
に
靭
け
る
弓
馬
の
風
習
（
小
林
）

が
見
え
る
の
は
、
や
玉
飛
ん
で
垂
仁
紀
三
竺
年
の
條
で
、
有
名
な
野

見
宿
駅
の
埴
輪
始
源
傳
、
説
の
中
に
、
認
許
及
び
種
々
の
物
の
形
を
作

る
と
あ
る
四
馬
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
侮
．
説
そ
の
も
の
が
±
師
管

の
家
学
と
し
て
後
代
の
修
飾
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
疑

…
問
の
余
地
の
“
・
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
黒
道
の
馬
形
埴
輪
の
使
用
が
そ

れ
よ
9
も
後
の
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に

蓮
べ
た
如
く
で
あ
る
。
あ
る
い
は
景
行
紀
四
十
年
の
條
に
し
て
も
、

日
本
武
器
が
白
鹿
に
化
し
て
あ
ら
わ
れ
た
山
の
紳
を
蒜
を
以
て
殺
し

て
か
ら
後
は
、
こ
の
山
を
こ
ゆ
る
も
の
、
蒜
を
か
み
て
入
及
び
牛
馬

に
塗
る
に
、
お
の
ず
か
ら
に
淋
氣
に
あ
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
少
く
と
も
．
こ
の
蒔
に
起
つ
た
歴
史
的
泰
實
を
蓮
べ
た
交
で
は
な

い
。
要
す
る
に
雀
七
以
前
に
は
乗
馬
と
し
て
の
馬
の
飼
養
を
立
押
す

る
に
足
る
欝
欝
は
一
つ
も
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
淋
功
紀
に
な
る
と
、
早
言
罰
紀
に
新
羅
饗
し
た
が
い
て
主
部

と
な
り
、
翌
秋
に
馬
硫
及
び
馬
鞭
を
献
ら
む
こ
と
を
ち
か
う
、
よ
っ

て
こ
れ
を
飼
蔀
と
な
す
、
と
い
う
聯
鄙
が
あ
る
。
た
嬉
し
、
こ
の
時

の
新
羅
征
討
の
事
…
貰
が
す
で
に
疑
問
覗
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
記

事
も
ま
た
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

う
に
興
味
あ
る
表
現
で
は
あ
る
。
最
初
の
十
纒
の
七
項
の
う
ち
で
、

残
る
嚇
つ
は
恋
淋
紀
十
五
年
の
條
に
、
百
藩
王
阿
薩
岐
を
つ
か
わ
し

て
良
罵
二
匹
を
貢
る
、
す
な
わ
ち
輕
坂
王
厩
に
養
う
、
因
て
阿
薩
岐

を
以
て
掌
り
飼
わ
し
む
、
そ
の
爲
を
養
い
し
虞
を
名
づ
け
て
厩
坂
と

い
う
、
と
あ
る
百
濟
越
只
馬
の
一
記
事
で
あ
る
．
、
書
紀
の
み
に
つ
い
て
い

え
ば
、
新
羅
人
馬
の
記
事
は
天
武
紀
、
持
統
紀
に
見
ら
れ
る
が
、
百

濟
に
關
し
て
は
推
古
紀
、
齊
明
紀
に
駄
の
献
貢
を
傳
寄
る
ほ
か
、
こ

れ
以
外
に
貢
馬
の
記
録
な
く
、
か
え
っ
て
縫
鎧
紀
よ
り
欽
明
紀
に
わ

た
っ
て
、
し
ば
く
わ
が
園
か
ら
多
激
の
軍
馬
を
與
え
ら
れ
た
立
場

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
と
は
年
代
的
に
遊
離
し
た
こ
の
記

事
を
も
、
否
認
す
る
た
め
の
議
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
き
は
め
て

急
難
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
て
見
た
い
こ
と
は
、
降
伏
者
新
羅
王
を
飼

部
と
し
た
と
い
う
瀞
功
紀
の
丈
と
、
百
濟
王
の
使
者
に
掌
飼
ぜ
し
め

た
と
い
う
慮
多
紀
の
交
と
の
内
容
の
相
異
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。
　
一
見

そ
れ
は
と
も
に
服
鳳
…
國
の
入
を
奴
隷
親
し
て
洗
髪
に
從
わ
せ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
飼
蔀
が

黙
面
し
て
天
皇
の
乗
馬
の
轡
を
執
っ
た
こ
と
は
、
履
中
紀
五
年
の
條

（　1S4　）



に
見
え
て
居
9
、
古
事
紀
中
巻
に
よ
れ
ば
、
久
米
部
の
首
長
と
し
て
の

　
　
　
　
　
び
の
バ
　
　
　
　
　
と
　
め

大
久
米
命
が
黙
け
る
利
目
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
歌
謡
も
あ
る
。

降
伏
者
を
し
て
賎
位
に
わ
と
し
、
か
え
っ
て
天
皇
の
二
尊
に
奉
仕
せ

し
め
た
凄
艶
は
、
他
に
も
学
芸
を
纂
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

．
と
こ
ろ
が
慮
警
急
の
阿
直
岐
の
揚
合
は
實
は
そ
う
で
は
な
い
り
彼

ぼ
ま
た
よ
く
経
典
を
讃
み
、
太
子
詩
道
稚
布
子
の
師
と
せ
ら
れ
た
と

い
い
、
阿
直
岐
史
の
野
津
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
呈
上
の
こ
と
も
後
の
発
馬
醗
酵
、
川
内
馬
飼
欝
欝
の
如
く
、

文
字
通
り
掌
り
飼
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
脅
そ
れ
に
し
て
も
纏
典
の

博
士
に
、
馬
の
飼
晶
養
ま
で
も
管
掌
さ
せ
た
と
い
う
の
は
、
と
れ
が
も

し
黒
甜
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
彼
を
蔑
し
め
た
か
ら
で
な
く
、
か
え
っ

て
わ
が
國
に
馬
毒
に
明
る
い
入
物
や
適
當
な
牛
津
が
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
直
接
の
馬
の
世
話
は
、

當
然
そ
の
た
め
に
附
い
て
來
て
い
た
と
思
わ
れ
る
野
寺
の
馬
飼
を
つ

づ
い
て
使
難
し
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見

る
時
、
慮
紳
紀
の
こ
の
一
軍
は
、
た
と
い
正
し
く
こ
の
年
こ
の
月
の

礁
費
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
わ
が
國
に
そ
れ
以
前
に
は
馬
の
飼

養
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
場
合
に
、
當
奮
起
つ
た
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
激
代
臓
本
に
お
け
る
乗
馬
の
風
脅
（
小
林
）

う
と
思
わ
れ
る
纂
態
を
、
期
せ
ず
し
て
表
明
し
て
い
る
槻
が
あ
る
。

　
と
に
か
く
書
紀
の
最
初
の
十
巻
の
巾
か
ら
、
長
時
わ
が
國
に
馬
の

存
在
し
た
こ
と
を
立
書
し
う
る
に
足
る
記
載
を
探
し
嵐
そ
う
と
す
る

と
、
そ
れ
は
懸
紳
紀
の
記
事
一
項
の
み
で
あ
り
．
、
し
か
も
そ
れ
は
百

濟
か
ら
の
貢
献
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
わ
が
國
に
乗
馬
が
現
わ
れ
た

と
見
る
に
足
る
記
事
で
も
あ
る
。

　
か
夢
に
そ
れ
を
も
否
完
す
る
…
易
合
に
は
、
仁
徳
紀
五
三
年
の
條

の
、
田
遣
が
精
騎
を
蓮
ね
て
新
羅
軍
を
撃
つ
た
と
い
う
よ
う
な
一
望

は
、
ま
た
に
わ
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
つ
す
い
て
履
歴
紀
元
年
の
條
に
は
、
黒
革
皇
妃
と
な

っ
て
野
馬
皇
子
を
生
む
こ
と
が
見
え
て
、
馬
を
名
と
し
た
最
初
の
人

名
が
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
次
の
允
恭
紀
二
年
の
條
に
は
、
乗
馬
の
ま

ま
離
に
の
ぞ
ん
で
忍
辱
大
中
姫
を
潮
つ
た
闘
鶏
國
蓬
が
、
大
中
姫
が

皇
后
に
な
っ
て
か
ら
舞
せ
ら
れ
た
話
が
見
患
さ
れ
る
。
同
五
年
の
條

に
は
、
残
響
大
夫
の
職
務
を
早
う
そ
か
に
し
て
酒
宴
の
最
中
を
、
足

張
蓮
吾
襲
に
見
ら
れ
た
玉
田
宿
禰
が
、
馬
…
匹
を
吾
襲
に
授
け
て
国

幣
と
し
、
事
の
露
顯
を
ふ
せ
ご
う
と
す
る
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
も
は
や
わ
が
關
に
お
い
て
、
馬
が
貴
重
で
は
あ
っ
て
も
珍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二

（　18：）　）



　
　
　
　
　
　
　
上
代
縫
本
に
お
け
る
乗
馬
，
の
風
智
（
小
林
）

稀
で
鳳
な
く
な
っ
て
い
た
當
時
の
状
態
を
、
ほ
ぼ
實
際
に
即
し
て
思

え
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
五
世
紀
の
蘭
葉
に
は
わ
が

國
で
馬
が
飼
育
せ
ら
れ
、
乗
馬
の
風
下
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
文
献

上
か
ら
も
認
ぬ
て
誤
9
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
五
枇
紀
前
葉
に
乗
馬
の
風
轡
が
確
認
せ
ら
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
が
た
ゴ
ち
に
論
戦
に
長
じ
た
騎
馬
民
族
の
存
在
を
意

味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
仁
徳
紀
に
は
、
田
道
が
精

騎
を
漣
ね
て
新
羅
軍
・
を
う
っ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
と
い
事
實
と

し
て
も
騎
兵
を
敵
と
す
る
孚
島
で
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
國
内
で
は

仁
徳
紀
を
は
じ
め
と
し
、
履
中
紀
、
雄
略
紀
そ
の
他
に
、
し
ば
く

皇
位
の
累
層
を
め
ぐ
っ
て
兄
弟
相
雫
う
内
戦
が
記
録
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
は
数
百
の
兵
士
の
動
員
は
蓮
べ
ら
れ
て
い
て
も
、
相
五

に
騎
戦
の
行
わ
れ
た
描
爲
は
、
天
鍛
紀
元
年
契
中
の
飢
の
條
以
薗
に

は
見
禺
さ
れ
な
い
。
内
飢
が
小
規
模
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
ぱ
そ
れ

ま
で
で
あ
る
が
、
軍
備
と
し
て
多
数
の
軍
馬
が
飼
養
せ
ら
れ
、
騎
兵

藥
園
を
構
成
し
う
る
段
階
に
は
、
ま
だ
達
し
て
な
か
っ
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
軍
馬
の
飼
養
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
記
審

と
し
て
は
、
雄
略
紀
九
年
の
條
の
兵
馬
船
官
や
、
武
烈
紀
勘
「
位
早
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
煕

の
條
の
官
馬
が
注
意
に
王
る
が
、
纏
騰
紀
六
年
、
欽
明
紀
七
年
、
同

十
五
年
と
つ
す
い
て
出
る
記
載
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
百
濟
に
輿
え

ら
れ
た
馬
の
数
が
四
十
、
七
十
、
百
と
塘
諾
し
て
い
る
の
は
作
意
が

あ
る
と
し
て
も
、
ほ
穿
こ
の
頃
に
は
そ
れ
だ
け
の
能
力
が
わ
が
閣
に

あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
雄
略
紀
十
三
年
の
甲
斐
の
黒
駒
、

纒い

ｫ
紀
六
年
の
筑
紫
川
の
馬
、
推
古
紀
二
十
年
の
日
向
の
駒
、
あ
る
い

は
天
智
紀
七
年
の
近
江
の
牧
な
ど
が
興
味
を
ひ
く
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
ま
た
そ
れ
ま
で
の
乗
馬
の
臼
的
は
、
ま
す
特
殊
な
地
位
の
入

人
の
交
通
機
關
で
あ
り
、
あ
る
い
ぼ
騎
薇
の
遊
び
の
た
め
で
あ
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
た
望
嘗
紀
の
記
載
に
よ
っ
て
論
を
進
め
る
限
り
、
そ
の
編
纂
に
際

し
て
受
配
の
執
筆
者
が
同
一
で
な
く
、
そ
の
表
現
方
法
が
必
ず
し
も

統
一
・
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
無
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
く

あ
る
筆
者
は
具
髄
的
に
審
件
を
描
御
し
≠
．
襲
．
κ
め
に
、
そ
の
文
中
に
馬

に
關
す
る
記
載
が
向
然
に
多
く
な
り
、
あ
る
筆
者
は
筋
を
魑
う
こ
と

を
主
に
し
た
た
め
に
、
馬
の
介
在
し
た
購
實
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
書

き
も
ら
し
た
か
も
む
れ
ぬ
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と

て
も
天
職
紀
の
｝
、
痴
愚
に
わ
け
る
馬
に
蔑
す
る
記
事
の
お
び
議
．
ん
だ

〈　IS6　；」・



し
さ
に
つ
い
て
は
い
え
る
と
し
て
最
初
の
十
巷
を
通
じ
て
、
信
冒
す

べ
き
記
蛮
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
事
…
貰
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
説

明
原
理
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
、
嘗
紀
の
は
じ
め
の
十
巻
に
馬

に
差
す
る
蚕
齢
が
稀
で
あ
る
の
は
、
ま
た
あ
っ
て
も
そ
の
時
の
事
實

を
蓮
べ
た
も
の
で
は
な
い
の
は
、
貴
に
こ
の
期
闘
に
お
い
て
、
わ
が

園
に
馬
の
飼
養
が
見
ら
れ
す
、
乗
馬
の
風
習
が
な
か
つ
’
、
瓦
こ
と
を
明

示
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
ど
漸
ぜ
ら
れ
る
。

　
書
紀
に
く
ら
べ
る
と
古
事
記
に
は
馬
に
瀾
す
・
る
記
事
の
数
が
少

く
、
わ
す
か
に
十
八
項
で
あ
る
が
、
そ
の
5
ち
十
項
は
書
紀
と
内
寡

の
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
雨
揚
の
表
の
下
段
に
は
、
古
窮
記
の
記

毒
を
書
紀
の
相
輸
す
る
記
載
の
巻
に
あ
て
は
め
て
表
示
し
て
お
い
た

が
、
．
こ
れ
に
よ
る
と
牛
激
が
慮
紳
以
前
の
最
初
の
十
巻
に
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
、
諜
紀
と
は
い
さ
さ
か
鋳
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

…貰

ﾍ
こ
の
う
ち
で
崇
紳
、
錐
仁
、
景
行
の
三
項
は
、
い
つ
れ
も
㎜
騨
使

と
あ
る
語
を
数
え
た
も
の
で
あ
り
、
豊
代
と
馬
蝿
の
條
の
各
一
項
と

と
も
に
、
軍
な
る
丈
章
の
綾
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
慮
紳
以
前
で
問
題
に
す
る
に
足
る
も
の
は
、
速
須
佐
之
男
命
の
天

斑
馬
と
、
新
羅
王
の
御
町
甘
と
、
百
濟
賃
驕
と
の
害
紀
と
共
通
し
た

　
　
　
　
　
　
上
代
日
本
に
騰
け
る
乗
馬
の
風
脅
（
小
林
．
）

三
項
の
ほ
か
に
、
仲
哀
天
巣
の
崩
御
に
際
し
て
、
種
々
の
勲
非
を
ま
ぎ

て
國
の
大
．
祓
し
て
云
々
と
あ
る
交
の
、
馬
婚
牛
婚
の
一
項
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。
た
空
し
こ
れ
ま
た
大
祓
の
…
般
的
目
的
を
叙
し
た
も
の

と
し
て
、
看
過
し
て
差
支
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に

古
事
記
か
ら
も
、
書
紀
の
富
合
と
異
っ
た
結
論
は
単
か
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　
な
わ
問
題
の
焦
黙
は
異
る
が
、
わ
が
王
代
の
陰
部
を
・
古
い
氏
族
制

に
よ
る
A
型
と
、
等
化
技
術
者
に
よ
る
8
型
と
、
被
征
服
者
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

C
型
と
の
三
型
に
分
け
て
考
察
せ
ら
れ
た
井
上
光
貞
氏
の
研
究
に
お

い
て
、
馬
飼
部
が
勤
型
の
代
表
的
な
空
言
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ

て
い
る
こ
と
、
か
つ
氏
が
8
型
の
晶
部
の
成
熟
期
を
五
枇
約
の
撫
牛

よ
り
も
前
で
は
あ
る
ま
い
と
結
論
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
以

上
の
私
見
を
補
う
に
…
彼
立
つ
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
た
ゴ
漁
口
紀
に
よ
っ
て
立
論
す
る
以
上
は
、
雄
酪
…
紀
九
年
の
條
に
、

田
邊
百
薬
孫
が
月
夜
に
蓬
累
丘
懇
田
彦
下
に
赤
駿
に
繋
る
も
の
に
逢

い
、
乞
う
て
馬
を
換
え
て
厩
に
入
れ
、
明
旦
に
見
れ
ば
赤
駿
は
愛
じ

て
黒
馬
と
な
り
、
伯
孫
の
馬
は
轡
田
陵
の
土
馬
の
…
聞
に
在
る
を
見

た
、
と
あ
る
一
節
を
無
覗
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
胤

撃r7）
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上
代
賢
本
に
諮
け
る
乗
馬
の
風
餌
（
小
林
）

物
悟
の
内
奪
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
河
村
秀
根
の
『
書
紀
集
解
』

に
、
中
気
の
民
間
説
話
に
基
づ
く
書
案
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
嬰
限
陵
が
特
定
の
慮
憩
陵
を
指
す
と
す
れ
・

ぱ
、
慮
紳
陵
に
土
野
の
存
す
る
様
を
見
偲
た
累
々
の
間
で
作
ら
れ
た

説
話
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
べ
き
こ
と
に
攣
り
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
先
に
考
古
學
的
に
は
…
貫
謹
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
保
留
し

た
、
鞍
馬
陵
に
お
け
る
馬
形
埴
輪
の
使
用
を
改
め
て
承
認
し
、
わ
が

國
に
お
け
る
乗
馬
風
習
の
嵩
現
を
四
世
紀
の
末
葉
ま
で
繰
9
上
げ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
調
査
に
待
ち

た
い
と
思
う
Q

　
註
①
井
上
光
占
以
「
部
民
の
…
響
応
九
」
（
『
日
本
士
山
代
史
の
諸
問
題
』
昭
凹
和
二
囲
［
年

　
　
刷
。
）

四

O

　
上
代
の
遣
物
を
通
観
す
る
に
、
古
墳
時
代
前
期
に
は
乗
馬
の
風
習

を
物
語
る
資
料
月
な
く
、
ま
た
自
製
的
な
動
物
意
匠
の
流
行
も
見
ら
れ

窓
い
。
中
期
に
入
る
と
徐
々
に
馬
具
の
副
葬
が
は
じ
ま
り
、
馬
形
埴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
六

輪
の
製
作
の
開
始
に
よ
っ
て
、
乗
馬
の
演
物
は
他
の
面
が
ら
も
澄
明

さ
れ
る
が
、
馬
具
が
一
般
に
普
及
し
古
墳
の
副
葬
贔
と
し
て
普
通
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
期
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら

の
中
期
の
馬
具
は
、
南
鮮
の
遺
品
と
系
統
を
一
に
し
、
し
か
も
一
例

を
鐙
に
と
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
彼
地
に
お
い
て
同
時
に
行
わ
れ
た
う

ち
の
費
用
的
な
型
式
で
な
く
、
最
上
級
で
は
な
い
ま
で
も
装
飾
的
な

型
式
の
馬
具
が
ま
す
わ
が
圃
に
探
溺
せ
ら
れ
、
し
か
．
る
後
に
實
用
的

な
型
式
が
と
9
あ
げ
ら
れ
て
後
期
に
普
及
し
た
．
．
中
期
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
馬
具
の
初
現
の
時
期
は
、
確
認
に
は
五
世
約
中
葉
ま
で
は
遡

り
う
る
が
、
四
…
世
紀
末
ま
で
王
げ
る
こ
と
は
い
ま
の
と
こ
ろ
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
上
代
日
本
に
お
け
る
乗
馬
の
風
習
に
つ
い
て
、
考
古
…
學

上
か
ら
い
い
う
る
こ
と
を
要
約
す
れ
ぱ
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
蜀
し
て
文
献
的
考
察
の
結
果
は
、
日
本
書
紀
を
資
料
と
し

た
揚
r
合
、
紳
功
紀
以
前
に
わ
が
國
で
馬
の
飼
露
1
3
せ
ら
れ
て
い
疫
事
實

を
確
謹
す
る
記
事
が
な
く
、
懸
棘
紀
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
百
濟
貢

馬
の
こ
と
が
見
え
る
。
し
か
も
そ
の
糊
置
は
、
當
時
わ
が
國
に
は
飼

薦
の
技
術
や
経
験
に
富
ん
だ
、
竪
襟
な
飼
育
麿
が
存
し
な
か
っ
た
乙

と
を
曝
せ
↓
め
る
も
の
が
あ
る
。
履
中
紀
以
後
に
お
い
て
は
、
交
通

C18s，　〉



網
ま
た
は
騎
…
撒
用
と
し
て
馬
が
特
殊
な
溶
々
の
聞
で
飼
養
せ
ら
れ
た
r

記
事
が
次
第
に
多
く
な
る
が
、
騎
兵
集
團
を
編
威
す
る
に
足
る
ほ
ど

の
多
望
の
軍
馬
が
國
内
で
飼
養
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
お
そ

ら
く
雄
略
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
ハ
）
馬
飼
を
業
と
す
る
部
民
の
形
成

も
ま
た
、
そ
ひ
形
態
か
ら
見
て
五
世
紀
の
前
受
よ
り
以
前
に
は
遡
り

え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
遺
物
と
葉
叢
と
の
二
種
の
資
料
か
ら
別
々
に
導
か
れ
た
以

上
の
一
　
つ
の
結
論
は
、
こ
の
場
合
期
せ
す
し
て
合
致
し
た
結
果
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
語
を
か
え
て
表
現
す
る
と
、
四
世
紀
以

前
の
わ
が
國
に
は
乗
馬
の
風
習
が
存
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
一

般
に
盗
用
化
し
た
の
は
五
世
紀
末
以
後
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
は
や

や
永
い
過
渡
的
漸
進
期
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の

漸
上
期
の
原
動
力
は
、
異
國
の
流
行
の
撰
取
と
し
て
、
外
交
儀
禮
の

整
備
と
し
て
、
か
つ
ま
た
課
外
軍
備
の
蓄
積
と
し
て
、
す
べ
て
牛
脂

諸
國
と
の
交
渉
の
上
に
獲
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
騎
馬
に

必
要
な
馬
具
の
供
給
は
、
當
初
は
輪
入
品
を
も
つ
て
當
て
ら
れ
、
後

に
鞍
部
の
如
き
欝
化
の
工
人
に
よ
る
わ
が
國
で
の
製
品
に
移
つ
夜
の

で
あ
っ
た
。
五
世
紀
末
以
後
の
日
霊
的
に
攣
試
せ
ら
れ
た
馬
具
の
繊

　
　
　
　
　
　
上
代
欝
本
に
お
け
る
乗
馬
の
風
脅
（
小
林
）

現
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
か
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
．
、

　
さ
て
、
こ
玉
で
も
う
一
度
は
じ
め
の
聞
題
に
返
っ
て
老
え
て
見
る

と
、
騎
馬
民
族
の
征
服
に
よ
る
円
本
國
家
の
設
立
が
蔚
想
せ
ら
れ
た

理
由
の
一
つ
に
嫉
、
吉
墳
時
代
前
期
の
文
化
と
後
期
の
文
化
と
の
開

に
、
江
上
氏
に
よ
っ
て
「
根
本
的
に
異
質
的
な
」
と
見
ら
れ
、
　
「
そ

の
礎
化
が
急
激
で
、
そ
の
間
に
自
然
な
推
移
の
遊
を
認
め
難
い
レ

（
二
四
〇
珂
）
と
隔
さ
れ
た
、
悪
化
相
の
相
異
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る

こ
と
婁
は
動
か
な
い
。
し
か
し
普
通
に
古
墳
時
代
を
前
後
の
二
期
に
分

か
つ
場
合
に
け
、
五
。
六
世
紀
の
交
に
そ
の
交
替
を
認
め
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
わ
が
國
に
乗
馬
の
風
習
が
よ
う
や
く
は
じ
絶
つ
た
か
と

思
わ
れ
る
五
縫
．
紀
前
葉
を
も
つ
て
後
期
の
は
じ
ま
り
と
す
る
よ
う
な

こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
五
世
紀
前
葉
が
前
期
の
最
盛
期
に
あ
た
る
こ

と
は
、
前
後
の
二
期
酸
分
に
よ
る
限
り
、
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
っ
評
．
代
。
そ
れ
は
古
墳
に
お
け
る
埋
葬
の
様
式
、
馴
雛
品
の
種

類
な
ど
に
お
い
て
、
五
世
紀
代
に
は
後
期
を
代
表
す
る
よ
う
な
要
素

が
一
般
的
で
な
か
つ
議
．
瓦
と
す
る
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
．
し
か

も
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
乖
小
馬
の
風
御
の
如
き
、
後
期
的

な
鉱
化
現
象
の
萌
芽
は
す
で
に
育
ち
つ
」
み
っ
た
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
七
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．
王
代
甘
奉
に
お
け
る
渠
馬
の
風
暫
（
小
林
）

　
わ
が
園
の
古
墳
時
代
の
開
化
に
堕
す
る
限
り
、
い
か
な
る
時
を
も

っ
て
そ
れ
を
前
後
の
二
期
に
分
署
…
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
揃
っ

て
裁
然
と
醗
附
せ
ら
れ
、
あ
る
い
け
急
激
に
攣
化
し
た
と
認
め
う
る

よ
う
な
信
濃
な
時
は
見
出
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
恩
誼
の
各
般
の
事

隷
に
つ
い
て
い
う
の
で
は
な
く
、
上
暦
の
古
墳
に
表
現
さ
れ
た
と
こ

ろ
の
み
に
つ
い
て
考
え
て
も
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
江
上
氏

等
が
丈
化
の
歪
般
に
つ
い
て
設
建
さ
れ
た
騎
馬
民
「
族
的
様
相
の
存
荘

を
、
軍
に
乗
馬
の
風
習
の
有
無
の
み
に
つ
い
て
例
誰
し
た
、
批
判
の
．

不
十
分
で
あ
惹
こ
と
は
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に

も
か
玉
わ
ら
す
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
騎
馬
民
族
的
様
相
の
寒
威
が
、
臼

然
な
推
移
の
遊
を
認
め
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
立
讃
し
え
な
い

こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
く
り
か
え
し
て
い
う
が
、
わ
が
古
墳
時
代
の

，
文
化
を
二
期
に
匿
分
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
け
、
そ
の
碩
分
の
時

期
を
い
つ
に
求
め
る
と
し
て
も
、
騎
馬
民
族
の
征
服
に
よ
っ
て
事
を

解
決
す
る
方
法
は
考
慮
の
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
．
）

　
し
か
し
、
江
上
氏
も
そ
の
突
然
の
出
現
に
關
心
を
示
し
て
居
ら
れ

る
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
の
設
立
者
と
し
て
め
惣
爪
紳
天
皇
の
登
揚
は
、

少
く
と
も
今
H
の
考
古
學
界
の
舗
識
を
も
つ
て
し
て
は
解
き
え
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∵
へ

多
く
の
謎
に
包
ま
れ
た
問
題
で
あ
る
。
北
九
州
に
お
い
て
む
し
ろ
そ

の
最
高
峯
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
彌
生
式
時
代
の
文
化
か
ら
、
い
か

に
し
て
畿
内
に
中
、
心
を
移
し
た
古
墳
時
代
の
黒
化
が
緻
起
し
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
容
易
に
は
解
き
が
た
い
問
題
に
つ
い
て
こ

そ
、
批
界
史
的
な
博
い
見
地
か
ら
立
論
さ
れ
た
、
宿
由
な
受
忍
を
示

さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
し
て
、
こ
の
一
盛
の
筆
を
措
く
こ
と
に
す
る
．
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
〇
・
一
一
∵
一
）

〔
附
記
〕
　
日
本
の
古
墳
か
ち
予
見
藷
、
」
れ
る
装
飾
的
な
木
心
鐵
板
被
せ

の
鐙
と
し
て
は
、
本
稿
で
…
問
題
に
し
た
輪
鐙
の
ほ
か
に
、
六
頁
に
一

例
を
禦
げ
た
よ
う
な
壷
鐙
が
あ
っ
て
、
近
紅
稻
荷
山
古
壇
の
ほ
か

に
、
筑
前
山
ノ
淋
古
墳
か
ら
出
て
居
り
．
、
ま
た
、
そ
の
や
』
劣
化
し

た
型
式
は
、
筑
荊
王
塚
古
墳
、
近
江
山
津
照
憩
融
古
墳
な
ど
か
ら
禺

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
登
総
総
被
壷
鐙
こ
そ
は
、
濫
用
的
な
鐵
製
輪

鐙
の
普
及
し
た
古
墳
時
代
後
期
に
お
い
て
、
そ
れ
と
並
ん
で
装
飾
的

な
鐙
と
し
て
わ
が
國
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
飴

白
を
利
用
し
て
一
言
附
記
し
て
恥
く
e
　
（
一
九
五
一
・
六
・
二
一
）

（．　lt’｝（）　〉
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　　　ful｛．，neS．　JUSt　aヨarChaeologiCal　eVidenCe

　　　sl蝋‘話th舗the　ho星ls¢一e，quipinent　and　krft，　p－n

　　　pillgs（）f　5th．　century　・Tapttn　belollg　tQ

　　　t｝≧e　 Sftlne　　pattet「！蓋　　、Vlt｝1　　t1｝ose　　f⑪毛ユnd　　 iユ1

　　　Suut｝蓋　〕Korea，　SI．）書rus重｝、㌧ワ〔）rtily　dOCUI1夏ental

　　・｛．うvidel．1ce　witいegarαも・tlle　h・rse－ri伽g

一一．隠
@．正，racも三ce　ill　JaPm正21ppellrrs　oユ11y　ill　c‘．：Dn一

コ
≡；　nect童（Pll　with　　JaP～ilfs　c【）1盈nlluH童cati‘涯1s

－
　　　wiもh　Korea・　1葦〔，rse－vidin．q．　wa8　illtl’o一

　　　伽ced　for　th“first　tillle　int・」．apau

　　　thr（．｝ugh　COXttac，t・w重th　eoxitinental　h（）r｝…e一

riding　1．｝egples　in　IKmrea　where　．　t・｝’ie

JaPane難¢　ha｛王　1．）een．　f　end．in望ex茎：》ed．iti（ト

nary・fo｝’ces，　and　the　｝ior，q．e－yiding　prac－

tice　in　this　isla・nd　eountry　tool〈．　consid－

erable　tinie　to　spread．　Such　a　theory

as　the　establishinent　of　the　ancient

Japallege　Sもa重e　by　a璽1　invading　r藍di玉19

1）eople　is　an　utter　fa｝lttey．

　　　“LQA．FERS，，　IN　THE　A’ARA

　　　　　　　　　　　　　PERIeD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺’i”・o．tN’cr，｛ノゐ’

　　Iii　aneierit　Japan　tl｝ose　who　livecl　in

other　places　tl）an　their　own　p］aces　Qf

register　xvere　called　“deserterS，　“’　or

“loafersl’　1’he　differenee　between　the

ordinar．y　people　and　these　“｝oafers”

seell’｝s　to　l≧ave　beerL　t証：工at　t董工e　la重｝ter　didし

nQt　pay　taxes　or　were　not　subject　to

corv6es．　Though　it　is　tinde｝）ift，　bie　tliat

aifi｝．eulties　of　li’ving　eaused　peft．　BRnt．g　tv

run　away　frem　their　native　placey．，　sein．e

o£　tl’ieni　were　undoubtedly　thos，　e　wlio

had　wanted　to　improve　bi｝eir　living　by

imigrating　．bo　better　places．　’Yhey　mnst

have　setstled　dawn，　howevey，　somewl）ei’e

and　begun　ts／）　cultiv・ate　new　t　oil．　’ilheir

s．ettlement　and　liv・ing　were　made　pot．一

sible　only　by　eoming　（mder　the　protee－
　　　　　　　　　　　　　e

tion　of　n’ianor　holCterH一　iNnd　relationg，　hip

be七ween　tlle　prote伽r，三・e．，｝nanor　holder，

and　the　proteetL．d，　i．e．，　“｝oafer，”　se（，，m：．

ts）　have．been　a　kind　of　tenancy　wht’re

the　proteetea　was　entitlecl　t｛’）　a　certain

degree　oi　iT｝dependence．
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