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発
生
の
歴
史
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究
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寄
贈
　

林

行

雄

談の発生の歴史的意難（小林）

〔
要
約
〕
考
古
学
上
で
は
吉
墳
を
も
つ
て
一
つ
の
聖
代
を
代
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
み
れ
ば
、
古
墳
は
そ
の
］
暗
期
に
一
般
の
墓

制
と
は
別
に
鐵
現
し
た
、
特
殊
な
藤
法
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
古
墳
が
費
族
の
た
め
の
墓
制
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
古
墳
は
貴
族
の
発
生
よ
り
お
く
れ

て
、
縁
族
の
権
威
の
革
新
を
ま
っ
て
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
世
襲
制
の
発
生
に
よ
っ
て
そ
の
塊
位
と
権
力
と
を
保
証
さ
れ
た
首
長
が
、
債
世
の
管
鏡
の
保
管
に

よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
よ
5
な
、
在
来
の
司
祭
的
権
威
へ
の
依
存
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
時
に
、
古
墳
は
登
生
し
、
費
鏡
の
伝
批
は
絶
た
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
現
象
は
大
殉
政
権
の
勢
力
の
伸
張
に
つ
れ
て
各
地
に
ひ
ろ
が
っ
た
が
、
地
方
に
お
け
る
古
墳
の
発
生
に
は
、
そ
れ
ら
の
地
方
首
長
に
対
す
る
畿
内
か
ら
の

同
箔
鏡
の
分
与
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
よ
ら
に
、
常
に
大
和
政
権
と
の
結
び
つ
き
が
先
行
し
た
。
古
墳
を
発
生
さ
せ
た
菖
長
権
世
襲
制
の
発
生
は
、
同
時
に

か
か
る
意
昧
に
お
け
る
外
的
承
認
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
要
脚
鏡
の
分
有
関
係
に
お
い
て
畿
内
が
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と

は
、
三
世
紀
中
葉
以
来
の
政
治
的
情
勢
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
5
。

一
　
古
墳
の
発
生
，

　
考
古
学
上
の
時
代
区
分
と
し
て
は
、
弥
生
式
時
代
の
つ
ぎ
を
古
墳

時
代
と
呼
ぶ
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
古
墳
時
代
と
は
、
す
薫
わ

ち
貴
族
の
墳
墓
と
し
て
、
地
上
に
壮
大
な
墳
丘
を
も
つ
た
古
壌
の
作

ら
れ
た
時
代
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
古
墳
と
い
う
貴
族
の
墳
墓
の
豊

富
な
副
葬
品
は
、
こ
の
時
代
の
丈
化
の
研
究
に
必
要
な
多
く
の
資
料

を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
古
墳
は
死
者
の
墓
の

一
種
で
あ
り
、
あ
る
時
代
の
丈
化
を
代
表
し
う
る
も
の
で
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
時
代
の
墓
制
を
代
表
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
古
墳
時
代

と
い
・
凡
ど
も
、
　
す
F
べ
て
の
人
々
バ
か
こ
の
よ
選
り
に
壮
大
燕
千
口
墳
に
坦
轟
葬

さ
れ
た
の
ぞ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
当
芋
の
社
会
金
体
か
ら
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み
れ
ば
、
あ
ま
妙
に
も
少
数
の
、
限
ら
れ
た
人
だ
け
が
古
壌
．
葱
、
亀
ち

え
た
に
す
蓼
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
の
大
部
分
の
入
女

は
、
決
し
て
埋
葬
さ
れ
な
か
っ
た
の
ぞ
は
あ
る
ま
い
が
、
今
同
そ
の

墓
を
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
埋
葬
が
行
わ
れ
た
に
竜
か
か

わ
ら
ず
、
墓
が
発
見
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
墓
が
わ
れ
わ
れ

の
注
慧
か
ら
逸
し
て
い
る
よ
う
な
特
殊
な
場
所
に
あ
る
た
め
で
は
な

く
、
そ
れ
が
遺
蹟
と
し
て
残
り
が
た
い
形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
「
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
一
般
墓
制
の
沿
革
上
か
ら
み

れ
ば
、
古
塁
は
そ
の
一
時
期
に
一
般
の
墓
制
と
は
別
に
禺
現
し
た
、

特
殊
な
葬
法
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
ぞ
あ
る
。

　
そ
れ
ゼ
は
古
墳
が
特
殊
な
墓
制
ぞ
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が

本
来
貴
族
の
た
め
に
作
ら
れ
た
竜
の
ぞ
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
い

か
に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
墳
が
貴
族
の
墓
ぞ
あ
る
と
い
わ

れ
る
意
味
は
、
齋
族
の
墓
が
古
壌
以
前
に
竜
っ
て
い
た
あ
る
形
式
か

ら
、
畜
墳
と
い
う
新
し
い
形
式
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の

か
。
あ
る
い
は
貴
族
と
い
う
薪
レ
い
身
分
の
発
生
に
よ
っ
て
、
古
墳

も
ま
た
は
じ
め
て
作
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
ど
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
在
知
ら
劇
て
い
る
前
期
の
古
墳
は
、
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
で
竜
、

惣
然
の
地
形
塗
走
査
し
て
作
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
な
ど
の
墳
丘
の
形

式
、
竪
穴
式
狂
量
に
罵
す
る
内
空
主
休
め
構
造
、
擬
麗
な
割
竹
形
木

三
国
用
い
た
埋
葬
の
方
法
、
鏡
・
玉
・
石
製
轟
・
利
器
な
ど
を
ふ
く

む
劃
葬
口
離
の
内
容
な
ど
、
ふ
9
べ
て
の
点
に
お
い
て
、
す
で
に
一
つ
の

様
式
の
確
立
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
蘭
芽
を
弥
生
式
時
代

に
尋
ね
て
、
北
九
州
地
方
に
見
ら
れ
る
小
規
模
な
封
土
を
伴
う
箱
式

樒
の
類
や
、
鏡
・
王
・
剣
な
ど
の
副
葬
鼎
を
伴
．
う
聾
樒
墓
の
存
在
を

挙
げ
る
と
し
て
亀
、
そ
れ
ら
か
ら
前
期
古
壌
と
し
て
の
…
様
式
が
確
立

さ
れ
る
に
い
た
る
過
程
を
遺
蹟
に
よ
っ
て
跡
づ
け
る
に
は
、
ほ
と
ん

ど
証
明
の
材
料
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
古
墳
の
源

流
を
他
に
求
め
て
、
心
見
の
貴
族
た
ち
が
た
ま
た
ま
国
外
の
高
慶
の

丈
化
に
接
触
し
た
際
に
、
従
来
の
鳥
膚
の
墓
制
を
棄
て
て
外
来
の
墓

制
を
採
用
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
い
う
る
な
ら
ば
、
現
実

の
突
如
た
る
古
墳
の
発
生
も
や
や
合
理
酌
に
説
明
し
う
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
纂
実
、
古
墳
時
代
の
後
期
の
墓
制
が
、
同
じ
古
墳
と

は
呼
ば
れ
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
は
い
ち
じ
る
し
く
変
っ
て
、

大
陸
風
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
当
時
の
貴
族
の
大
陸
文
化

へ
の
山
ゆ
こ
が
れ
に
よ
っ
て
、
山
事
分
に
説
明
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
晶
野
鼠
．

の
場
合
に
は
、
わ
が
国
に
突
如
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
古
墳
は
、
、
中

国
や
朝
鮮
の
壌
墓
と
は
あ
ら
ゆ
る
点
ぞ
頼
異
建
示
し
て
い
る
の
で
あ
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宵墳の発生の歴史的意義（小林）

る
α
も
し
彼
我
の
間
に
多
少
の
類
似
点
盈
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
墳
丘
の
存
在
と
か
、
厚
葬
の
風
習
と
か
の
特
徴
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
内
部
主
休
の
構
造
は
お
ろ
か
、
墳
屋
内
に
お
け
る
埋
葬
の

位
認
さ
え
も
一
致
を
み
な
い
。
要
す
る
に
わ
が
国
の
前
期
の
古
墳
は
、

大
陸
の
墓
制
を
そ
の
ま
ま
移
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
古
墳
と
同
じ
も
の
は
他

に
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
古
墳
を
構
成
す
る
個
々
の
要
素
は
、

彼
の
地
の
種
々
な
る
墓
制
の
う
ち
か
ら
選
択
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ

の
結
合
の
結
果
と
し
て
、
わ
が
古
墳
の
独
自
性
が
生
じ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
方
後
円
墳
と
い
う
わ
が
国

独
特
の
壇
形
は
、
円
墳
と
方
墳
と
い
う
中
国
に
お
け
る
二
種
の
急
雨

を
一
つ
に
組
み
あ
わ
せ
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
か
、
円
墳

の
前
方
に
祭
場
を
附
設
す
る
と
い
う
中
国
の
墳
墓
の
形
制
を
模
し
て

創
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
か
い
う
、
か
つ
て
試
み
ら
れ
た
説

明
は
、
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
来
の
要
素
の
結
合
に

よ
っ
て
わ
が
古
墳
の
発
生
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

、
の
傾
陶
の
論
旨
を
さ
わ
に
進
め
て
行
く
と
、
古
壇
を
構
成
す
る
要
素

の
う
ち
に
は
、
よ
り
省
く
か
わ
わ
が
国
に
存
在
し
た
も
の
の
あ
る
こ

と
を
想
像
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
て
く
る
。

古
墳
を
生
む
に
い
た
る
ま
で
の
貴
族
の
墓
が
、
も
し
そ
の
墳
形
に
お

い
て
完
全
豊
麗
方
後
円
、
墳
の
形
成
を
と
ら
ず
、
ま
た
厚
葬
の
風
に
お

い
て
古
墳
に
お
よ
ば
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
さ
ら
に
ま
た
、

幸
か
不
幸
か
、
そ
れ
が
現
在
の
考
古
学
者
の
注
意
か
ら
逸
し
て
い
る

よ
う
な
、
特
殊
数
場
所
に
で
も
あ
る
と
す
る
と
、
貴
族
の
墳
墓
が
よ

り
簡
単
な
も
の
か
ら
次
第
に
発
達
し
て
、
つ
い
に
古
墳
と
呼
び
う
る

も
の
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
の
証
閉
は
一
す
べ
て
よ
り
注
意
深
い
将

来
の
調
査
に
期
待
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
は

た
し
て
古
墳
発
生
以
菰
剛
の
貴
族
の
墳
墓
は
、
規
在
ま
で
の
考
古
学
春

の
不
注
意
の
み
に
よ
っ
て
、
な
お
世
に
知
ら
れ
ず
に
埋
も
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
古
墳
の
形
式
論
か
ら
で
は
問
題
が
解
決
し
な
い
と
す
れ

ば
、
古
壌
の
発
生
は
貴
族
の
発
生
を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
は

た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
貴
族
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
実

体
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
か
が
ま
ず
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が

単
な
る
族
長
と
か
、
魏
志
倭
人
伝
に
見
ら
れ
る
大
人
と
か
い
う
も
の

で
は
、
説
明
が
つ
か
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
卑
弥
呼

の
死
す
る
や
大
い
に
籔
を
作
る
、
電
畜
絵
歩
、
殉
葬
す
る
砦
奴
馬
素
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余
人
、
と
い
う
倭
人
伝
の
記
載
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
い

う
畜
墳
の
築
造
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
立
場
か
ら
い

え
ば
、
倭
の
諸
國
の
諸
王
諸
官
を
亀
っ
て
、
い
ま
の
場
合
の
貴
族
の

内
容
と
す
る
こ
と
も
不
適
当
ぞ
あ
る
。
し
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
系

統
的
に
は
そ
れ
ら
の
独
立
小
国
の
首
長
の
地
位
に
近
い
も
の
ぞ
あ
っ

た
と
し
て
も
、
後
に
大
和
政
権
の
傘
下
に
編
入
さ
れ
て
、
県
主
の
名
を

え
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
人
々
を
考
え
る
の
が
、
亀
つ
と
も
適
当
で

あ
ろ
う
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
古
墳
の
発
生
を
考
え
る
場
合

に
必
要
な
貴
族
の
発
生
と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
小
国
の
首
長
が
大
和
政

権
に
よ
っ
て
県
主
と
し
て
の
身
分
を
公
認
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
契

機
を
指
す
も
の
と
限
る
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
た
め
の
証
明
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
前
期
古
墳
の
分
布
が
畿
内
を
中
心
と
し
て
ひ
ろ
が
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
古
墳
営
造
の
風
習
が
大
和
政
権
の
勢
力
の
伸
張
に
伴

う
て
拡
が
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
服
属
し
な

い
竜
の
が
蚕
繭
を
作
る
自
由
を
も
ち
え
な
か
っ
た
と
は
速
断
し
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
こ
れ
以
上
追
究
す
る
た
め
に
は
、
こ

こ
で
観
点
を
薪
た
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
解
決
の
鍵
と
し
て
、

古
墳
か
ら
発
見
さ
れ
る
伝
世
鏡
と
同
心
…
鏡
と
を
取
り
上
げ
て
、
従
来

看
過
さ
れ
て
い
た
そ
の
歴
皮
画
意
嚢
を
考
察
し
、
ま
た
そ
れ
に
関
連

す
る
範
囲
ぞ
、
古
墳
の
発
盤
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　
伝
世
鏡
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と

　
前
期
の
古
墳
の
副
葬
品
に
は
、
魏
晋
代
の
中
国
鏡
や
そ
の
彷
芝
露

の
ほ
か
に
、
し
ば
し
ば
内
行
器
文
鏡
や
方
格
規
矩
四
神
鏡
な
ど
の
、

漢
中
期
の
中
国
鏡
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
漢

中
期
の
鏡
が
、
そ
の
製
作
後
か
な
り
永
い
年
月
を
経
て
か
ら
、
た
と

え
ば
後
代
の
．
魏
晋
鏡
な
ど
と
と
も
に
、
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
古
く
輸
入
さ
れ
て
以
来
、
わ
が
国
に
あ
っ
て
永
く
伝
世

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ら
れ
た
の
は
、
主
訴
に
一
転
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
劃
し
た
梅
原
末
治
博
士
の
卓
見
で
あ
っ
た
。
た
だ
伝
世
の
宝
鏡
を

も
心
証
に
納
め
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
大
量
の
魏
晋
鏡
の
輸
入
に
よ

っ
て
、
古
墳
に
鏡
を
副
葬
す
る
風
習
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
は
、
や
や
性
急
に
す
ぎ
る
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
見

を
も
つ
て
す
れ
ば
、
魏
晋
鏡
も
ま
た
多
少
の
伝
枇
の
期
闇
を
も
ち
え

た
か
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
翻
す
る
碧
玉
製
腕
飾
の
類

に
も
、
同
様
に
し
て
若
干
は
伝
灘
せ
ら
れ
た
こ
と
を
論
証
し
う
る
遣

　
　
　
◎

口
㎎
が
あ
る
。
し
か
し
、
漢
中
期
の
中
国
鏡
が
、
そ
れ
ら
に
く
ら
べ
る

と
は
る
か
に
長
期
に
わ
た
っ
て
伝
世
せ
ら
れ
た
亀
の
で
あ
る
こ
と
は

Q　（4）



古縫の発生の騰史的意磯（小林）

否
定
し
え
な
い
。
た
だ
単
に
結
果
に
お
い
て
伝
世
の
期
開
が
永
か
っ

た
と
い
う
だ
け
ぞ
は
な
く
、
そ
れ
が
古
墳
築
造
当
時
に
も
評
議
轟
と

し
て
区
別
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
摂
津
国
三
島
郡
豊
川
村

宿
久
庄
紫
金
山
古
墳
に
お
い
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
圭
と
す
る
愛
し

い
一
一
面
の
鏡
が
棺
外
に
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
伝
世
さ
れ

た
方
格
規
矩
四
神
鏡
一
面
の
み
は
、
棺
内
の
遺
骸
の
傍
に
置
か
れ
て

い
た
と
い
う
よ
う
な
笑
例
が
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
知
ら
れ
よ
う
。
し

か
も
こ
れ
ら
の
鏡
が
二
、
三
世
紀
に
わ
た
る
伝
世
の
期
聞
中
に
、
鉦

孔
や
鏡
縁
の
み
な
ら
ず
、
宮
様
の
部
分
に
ま
で
も
磨
滅
を
生
ず
る
ほ

ど
使
用
さ
れ
た
痕
跡
を
の
こ
し
て
い
る
こ
と
、
申
に
は
讃
岐
石
清
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

出
石
塚
翫
土
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
よ
う
に
、
破
損
し
た
品
に
穿
孔

し
て
綴
り
あ
わ
せ
て
ま
で
使
用
し
た
こ
と
の
明
ら
か
な
も
の
ま
で
も

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
伝
世
の
趣
旨
は
鏡
の
保
存
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
単
に
秘
蔵
さ
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
伝
世
鏡
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
に

使
用
さ
れ
た
の
ぞ
あ
ろ
う
か
。

．
わ
が
上
代
に
お
け
る
鏡
の
尊
崇
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
学
者
に

よ
っ
て
説
き
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
鏡
は
神
の
御
魂
と
し
て
神
を
い
つ

く
が
ご
と
く
い
っ
き
奉
る
べ
き
竜
の
（
記
、
來
孫
降
臨
）
で
あ
り
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
い
の
ム
ま

も
に
床
を
同
じ
く
し
殿
を
共
に
し
、
　
以
て
斎
鏡
と
な
す
べ
き
も
の

（
神
代
最
下
、
第
ニ
ノ
一
壷
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
鏡
を
い
つ
き
奉
る
と

は
、
甘
木
の
枝
に
と
り
桂
け
て
神
威
が
発
動
し
う
る
状
態
に
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
び
ニ

と
ぞ
あ
ろ
う
。
神
事
磯
媛
は
「
磯
津
山
の
角
木
を
抜
り
て
、
上
枝
に

は
八
握
剣
を
控
け
、
中
枝
に
は
八
丈
鏡
を
塩
け
、
下
枝
に
は
八
尺
環

を
桂
け
、
ま
た
素
幡
を
船
の
舳
に
樹
て
し
来
た
っ
て
帰
徳
を
願
う
た

（
修
行
紀
一
二
年
）
と
い
う
。
嵩
県
の
祖
熊
鰐
は
「
五
百
枝
の
賢
木
を

抜
取
り
、
以
て
九
尋
船
の
舳
に
立
て
て
、
上
枝
に
は
白
銅
鏡
を
如
け
、

中
枝
に
は
十
握
剣
を
桂
け
、
下
枝
に
は
八
尺
凌
を
衝
け
て
」
天
皇
の

行
幸
を
迎
え
、
ま
た
伊
観
県
主
の
祖
五
十
隻
手
は
「
五
百
枝
の
賢
木

を
抜
取
り
て
、
燈
の
舶
艦
に
立
て
、
上
枝
に
は
八
尺
環
を
桂
け
、
短

枝
に
は
白
銅
鏡
を
漉
け
、
下
枝
に
は
十
握
剣
を
娃
け
て
、
穴
門
の
引

島
に
参
迎
へ
て
為
る
」
（
仲
哀
鵜
八
年
）
と
あ
る
。
　
賢
木
に
鏡
そ
の
他

を
桂
け
て
捧
げ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
神
に
献
ず
る
形
式
の
よ
う

に
の
み
解
さ
れ
や
す
い
が
、
実
は
同
時
に
そ
れ
が
神
ぞ
の
も
の
の
標

章
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
鏡
を
視
る
こ
と
神
を
視
る
が
ご
と
く
す
る

と
い
う
の
は
、
鏡
を
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
神
の
顕
現
を
示
す
と
い
う
こ
と
ぞ
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
鏡
を
伝
世
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
保
謹
を
受
け
継
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ぎ
神
の
祭
砂
を
継
ぎ
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
祭
政
一
致
と
い

え
ぼ
や
や
装
画
し
く
聞
こ
え
る
が
、
部
族
の
生
活
を
守
る
た
め
に
神

の
保
護
が
必
須
の
こ
と
と
さ
れ
た
社
会
で
は
、
神
威
を
顕
わ
す
た
め

の
宝
器
の
管
理
は
、
司
祭
的
首
長
の
責
任
で
も
あ
り
、
ま
た
彼
の
地

位
の
保
証
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
鏡
・
玉
。
剣
を
か
か
げ
て
天
皇

を
迎
え
た
の
も
、
自
己
の
司
祭
権
を
棄
て
て
、
神
と
と
も
に
服
従
を

誓
う
こ
と
の
表
明
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
武
日
照
命
が
天
か
ら
も
ち
き
た
っ
た
と
伝
え
て
、
乱
雲
大
神
の
宮

に
高
め
ら
れ
て
い
る
神
宝
を
、
崇
神
天
皇
が
見
た
い
と
い
っ
て
献
上

を
命
ぜ
ら
れ
た
物
語
（
巨
神
二
六
〇
年
）
な
ど
も
、
天
皇
と
し
て
も
単

な
る
好
奇
心
か
ら
の
思
い
つ
き
ぞ
は
な
か
ろ
う
が
、
嵐
雲
基
根
に
と

っ
て
は
司
祭
権
の
剥
奪
に
等
し
い
打
座
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
語
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ピ
へ
く
り

連
し
て
「
真
種
の
甘
美
鏡
、
押
し
羽
振
れ
、
山
河
の
水
泳
御
魂
、
静

め
控
け
よ
」
と
い
う
小
児
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
鏡
と

玉
と
を
も
っ
て
神
を
祭
る
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
あ
る
の
か
、
轟

雲
の
神
宝
の
主
な
る
内
容
が
鏡
と
玉
と
ぞ
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
天
日
槍
が
も
た
ら
し
て

但
馬
国
に
蔵
め
て
神
物
と
さ
れ
た
と
い
う
七
種
の
畑
物
の
中
に
は
、

各
種
の
玉
と
と
も
に
食
養
一
面
（
蕪
仁
道
三
年
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
の
ま
ほ
の

こ
の
鏡
が
欝
の
鏡
と
陣
ば
れ
た
こ
と
は
、
八
三
鏡
が
ま
た
雪
像
之
鏡

（
古
凝
給
遣
）
と
呼
ば
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
あ
る
ま
い
。
そ
れ
と
と

も
に
、
当
時
鏡
を
神
と
観
じ
た
の
は
、
限
ら
れ
た
大
和
の
首
長
だ
け

の
信
仰
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　
古
蹟
か
ら
発
見
さ
れ
る
漢
中
期
の
鏡
が
、
そ
こ
に
副
葬
せ
ら
れ
る

ま
で
に
二
、
三
世
紀
に
わ
た
っ
て
わ
が
国
ぞ
伝
世
さ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
鏡
の
使
用
の
目
的
が
、
た
と
え
ば
神

宝
と
も
呼
び
う
る
よ
う
な
、
伝
世
を
必
要
と
す
る
祭
祀
的
な
も
の
ぞ

あ
っ
た
か
ら
ぞ
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
貴
い
撮
物
と
し
て
中
国
鏡
が

選
ば
れ
た
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
鏡
銘
に
「
見
日
之
光
、
天
下
大
開
」

と
か
、
　
「
見
口
之
光
、
長
母
相
忘
」
な
ど
と
い
う
章
句
が
み
ら
れ
、

「
天
聴
集
光
」
、
「
明
如
日
月
」
な
ど
の
語
を
も
つ
て
鏡
の
明
る
さ
を

臼
の
光
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
ま
で
い
う
に
は

及
ぶ
ま
い
。
あ
る
い
は
五
十
接
手
が
鏡
。
玉
。
剣
を
天
皇
に
献
じ
た

時
に
、
「
ま
た
白
銅
鏡
の
ご
と
く
分
明
に
山
川
海
原
を
み
そ
な
わ
せ
「
　

と
奏
言
し
た
と
い
い
、
さ
ら
に
当
時
手
記
鏡
の
名
な
ど
も
あ
る
の
も
、

か
な
ら
ず
し
も
鏡
を
「
清
美
明
」
と
讃
え
「
明
鏡
」
と
呼
ぶ
中
国
鏡

の
銘
文
を
理
解
し
て
の
こ
と
と
断
ず
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
た
だ
鏡
に

神
を
視
よ
う
と
し
た
わ
が
上
代
人
の
直
観
は
、
そ
の
製
作
者
で
あ
る
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中
国
人
の
思
想
か
ら
み
て
も
、
は
な
は
だ
し
く
無
稽
の
こ
と
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
伝
世
す
べ
き

神
宝
と
し
て
中
国
鏡
を
選
ば
ね
ば
な
わ
な
か
っ
た
の
は
、
単
に
当
時

わ
が
国
ぞ
は
鋳
鏡
の
こ
と
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と

考
え
る
ほ
か
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
う
い
う
疑
問
が
で
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

伝
世
を
必
須
と
す
る
と
い
う
鏡
が
、
現
実
に
は
伝
世
せ
ら
れ
ず
し
て
、

あ
る
古
墳
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
嘉
　
実
は
、
こ
れ
ら
の
鏡
の
伝

枇
楯
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
学
説
に
矛
盾
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
こ
の
矛
盾
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈

の
う
ち
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
古
墳
営
造
者
の
行
為
の
上
に

生
じ
た
こ
と
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
等
は
伝
世

の
宝
器
を
保
持
し
つ
づ
け
た
あ
る
司
祭
的
首
長
の
死
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
首
長
の
存
在
を
よ
り
高
め
る
た
め
に
は
じ
め
て
古
墳
を
作
り
、

し
か
・
も
宝
器
の
伝
世
を
絶
っ
て
こ
れ
を
副
葬
晶
の
う
ち
に
加
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
を
か
く
も
権
威
あ
ら
し
め
た
聖
性
の
根
元
を
、
そ

こ
に
葉
て
去
る
こ
と
を
あ
え
て
し
た
の
ぞ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象

の
お
こ
り
え
た
理
由
は
、
死
者
に
代
っ
て
薪
た
に
そ
の
地
位
に
つ
く

べ
き
酋
長
に
と
っ
て
は
、
竜
は
や
そ
の
よ
う
な
燗
い
形
の
聖
性
の
附

与
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
を
保
証
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
が
な

く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
ご
言
に
し
て
い
え
ば
、
権
威
の
形

式
が
革
比
せ
ら
れ
た
の
ぞ
あ
る
。
崇
神
天
皇
が
そ
れ
ま
で
天
皇
の
大

殿
の
内
に
祭
っ
て
い
た
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
と
の
二
神
を
、
そ
れ

ぞ
れ
豊
鍬
入
姫
命
と
淳
名
城
入
婿
命
と
に
託
け
て
外
に
移
し
た
　
（
崇

神
紀
六
年
）
と
い
う
の
竜
、
た
と
え
そ
の
神
の
勢
を
畏
れ
て
共
に
住
む

に
安
か
ら
ず
と
い
う
信
仰
の
厚
さ
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
に

し
て
も
、
司
祭
的
性
格
か
ら
解
放
さ
れ
た
政
治
的
権
力
の
み
に
よ
っ

て
立
と
う
と
す
る
決
意
は
明
ら
か
に
読
み
と
れ
る
。

　
論
じ
て
こ
こ
に
い
た
れ
ば
、
さ
き
に
古
墳
の
発
生
の
理
由
と
し
て
、

貴
族
の
発
生
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
し
た
不
完
全
な
言
葉
の
意

味
は
、
貴
族
の
権
威
の
革
新
に
よ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
ぞ
存
在
し
な
か
っ
た
階
級
的
な
意
味
に

お
け
る
貴
族
が
新
た
に
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
在
来
の

貴
族
の
権
威
の
根
底
が
革
新
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
古
墳
の
発
生
を
貴
族
の
権
威
の
革
新
の
象
徴
と
し
て

把
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
薪
た
な
権
威
の
性
格
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
れ
を
外
的
要
困
に
よ
っ
て
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
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部
族
連
合
体
の
結
成
と
か
、
強
大
勢
力
へ
の
服
属
と
か
い
っ
た
、
対

外
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
首
長
の
地
位
の
外
的
承
認
と
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
内
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
首
長
権
の
世
襲
性
の
発
坐
と
関
係
づ
け
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
竜
と
よ
り
単
な
る
首
長
の
勉
位
の
外
的
承
認
な
ら
ば
、
す
ぞ
に

三
世
紀
の
邪
馬
台
国
に
も
認
め
ら
れ
る
し
、
首
長
権
の
世
襲
の
事
例

竜
ま
た
古
く
よ
り
あ
り
え
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
皇
位
を
め

ざ
し
て
天
皇
と
争
う
た
こ
と
が
記
紀
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
人
女
を
例
・

に
と
っ
て
も
、
後
に
は
早
撃
天
皇
に
対
す
る
塵
坂
・
忍
熊
両
皇
子
（
神

功
紀
元
年
）
や
、
　
仁
徳
天
皇
に
対
す
る
大
山
守
皇
子
（
仁
徳
官
紀
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

如
く
、
異
母
兄
の
関
係
に
あ
る
人
が
、
天
皇
の
即
位
に
先
だ
つ
て
優

先
権
を
主
張
す
る
行
動
に
臨
て
い
る
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
の
時
代

で
は
、
崇
神
天
皇
に
対
す
る
武
埴
安
彦
命
（
崇
神
紀
一
〇
年
）
は
叔
父

に
あ
た
り
、
垂
仁
天
皇
に
対
す
る
狭
穂
彦
（
難
仁
紀
五
年
）
は
従
兄
に

あ
た
る
と
い
う
よ
う
に
、
先
代
の
子
息
で
は
な
い
も
の
が
、
す
ぞ
に

即
位
を
し
た
天
皇
の
地
位
を
実
力
で
奪
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
注

意
さ
れ
る
。
こ
れ
を
皇
位
の
世
襲
制
は
す
で
に
行
わ
れ
な
が
ら
、
な

お
同
族
闘
に
お
い
て
こ
れ
に
反
抗
す
る
も
の
の
あ
っ
た
時
代
が
、
世

襲
制
の
確
立
に
い
た
る
ま
で
に
先
行
し
た
こ
と
を
示
す
屯
の
と
解
釈

し
う
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
抵
抗
を
生
み
な
が
ら
首
長
権
の
世
襲
が

強
行
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
段
階
を
、
い
ま
世
襲
制
の
発
生
期
と
し
て
謂

え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
内
外
両
要
因
は
、

現
象
と
し
て
は
お
そ
ら
く
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
に
は
世
襲
的
首
長
の
地
位
の
恒
常
性
の
外
的
承
認
と

い
う
言
葉
で
、
革
新
さ
れ
た
貴
族
の
権
威
の
内
容
を
表
現
し
て
お
き

た
い
と
思
う
。

　
繰
り
か
え
し
て
い
え
ば
、
神
を
祭
る
た
め
に
伝
世
す
る
こ
と
を
必

要
と
さ
れ
た
宝
鏡
が
、
伝
世
を
絶
っ
て
あ
る
首
長
の
墳
墓
に
劇
葬
せ

ら
れ
る
と
い
う
二
塁
の
生
じ
た
理
由
は
、
単
に
大
量
の
魏
晋
鏡
の
輸

入
に
よ
っ
て
、
吉
墳
に
鏡
を
副
葬
す
る
風
習
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
表
面
的
な
理
由
に
の
み
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
先
代

に
代
っ
て
薪
た
に
首
長
の
地
位
に
つ
い
た
後
継
者
に
と
っ
て
は
、
そ

の
首
長
と
し
て
の
権
威
の
性
格
が
、
か
つ
て
宝
器
の
保
持
者
が
部
族

内
に
お
い
て
獲
得
し
て
い
た
よ
う
な
宗
教
的
信
望
に
竜
と
つ
く
も
の

で
は
な
く
、
世
襲
制
の
も
と
に
お
け
る
当
然
の
継
承
者
と
し
て
、
異

な
っ
た
角
盆
か
ら
再
読
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
、
も
は
や
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ば
以
上
伝
世
の
必
要
を
失
う
た
か
ら
で
あ
る
。
古
壇
も
ま
た
、
ま
さ

に
こ
う
い
う
情
勢
の
変
化
を
契
機
と
し
て
発
生
し
た
も
の
と
考
え
ら

8　（8＞
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れ
る
の
で
あ
る
。

①
梅
原
末
治
博
士
『
讃
岐
高
松
石
清
尾
山
贋
塚
の
研
究
』
（
京
都
帝
国
大

　
学
丈
単
・
部
考
古
学
研
究
報
告
　
第
一
一
一
冊
、
昭
和
八
年
）
、
　
岡
ド
「
上
代
古

　
墳
出
一
土
の
古
榊
鱗
に
就
い
て
」
岸
（
『
口
本
・
考
古
巌
談
欄
攻
』
昭
和
一
五
年
）
。

④
　
小
林
行
雄
「
鍬
形
石
の
研
究
」
　
（
国
本
考
古
学
協
会
彙
報
　
別
篇
2
、

　
昭
和
二
九
年
）
。

③
　
梅
原
｛
不
治
櫨
四
達
『
蜥
讃
岐
高
松
石
滞
…
尾
山
石
塚
の
研
究
』
　
（
前
輿
）
図
版
　
「

　
第
三
九
参
照
。

①
　
古
譲
記
に
は
天
之
鷺
矛
の
神
宝
を
玉
津
宝
八
種
と
し
、
そ
の
う
ち
に
奥

　
津
鏡
・
辺
津
鏡
計
二
面
を
数
え
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
麟
紀
が
僥
遠
同
尊
が

　
天
よ
り
受
け
来
れ
る
天
．
爾
騨
の
瑞
宝
十
種
と
し
て
、
澱
…
灘
翫
観
・
辺
津
斜
脚
そ
の

　
他
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
鎮
魂
の
具
と
し
て
い
る
こ
と
と
闘
係
が
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
雷
長
が
神
宝
を
亀
っ
て
神
　
を
聚
る
と
い
う
こ
と
は
、
首
長

　
が
神
か
ら
活
動
力
を
受
け
る
儀
式
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
う
る
。

⑤
　
皇
位
を
争
う
も
の
が
異
母
兄
で
あ
る
段
階
に
つ
づ
い
て
、
同
ド
母
兄
弟
に

　
な
っ
た
段
階
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
履
中
天
畠
に
対
す
る
住
吉
仲
盛
子
、

　
安
康
天
皇
に
対
す
る
木
梨
軽
皇
子
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
五
世
紀
を
特

　
色
づ
け
る
兄
弟
相
続
の
頻
繊
亀
同
じ
現
象
で
あ
ろ
う
。
（
下
図
参
照
）

⑥
松
世
羅
が
つ
い
に
伝
世
を
絶
っ
て
古
壇
に
認
葬
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
意

　
味
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
　
一
地
域
に
若
干
の
古
墳
が
存
在

　
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
で
も
古
く
作
ら
れ
た
古
墳
に
伝
世
鏡
の
副
騨

　
を
見
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
悪
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ

　
ら
の
古
墳
が
す
べ
て
前
期
に
は
遡
り
え
な
い
も
の
の
み
で
あ
る
よ
う
な
揚

　
合
に
は
、
中
期
の
古
墳
に
亀
伝
世
鏡
の
謝
葬
が
見
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

　　

@　

@　

g
塞
王
命
－
囎

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
H
霧

毒
元
團
撮
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兆
観
霞
燥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仁
蟹
醜
行
羅
羅
叢
叢
霞
掌
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紳
㎜
澱
窒

　　

g
騒
臥

み
重
　
諜

忍
焦
馨

仲

髭L
慮

　中
景Lr
イニE

し
た
が
っ
て
伝
世
鏡
に
よ
っ
て
古
駅
〃
の
発
生
の
歴
筆
墨
意
義
を
考
え
よ
う

と
す
る
立
揚
は
、
必
ず
し
竜
伝
胃
鏡
を
有
す
る
こ
と
を
竜
っ
て
、
そ
の
古

墳
が
前
期
の
竜
の
で
あ
る
証
拠
と
な
る
こ
と
を
説
こ
う
と
す
る
亀
の
で
は

な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
資
料
の
う
ち
に
は
、
　
一
例
で
は
あ
る
が
近
接

す
る
二
古
墳
の
う
ち
の
期
し
い
古
墳
の
方
に
の
み
伝
世
饒
の
副
騨
を
見
る

実
例
も
あ
る
。
田
城
国
綴
喜
群
八
幡
町
西
車
塚
と
終
車
塚
の
揚
含
が
そ
れ

で
、
繰
車
塚
古
墳
が
傾
斜
地
を
利
用
し
た
前
方
後
円
の
層
形
と
い
い
、
草

編
石
・
石
釧
・
轡
形
石
な
ど
の
豊
富
な
剛
灘
と
い
い
、
平
地
に
築
か
れ
て

碧
王
製
腕
飾
類
を
も
た
ぬ
京
軍
塚
よ
り
は
古
く
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
伝
世
の
長
筑
子
町
内
行
花
蕊
鏡
は
東
車
嶽
の
方
か
ら
娼
早
し
て
い

る
。
古
墳
の
発
生
は
伝
世
鏡
の
翻
弊
を
幾
等
と
す
る
契
機
を
生
じ
は
し
た

（9）9



が
、
も
し
よ
り
強
大
な
政
濃
的
権
力
に
よ
っ
て
伝
樵
を
絶
つ
こ
と
を
強
鋼

霊
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
な
お
し
ば
ら
く
は

二
世
を
つ
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
跡
・
惰

に
よ
っ
て
、
中
期
の
古
墳
に
い
た
っ
て
伝
世
鏡
が
同
室
せ
ら
れ
る
こ
と
も
、

時
に
は
あ
η
え
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
東
車
塚
の
特
殊
性
は
、
幽
谷
の
同
ド
箔
鏡
の
囲
表
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
華
車
塚
は
間
接
に
山
城
大
塚
臨
と
結
び
つ
く
に
対
し
、
蔓
草
塚

は
大
和
新
山
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
同
箔
鏡
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と

　
壮
大
な
古
墳
を
築
い
て
先
代
の
首
長
を
葬
る
と
い
う
風
習
が
、
本

来
畿
内
を
中
心
と
し
て
起
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
す

で
に
学
界
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
古
壇
の
営
造
者

が
、
世
襲
制
に
も
と
づ
い
て
首
長
の
地
位
を
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
も
、
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
し
よ
う
。
し
か

し
、
は
た
し
て
彼
の
継
承
し
た
地
位
が
、
大
和
政
権
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
た
県
主
的
地
位
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
直
接
の
従
属

関
係
な
も
た
な
い
、
独
立
小
国
の
王
的
地
位
で
あ
っ
た
か
は
、
い
ま

ま
で
に
は
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が

県
主
的
地
位
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
地
域
に
お
け
る
古

墳
の
発
生
に
先
立
っ
て
、
か
な
ら
ず
そ
れ
ら
の
地
域
が
大
和
政
権
と

の
開
に
連
繋
を
結
ん
で
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
た

と
え
ば
、
い
ま
前
期
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
時
期
の
古
墳
の
分
布
を

調
べ
る
と
、
　
そ
れ
が
柵
果
海
道
で
は
武
曲
顧
ま
で
、
東
由
田
道
ノ
し
は
上
野
4
に

ま
で
、
い
ず
れ
も
か
ろ
う
じ
て
達
し
、
北
陸
道
に
は
ほ
と
ん
ど
お
よ

ば
ず
、
西
海
道
で
は
わ
ず
か
に
筑
前
と
豊
前
と
を
含
む
程
度
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
、
あ
る
時
期
に
お
け
る
大
和
政
権
の
力
の

ひ
ろ
が
り
を
推
し
は
か
る
こ
と
は
ぞ
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
古
墳
が
当

時
真
に
大
和
政
権
の
勢
力
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
遺
さ
れ
た
も
の
ぞ

あ
る
か
否
か
は
、
こ
れ
だ
け
の
材
料
か
ら
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。

問
題
の
核
心
を
つ
く
た
め
に
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
古
墳
に
あ
ら
わ

れ
た
種
六
の
現
象
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
が
外
部
か
ら
の
模
倣
の
結
果

ぞ
は
な
く
、
内
部
か
ら
の
供
給
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
う
る
よ
う
な
も
の
を
摘
出
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
あ
る
地
域
に
お
け
る
古
墳
の
発
生
を
大
和
政
権
の

主
動
性
に
よ
っ
て
事
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
魏

晋
鏡
の
う
ち
に
例
の
多
い
同
箔
鏡
を
、
考
察
の
材
料
と
す
べ
き
で
あ

る
。　

同
箔
鏡
と
は
、
同
じ
鋳
型
を
用
い
て
鋳
造
せ
ら
れ
た
鏡
の
意
味
で

ユ．Q（10）
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あ
っ
て
、
中
国
鏡
に
も
彷
製
鏡
に
も
そ
の
例
が
あ
り
、
わ
が
古
墳
に

側
葬
せ
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
も
、
各
時
代
に
わ
た
る
実
例
が
少
く

　
①

な
い
。
い
ま
そ
の
う
ち
か
ら
魏
晋
代
の
三
角
縁
神
獣
鏡
と
、
そ
の
彷

製
鏡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
を
主
と
し
た
、
三
〇
種
の
鏡
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。
取
り
あ
つ
か
う
同
箔
鏡
の
種
類
を
三
〇
種
に
限

っ
た
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
西
は
北
九
州
か
ら
東
は
関
東
に
及
ぶ
三

七
基
の
古
墳
が
、
相
互
に
同
箔
鏡
を
分
有
す
る
関
係
に
よ
っ
て
結
ば

れ
て
、
大
き
な
一
つ
の
群
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
関

係
を
図
表
に
よ
っ
て
示
す
と
次
頁
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
図
表
に

お
い
て
、
二
つ
の
古
墳
名
を
連
結
す
る
太
線
は
、
両
古
墳
が
同
一
種

類
の
同
箔
鏡
を
分
有
す
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
線
上
に
あ
る
数
字
は
、

か
り
に
つ
け
た
同
箔
鏡
の
鏡
式
を
あ
ら
わ
す
番
号
ぞ
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
数
字
を
中
心
と
し
て
見
れ
ば
、
数
掌
の
位
置
に
集
ま
る
線
の

数
は
、
そ
の
同
箔
鏡
が
良
好
の
古
墳
に
わ
か
れ
て
副
葬
さ
れ
て
い
る

か
を
示
す
。
ま
た
古
墳
名
を
遠
心
と
し
て
見
れ
ば
、
古
墳
名
の
矩
形

の
周
囲
か
ら
爵
て
い
る
線
の
数
は
、
そ
こ
か
ら
幾
種
類
の
同
箔
鏡
が

発
見
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
同
箔
鏡
が
ご
つ
以
上
の
吉
墳
か
わ
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
に
対
し
て
は
、
こ
れ
が
か
つ
て
わ
が
國
に
屯
た
ら
さ
れ
た
多

量
の
鏡
の
う
ち
に
偶
然
に
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
薫
ん
ら
の
必
然
性
を

も
た
ず
に
、
鏡
の
分
配
の
過
程
に
お
い
て
、
各
地
の
古
蹟
の
被
葬
者

の
所
有
に
帰
し
た
と
い
う
解
釈
が
下
さ
れ
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
現
実
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
山
城
国
衆
楽
郡
高
麗
村
椿
井
大
塚

山
古
墳
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
鏡
式
の
明
ら
か
な
二
三
面
の
三
角
縁
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

獣
鏡
中
に
、
同
箔
置
三
種
七
面
（
二
面
同
箔
二
種
、
三
面
同
誌
一
種
）

を
ふ
く
む
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
古
墳
に
同
じ
同
七
並
が
二
面
以

上
、
同
時
に
所
有
さ
れ
て
い
る
例
が
少
く
な
い
こ
と
か
ら
み
る
と
、

こ
れ
ら
の
所
有
者
が
鏡
の
同
箔
を
意
識
し
え
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く

否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
今
日
の
考
古
学

者
の
よ
う
に
、
厳
密
な
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
風
鏡
で
あ
る

こ
と
を
知
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

ら
が
将
来
さ
れ
、
ま
た
保
存
さ
れ
て
い
た
状
態
の
う
ち
に
、
比
較
的

容
易
に
そ
の
色
箔
で
あ
る
こ
と
が
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
な
手
懸
り
が

与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
わ
が
国
で
舐
土
し
て
い
る
約

一一

Z
〇
面
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
う
ち
、
同
書
鏡
で
あ
る
こ
と
の
明
ら

か
に
さ
れ
た
も
の
は
す
ぞ
に
そ
の
三
分
の
一
に
達
す
る
ほ
ど
で
あ
る

上
に
、
同
一
種
の
鏡
に
つ
い
て
五
面
以
上
の
同
膳
部
の
発
見
さ
れ
て

い
る
例
も
少
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
や
想
像
を
た
く
ま
し
く
す

11 （11）
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墳の発生の歴史的意義（小林）

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
鏡
が
輸
入
せ
ら
れ
た
際
に
は
、
か
な

り
多
く
の
量
が
…
数
牧
ず
つ
の
同
海
鏡
の
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
そ
の
一
セ
ッ
ト
は
同
一
の
鏡
匝
に
望
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
、
さ
ら
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
そ
の
星
眼
の
ま
ま
保
管
さ
れ
た

こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
同
箔
鏡
に
対
す
る
特
別
の
注
意

が
生
じ
え
た
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
由
城
大
塚
山
吉
墳
と
大
和
佐
味
田
古
墳
（
7
・
9
）
、
あ
る

い
は
豊
前
石
塚
山
古
墳
（
8
・
1
3
）
、
あ
る
い
は
ま
た
豊
前
赤
塚
古
墳

（
1
2
・
1
3
）
と
の
聞
に
見
わ
れ
る
よ
う
に
、
ご
つ
の
古
墳
に
お
い
て
二

種
の
同
箔
鏡
が
い
ず
れ
も
分
け
て
所
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
の

あ
る
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
で
ぽ
な
く
、
そ
こ
に
間
箔
な
る
が
故
の

分
配
と
い
う
考
え
が
介
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

二
つ
の
古
い
墳
が
一
種
類
の
同
割
鏡
を
参
禅
す
る
場
合
に
も
、
こ
れ
を

そ
の
一
方
か
ら
他
方
へ
分
与
せ
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
第
三
の
所
麿

者
か
ら
は
じ
め
の
両
者
へ
分
与
せ
ら
れ
た
結
果
と
見
る
こ
と
が
ぞ
き

る
で
あ
ろ
う
。
第
三
者
か
ら
の
分
与
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
場
合

と
は
、
た
と
え
ば
但
馬
森
尾
古
墳
と
上
野
柴
崎
古
墳
と
か
ら
発
見
さ

れ
て
い
る
正
始
元
年
銘
神
獣
鏡
（
2
）
に
対
し
て
、
　
そ
れ
が
別
に
上

野
柴
崎
降
壇
と
の
闘
に
潤
箔
の
三
神
三
獣
脂
賢
聖
鏡
（
O
露
）
　
を
分
有
し

て
い
る
大
和
薪
山
古
墳
の
被
葬
者
か
ら
、
両
古
墳
の
被
葬
者
に
与
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な

例
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
舶
載
鏡
に
つ
い
て
節
煙
さ
れ
た
以
上
の
よ
う
な
関
係
は
、
彷
製
鏡

の
場
合
に
も
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
摂
津
紫
金
山
古
墳
に
お
い
て
、

同
箔
鏡
二
種
四
面
（
2
2
・
2
8
各
…
薔
）
の
共
存
が
見
ら
れ
、
ま
た
同
古

墳
と
長
門
長
光
寺
山
古
墳
と
の
闇
に
、
二
種
（
2
2
・
2
3
）
の
岡
箔
鏡
の

分
有
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
彷
製
鏡
に
つ
い
て
屯
、
そ
の
同
製
鏡
で

あ
る
こ
と
の
意
識
や
、
・
そ
の
た
め
の
分
配
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
い
ま
こ
の
図
表
に
お
い
て
、
九
種
の
多
き
に
わ
た
る
同
幻
象

を
、
筑
前
武
蔵
・
豊
前
石
塚
山
・
豊
前
赤
塚
・
周
防
竹
叢
・
播
磨
吉

島
・
河
内
簿
殿
山
。
山
城
長
法
寺
・
大
和
佐
味
田
、
遠
江
大
塚
。
相

模
大
塚
山
・
武
蔵
白
山
。
上
野
三
本
木
の
一
ご
古
墳
と
の
間
に
直
接

に
分
有
し
て
い
る
、
山
城
大
塚
山
古
墳
の
場
ム
ロ
を
と
り
あ
げ
て
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず

一
般
論
と
し
て
、
一
一
つ
の
古
墳
．
の
闇
に
同
質
鏡
の
分
有
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
、
そ
の
一
方
か
ら
他
方
へ
嗣
江
都
が
譲
ら
れ
た
か
、
第
一
二
者

か
ら
爾
者
が
護
り
受
け
た
か
の
い
ず
れ
か
と
囲
え
う
る
こ
と
は
、
す
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で
に
蓄
財
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
山
城
大
塚
甑
箱
宮
の
よ
う
に
九

種
類
に
も
上
る
亭
亭
鏡
を
分
有
す
る
例
の
場
合
に
は
、
そ
の
分
配
に

際
し
て
第
三
者
の
介
在
を
考
慮
す
る
余
地
は
乏
し
い
と
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
山
城
大
塚
山
が
各
地
か
ら
鏡
の
献
上
を
受
け
た
か
、

逆
に
そ
の
所
膚
鼎
を
各
地
に
分
与
し
た
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
が
、

山
城
大
塚
山
と
の
間
に
同
轍
鏡
を
分
有
す
る
古
墳
の
分
布
が
、
西
は

筑
前
・
豊
前
・
周
防
か
ら
束
は
相
模
。
武
蔵
∵
上
野
に
お
よ
ん
で
い

る
こ
と
を
思
う
と
、
特
に
東
国
の
諸
首
長
が
、
畿
内
へ
献
上
し
う
る

ほ
ど
多
数
の
同
箔
鏡
を
そ
れ
以
前
に
所
有
し
て
い
た
と
は
想
像
し
が

た
い
。
故
に
こ
の
場
合
は
、
山
城
大
塚
山
か
ら
各
地
の
首
長
に
鏡
が

分
与
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
も
っ
と
も
可
能
性
の
あ
る
解
釈
に
な

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
さ
ら
に
、
山
城
大
塚
山
古
壇
に
残
さ
れ
て
い
た
鏡
の
分
配
に
つ
い

て
は
第
三
考
の
介
在
を
容
れ
る
必
要
は
な
い
と
し
て
も
、
他
の
二
古

墳
の
開
に
見
ら
れ
る
評
言
鏡
の
分
有
に
対
し
て
、
山
城
大
塚
出
が
第

三
者
た
る
鏡
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
場
合
の
あ
る
こ
と

は
、
充
分
に
推
論
し
う
る
根
拠
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
城
長
法
寺

（一

ﾊ
）
・
山
城
馬
車
塚
・
摂
津
ヘ
ボ
ン
塚
・
美
濃
長
塚
の
四
古
墳
か

ら
五
面
の
同
野
畑
が
発
見
さ
れ
て
い
る
天
・
王
・
日
・
月
唐
草
黒
帯

二
神
二
獣
心
（
1
0
）
に
対
し
て
は
、
一
般
的
原
剛
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら

が
山
城
長
法
寺
か
ら
他
の
三
者
に
分
与
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

も
想
像
し
う
る
が
、
出
城
長
法
寺
と
の
闇
に
天
王
日
月
四
神
四
獣
鏡

（
2
エ
）
の
同
筆
鏡
を
分
有
し
て
い
る
山
城
大
塚
由
か
ら
、
直
接
に
以

上
の
四
古
墳
の
被
葬
者
に
分
配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
。
山
城
｛
本
松
塚
古
墳
．
が
播
磨
吉
島
古
墳
と
の
聞
に
分

有
し
て
い
る
同
誌
鏡
1
、
甲
斐
銚
子
塚
演
壇
が
上
野
ゴ
一
本
木
古
墳
と

の
閥
に
分
有
し
て
い
る
同
箔
鏡
4
な
ど
は
、
山
城
大
塚
山
か
ら
分
与

を
う
け
て
大
塚
山
に
は
残
ら
な
く
な
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
に
、
竜

つ
と
も
適
当
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
河
内
御
殿
山
古
墳
と
大
和
佐

味
田
古
墳
と
に
分
有
さ
れ
て
い
る
同
箔
鏡
1
8
の
如
き
も
、
河
内
御
殿

山
に
対
し
て
は
同
四
鏡
8
と
と
も
に
、
大
和
佐
味
田
に
対
し
て
は
同

誌
鏡
7
・
9
と
と
も
に
、
山
城
大
塚
山
か
ら
分
与
せ
ら
れ
て
、
ま
た

大
塚
山
に
は
残
ら
な
く
な
っ
た
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
列
挙
し
た

一
二
古
墳
の
ほ
か
に
、
播
磨
加
古
川
。
摂
津
ヘ
ボ
ン
塚
・
山
城
一
本

松
申
出
。
山
城
｝
四
｛
単
塚
・
近
江
六
法
｝
蔵
。
一
伊
巻
軸
岡
野
・
美
濃
属
ハ
塚
・
一
丁

斐
銚
子
塚
な
ど
の
八
古
墳
も
ま
た
、
山
城
大
塚
出
か
ら
直
接
に
同
箔

鏡
の
分
与
を
う
け
た
候
補
者
に
加
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
こ
れ
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古毅の発生の歴史的意麗（小林）

ら
の
古
墳
に
つ
い
て
は
、
山
城
大
塚
山
と
の
闇
に
直
接
の
関
係
が
あ

っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
騰
躇
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
鏡
が
も
と

は
由
城
大
塚
由
か
ら
出
蔵
さ
れ
た
も
の
ぞ
あ
る
と
す
る
闇
接
の
関
係

の
存
在
は
、
か
な
り
の
確
実
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
山
城
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
と
い
う
畿
内
の

一
首
長
が
ハ
全
国
各
地
に
わ
た
る
一
ご
ヵ
所
あ
る
い
は
二
〇
ヵ
所
の

雷
長
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
鏡
を
与
允
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ

り
え
た
の
は
、
決
し
て
貢
献
の
意
味
で
は
な
く
、
必
ず
や
恩
賜
の
意

味
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
が
な
い
。
ま
た
与
え
る
側
と
受
け
る
側
と
が

対
等
の
交
渉
ぞ
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
拡
範
囲
に
わ
た
る
結
果
は
生
じ
ま

い
。
ま
た
か
り
に
、
北
九
州
の
諸
首
長
に
対
し
て
は
、
山
城
大
塚
由

の
方
が
受
け
と
る
立
場
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
各
地
か
ら
徴
集
す
る

と
い
う
の
は
、
や
は
り
山
城
大
塚
山
の
方
が
上
位
の
交
渉
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
細
部
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
に
し
て
も
、
い
ま
問
題
に
し

て
い
る
山
城
大
塚
出
古
壌
と
関
係
の
あ
る
諸
古
墳
の
被
葬
者
は
、
山

城
大
塚
山
古
遊
猟
の
男
雛
4
者
の
生
尾
上
に
お
い
て
、
よ
り
厳
密
に
い
う
・
な

む
ば
大
塚
山
古
蹟
の
作
ら
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
大
塚
山
古
墳
の
被

葬
者
な
い
し
、
そ
の
入
に
よ
っ
て
代
爽
さ
れ
る
よ
り
大
き
な
政
治
的

勢
力
の
下
に
締
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
ぞ
き
る
。
し
か

も
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
筑
前
武
蔵
・
豊
前
石
塚
山
・
豊
前

赤
塚
な
ど
の
諸
古
墳
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
い
ず
れ

も
こ
れ
ら
の
地
方
に
お
け
る
最
古
の
古
蹟
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
地
方
に
お
い
て
は
、
古
墳
の
轟
轟
に
先
立
っ
て
、
す
で
に

畿
内
の
政
治
的
勢
力
へ
の
結
び
つ
き
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
東
国
の
場
合
に
も
そ
の
闇
の
事
情
は
ま
っ
た
く

同
様
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
同
箔
鏡
を
用
い
て
畿
内
の
古
狸
と
地
方
の
古

墳
と
の
結
び
つ
き
を
証
明
す
る
方
法
に
よ
る
な
ら
ば
、
地
方
に
お
け

る
古
墳
の
過
現
が
、
大
和
政
権
の
勢
ヵ
範
囲
外
に
お
い
て
も
生
じ
え

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
は
、
実
証
的
に
は
い
ち
じ
る
し
く
可

能
性
を
欠
く
竜
の
と
い
い
う
る
の
ぞ
あ
る
。
論
じ
て
こ
こ
に
い
た
れ

ば
、
先
に
地
方
に
お
け
る
古
壇
の
発
生
の
原
因
を
、
単
な
る
首
長
権

の
世
襲
制
の
発
生
と
い
う
内
的
要
因
の
み
で
な
く
、
そ
の
外
的
要
因

を
加
え
て
、
大
和
政
権
に
よ
る
承
認
を
伴
う
た
、
首
長
の
県
主
的
存

在
へ
の
転
化
に
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
は
じ
め
て
妥
当
性
の
あ

る
推
論
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
信
ず
る
。

　
た
だ
一
言
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
論
述

に
お
い
て
は
、
説
明
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
岡
箔
鏡
の
分
与
を
す
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。
へ
て
そ
れ
一
か
発
闘
ル
さ
れ
た
二
古
櫨
弘
の
被
葬
者
の
間
に
行
わ
れ
た
」
も
の

と
し
て
取
り
あ
つ
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
事
笑
は
こ
れ
ら
の
魏

悪
鏡
の
輸
入
せ
ら
れ
た
当
時
か
ら
、
そ
れ
が
各
地
の
古
墳
に
副
葬
せ

ら
れ
る
ま
ぞ
の
聞
に
は
、
す
く
な
く
と
竜
半
世
紀
以
上
の
年
代
の
開

き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
箔
鏡
の
分
与
が
そ
の

輪
入
腹
後
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
関
与
し
た
人
々

は
、
こ
れ
ら
の
鏡
が
発
見
さ
れ
た
古
墳
の
被
葬
者
と
は
世
代
を
異
に

す
る
人
々
で
あ
っ
た
場
合
も
数
多
く
生
じ
え
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
ま

で
こ
の
点
に
ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
可
能
性
を
疑
う
か
ら
で
は

な
く
、
、
同
箔
鏡
に
対
す
る
当
面
の
問
題
の
解
明
に
は
関
連
す
る
と
こ

ろ
が
す
く
な
い
と
考
え
て
、
省
略
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
岡

飛
鏡
の
分
与
を
輸
入
直
後
の
三
世
紀
中
葉
に
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
邪
馬
壼
国
当
時
に
お
け
る
山
城
南
部
に
、
後
の

大
塚
山
古
墳
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
優
勢
な
国
が
あ
っ
た

こ
と
を
籾
鱒
め
ね
ば
な
・
り
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
問
題
は
ま
す
ま
す
拡

が
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

①
　
小
林
行
維
「
憎
回
箔
鏡
に
よ
る
⊥
百
墳
の
年
代
の
研
究
」
　
（
考
古
巌
ナ
雑
誌

　
第
三
八
巻
第
三
暑
、
昭
和
二
七
年
）
参
照
。
な
お
こ
の
旧
稿
と
本
論
丈
と

　
の
閻
に
記
述
の
｝
致
し
な
い
点
が
あ
る
の
は
、
す
べ
て
本
論
文
に
よ
っ
て

　
訂
正
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
あ
つ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

②
　
こ
の
う
ち
＝
耀
は
慮
城
大
塚
田
欝
欝
に
お
い
て
の
み
応
報
…
鏡
が
発
見
さ

　
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
掲
げ
た
伺
鞄
鏡
の
図
表
嘩
に
は
表

　
示
さ
れ
て
い
な
い
．
い
縫
口
隆
康
「
出
械
癩
困
霜
…
漁
ポ
郡
裕
ハ
麗
将
θ
縣
…
詐
〔
大
塚
山
志
胃

　
墳
罰
竪
紙
報
」
　
　
（
史
林
　
　
強
弓
三
山
ハ
轟
潜
第
三
号
、
　
昭
和
二
八
年
）
　
血
忌
昭
恥
。

四
　
邪
馬
褻
国
所
在
地
論
へ
の
関
連

　
大
正
時
代
の
邪
馬
肉
国
所
在
地
論
争
に
お
い
て
、
わ
が
古
墳
田
土

の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
代
表
と
す
る
魏
晋
鏡
の
分
布
が
、
畿
内
を
中
心

と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
有
力
な
証
拠
と
し
て
挙
げ
る
考
古
学
者
と
、

鏡
の
如
く
移
動
し
や
す
い
遺
物
の
分
布
の
如
ぎ
は
一
周
置
値
せ
ず
と

す
る
史
家
と
の
間
に
、
意
見
の
対
立
を
見
た
こ
と
は
著
名
な
事
笑
で

あ
る
。
当
時
は
不
幸
に
し
て
こ
れ
以
上
の
論
議
が
重
ね
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
は
た
し
て
考
古
学
者
は
、
鏡
の
分
布
に
は
後
代
に
お
け
る
鏡

の
移
動
と
い
う
一
両
が
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
史
家
は
、
そ
こ
に
は
鏡
の

輸
入
当
時
に
お
け
る
国
内
の
政
治
酌
状
勢
の
反
映
は
ま
っ
た
く
見
ら

れ
な
い
と
断
言
す
る
自
儒
を
竜
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
古
墳
禺
土
の
謬
論
鏡
の

分
布
が
、
す
ぞ
に
同
仁
鏡
に
つ
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
三
蝕
紀
申

葉
以
後
に
お
け
る
国
内
ぞ
の
鏡
の
移
動
の
結
果
を
も
反
映
し
て
い
る
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こ
と
は
、
誰
し
も
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
以
外
に
、
も
し
三
世
紀
中
葉
に
お
け
る
政
治
的
情
勢
を
も

反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
鏡
の
分
布
観
か
ら
は
邪
馬
憂
国
九
州
説

の
成
立
は
困
難
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
簡
単
な
理
窟
が
忘
れ
ら

れ
て
い
た
の
は
、
当
時
の
考
古
学
者
が
、
問
題
を
た
だ
分
布
の
密
度

の
み
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
国
内
に
お
け
る

後
の
移
動
を
充
分
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る

電
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
論
争
は
い
わ
ば
幼
稚
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
は
鏡
の
平
面
的
な
分
布
の
ど
こ
ま
で
が
三
世

紀
中
葉
の
事
態
を
反
映
し
、
ど
の
程
度
が
後
の
移
動
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
を
識
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
識
別
が
容

易
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
そ
こ
に
古
い
政
治
的
情
勢
の
反

映
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
つ
て
わ
が
国
に
お
け
る
逼
塞
鏡
の
分

布
の
状
態
の
う
ち
に
、
三
世
紀
中
葉
の
政
治
的
情
勢
を
反
映
す
る
部

分
の
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
た
の
は
、
銅
鏡
百
枚
を
魏
㎜
帝
か
ら
贈
ら
れ

た
と
ま
で
伝
　
え
る
邪
馬
盛
事
が
、
九
州
の
地
に
あ
っ
た
こ
と
の
痕
跡

が
、
考
古
学
者
の
提
示
し
た
鏡
の
分
布
状
態
の
上
に
ま
っ
た
く
認
め

ら
れ
な
い
か
ら
ぞ
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
半
世
紀
以
上
も

以
前
の
政
治
…
的
情
勢
は
、
後
代
に
終
結
し
た
鏡
の
分
布
の
上
に
は
残

さ
れ
え
な
い
と
い
う
決
定
的
な
審
判
で
は
な
く
、
邪
馬
憂
国
九
州
説

を
奉
ず
る
た
め
に
は
、
同
時
に
は
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で

あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
論
鏡
か
ら
導
き

轟
さ
れ
た
以
上
の
推
論
に
対
し
て
も
、
そ
う
し
た
人
々
は
故
意
に
同

を
ふ
さ
ご
う
と
す
る
か
屯
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
こ
れ
ら
の

鏡
が
一
旦
は
九
州
の
邪
馬
憂
国
へ
輸
入
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、
同
箔
置
の
分
有
関
係
の
上
に
は
、
邪
馬
憂
国
か
ら
当
時
そ

の
傘
下
に
あ
っ
た
諸
小
国
に
、
そ
れ
が
分
配
さ
れ
た
痕
跡
が
ま
っ
た

く
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
す
べ
て
後
に
畿
内
勢
力
の
手
に
よ
つ
て
鳴

海
せ
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
邪
馬
憂
国
当
時
に
は
、
そ
の
勢
力
範
囲

内
へ
は
鏡
が
全
然
分
配
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
ほ
か
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
蛇
足
な
が
ら
は
っ
き
り
申
し
て
お
き
た
い
。

　
も
し
ま
た
同
箔
鏡
の
分
有
関
係
の
上
に
、
三
世
紀
申
葉
の
政
治
的

情
勢
が
反
映
し
て
い
な
い
と
か
、
邪
馬
憂
国
当
時
に
は
鏡
が
分
配
さ

れ
な
か
っ
た
と
か
い
う
の
は
思
い
す
ご
し
で
あ
っ
て
、
一
部
に
は
そ

れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

具
体
的
に
は
筑
前
武
蔵
・
豊
前
石
塚
山
（
二
面
）
・
豊
前
赤
塚
の
三
吉

墳
に
よ
っ
て
所
持
さ
れ
て
い
る
天
王
萄
月
獣
心
帯
三
神
三
獣
鏡
（
1
3
）
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で
あ
る
と
か
、
筑
前
唐
人
池
・
豊
前
石
塚
山
の
二
古
墳
に
よ
っ
て
所

持
さ
れ
て
い
る
天
王
・
賦
月
並
丈
帯
四
神
四
獣
鏡
（
｝
O
】
）
を
も
っ
て
、

当
時
九
州
内
部
で
分
配
さ
れ
た
も
の
の
名
残
り
と
す
る
ほ
か
は
あ
る

ま
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
場
合
に
は
、
一
方
ぞ
は
そ
れ
ら
と
同
じ
同
感

鏡
の
他
の
一
面
が
、
山
城
大
塚
山
古
謡
や
大
却
新
山
古
墳
に
も
き
て

い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
は
九
州
に
お
い
て

ま
ず
鏡
が
分
配
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

畿
内
に
対
し
て
も
九
州
の
首
長
の
一
人
か
ら
献
上
さ
れ
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
か
り
に
山
城
大
塚
山
の
鏡
は
豊
前
石
塚
山
か
ら
献
上
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
石
塚
山
ぞ
は
所
有
し
て
い
る
鏡
の
う
ち
の

一
部
を
畿
内
に
贈
っ
た
だ
け
で
、
残
り
は
自
己
の
手
も
と
に
保
存
す

る
、
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
の
場
合
に
、
山
城
大
塚
山

の
鏡
が
石
塚
山
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
別
の
九
州
の
某
首
長
か
ら
献
上

さ
れ
た
も
の
ぞ
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
首
長
は
所
蔵
の
鏡
の
す
べ

て
を
献
上
さ
せ
ら
れ
、
石
塚
山
ら
は
所
持
を
許
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
邪
馬
毫
国
治
下
の
北
九
州
の
諸
首
長
の
う
ち
ぞ
、
後

に
彼
等
が
大
和
政
権
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
際
に
、
所
蔵
の
鏡
を
こ

と
ご
と
く
没
牧
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
れ
を
免
ぜ
ら
れ
、
ま
た
一
部
を

残
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
も
の
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
寛

大
な
処
羅
を
受
け
え
た
北
九
州
の
一
部
の
首
長
た
ち
が
、
亮
後
に
古

墳
を
築
い
て
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
生
前

に
お
け
る
畿
内
と
の
特
別
な
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
、
北
九
州
に
お
け
る
古
墳
の
発
生
が
、
ま
た
大
和
政
権
と
の
結

び
つ
き
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
立
証
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
同
箔
鏡
の
分
有
関
係
の
上
に
三

世
紀
中
葉
の
政
治
的
情
勢
も
ま
た
反
映
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

よ
り
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
ぞ
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

ら
、
山
城
大
塚
山
の
よ
う
に
、
畿
内
の
み
で
な
く
、
」
西
は
北
九
州
か

ら
東
は
関
東
の
一
部
に
ま
で
政
治
的
交
渉
を
も
ち
え
た
よ
う
な
強
大

な
勢
力
の
所
有
者
が
、
山
城
南
部
に
存
在
す
る
と
い
う
四
世
紀
前
半

の
状
態
が
、
そ
の
ま
ま
三
世
紀
中
葉
以
来
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
想
像
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
理
論
的
な
非
難
を
う
け
る

こ
と
が
す
く
な
く
な
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
同
孟
冬
の
分
有
関
係
に
お
い
て
山
城
大
塚
出
古
墳
の
示
す
事
実
の

う
ち
に
、
も
し
三
世
紀
中
葉
の
状
態
を
反
映
す
る
部
分
と
、
そ
れ
以

後
の
鏡
の
移
動
に
よ
る
結
果
と
が
、
二
つ
な
が
ら
あ
ら
わ
れ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
数
十
面
に
の
ぼ
る
舶
載
鏡
が
集
中
し

て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
こ
ユ
＼
由
来
の
古
い
も
の
と
認
む
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べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
σ
こ
の
古
墳
か
ら
も
、
同
齢
に
伝
世
の
長
宜
子

孫
下
行
花
丈
鏡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
山
城
大
塚
山
の
大
首
長

は
、
一
方
で
は
伝
世
の
宝
鏡
を
奉
持
す
る
司
祭
的
性
格
を
も
帯
び
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
こ
に
邪
馬
立
国
の
所

在
地
を
求
め
よ
う
と
い
う
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ま
た
邪
馬
憂
国

が
大
和
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
南
山
城
の
こ
の
地
が
そ
の
邪
馬
憂
国

の
領
域
内
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
領
域
を
接
す

る
別
の
国
の
地
で
あ
っ
た
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
な

驚
く
べ
き
大
き
な
勢
力
の
所
有
者
が
現
状
に
お
い
て
は
大
和
に
で
な

く
、
山
城
に
見
禺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
当
時
の
大
和
に

は
こ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
強
大
な
中
心
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
大
和
に
も
ま
た
当
然
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
も

の
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
す
べ
き
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
大
和
に
は
わ
れ
わ
れ
の
調
査
を
許
さ
れ
な
い
多
く
の
古
墳
が
あ

る
た
め
に
、
適
当
な
資
料
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
考

え
る
。
た
と
え
ば
崇
神
陵
や
景
行
陵
の
よ
う
な
古
墳
に
副
葬
さ
れ
て

い
る
鏡
の
種
類
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
同
士
鏡
の
図
表
亀
、

も
っ
と
形
を
か
え
た
も
の
に
な
る
と
は
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
劉

底
希
望
し
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
大
和
に
お
い
て

当
然
あ
る
べ
き
中
橿
的
位
地
を
露
め
る
古
墳
が
見
出
さ
れ
た
と
し
て

も
、
山
城
大
塚
山
古
墳
の
示
す
重
要
な
位
署
に
は
、
依
然
と
し
て
変

化
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
山
城
大
塚
山
吉
墳
の
被
葬
者
は
、
あ
る
い
は
武
埴
安
彦
の
よ
う
に
、

大
和
の
最
高
統
治
者
の
地
位
を
争
う
資
格
の
あ
っ
た
ほ
ど
の
人
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
あ
る
い
は
ま
た
山
背
の
大
国
不
遅
（
量
猛
毒

三
四
年
）
の
よ
う
な
重
な
し
い
名
を
負
う
た
外
戚
の
一
人
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
な
3
3
明
ら
か
に
す
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ

る
が
、
こ
の
一
族
が
全
国
的
な
同
直
書
の
分
配
に
は
た
し
た
重
要
な

役
割
り
は
、
か
な
ら
ず
や
大
和
政
権
の
統
治
力
の
伸
張
に
役
立
つ
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
初
期
の
大
勲
政
権
の
構
成
に
、
南
山
城
の
こ
の

よ
う
な
一
勢
力
が
、
か
く
も
大
き
な
比
率
を
占
め
て
加
わ
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
政
治
史
的
考
察
の
上
に
は
あ
ま
り
考
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
初
期
の
大
和
政
権
の
構

成
の
問
題
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
面
か
ら
さ
ら
に
塘
え
て
見
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

　
古
墳
の
発
生
と
い
う
、
い
わ
ば
考
古
学
的
な
現
象
の
究
明
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
論
旨
を
邪
馬
繋
国
所
在
地
論
の
よ
う
な
磁
†
界
懸
案
の
大

話
題
と
の
関
連
を
竜
た
ず
に
は
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
方
向
に
導
い
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た
の
は
、
あ
る
い
は
策
の
拙
な
る
も
の
と
評
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
古
墳
の
発
生
の
背
後
に
首
長
権
世
襲
制
の
発
生
を
考
え
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
た
と
え
世
々
王
有
り
と
い
い
、
卑
弥

呼
の
後
を
そ
の
年
女
壱
与
が
継
い
だ
と
い
う
記
慕
が
あ
る
に
し
て
も
、

邪
馬
壼
国
に
は
ま
だ
首
長
権
の
世
製
制
は
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
と

す
る
解
釈
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
邪
馬
憂
国

の
社
会
段
階
と
古
墳
時
代
前
期
の
“
て
れ
と
の
間
に
、
な
お
若
干
の
差

黒
ハ
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
そ
え
て
お
き
た
い
。

こ
こ
に
た
だ
世
襲
制
と
い
う
の
が
男
系
世
襲
制
を
さ
す
こ
と
は
い
づ

ま
で
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
四
年
一
〇
月
）
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ム：

告

　
十
一
月
二
臼
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
本
会
に
お
い
て
次
の
よ
5
に
会
則
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
む
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
ね

　
「
，
第
五
条
本
会
に
理
事
長
一
名
、
理
事
五
名
、
監
事
二
名
、
評
議
員
二
十
名
及
び
委
員
直
島
名
を
置
く
」
と
あ
る
評
議
員
二
十
名
を
「
許
議
員
二

十
五
名
」
に
改
め
る
。

　
「
第
十
五
条
本
宮
の
た
め
功
績
顕
著
な
者
は
評
議
員
会
の
議
決
に
よ
り
名
誉
会
員
に
推
薦
す
る
こ
と
が
禺
来
る
」
を
覇
に
設
け
る
。

　
尚
薪
に
別
項
記
載
の
役
員
を
選
出
し
、
右
の
会
翔
に
よ
っ
て
、
岩
井
武
俊
、
岩
橋
小
弥
太
、
新
村
出
、
中
村
直
勝
、
那
波
利
貞
、
西
田
直
二
郎
、

羽
田
亨
、
矢
野
仁
一
の
八
氏
を
名
誉
会
員
に
推
薦
致
し
ま
し
た
。

昭
和
廿
九
年
十
一
月
十
臼

典
　
　
学
　
　
研
　
　
究
　
　
会



　　　　　The’　lmportance　of　the　Appearance　of

MQund－Tombs（Kofan古墳）in　Japallese　History

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．　Kobayashi

　　Archaeologictilly　mound－tombs　may　represent　one　epoch．　However，

they　appeared　as　a　special　type　of　burial，　separated　from　the　common

burials，　at　a　certain　period　of　burial　history．　Those　tombs　were　built　only

for　the　nobles．　And　the　motnid－tombs　came　into　being　later　thEui　the

estab｝ishnient　of　the　nobility，　i．　e．　after　the　strengthening　of　their　autho－

rity．　XVhen　the　nobles　came　to　be　hereditary　local　rulers　and　no　more

needed　to　be　dependant　upon　such　a　previotms　priestly　atithority　as　sym－

bolized　by　the　inherited　mirior（Denseik7〃傳世鏡），亀he　mound－tombs

were　born　and　accordingly　the　hereditary　mirrors　were　forsaken．　This

tendency　prevalled　all　over　Japan　side　by　side　ivitl｝　the　developement　of

the　power　of　the　Yamato　Government．　The　generation　of　local　moLmd－

tombs　always　fdUowed　soi］ne　politictLl　connection　with　the　Yamato　GovernL

ment　on　the　side　of　local　rulers．　This　is　proved　by　the　fadt　that　there

were．fbulld■）ohan，妙。（同箔鏡）一Mirrors幡t　ln　the　same　mould－given

from　the　central　government　to　local　nobles．　Thtis　the　establishment　of

the　hereditary　system　of　the　local　nobiltkty　wt・rs　backed　by　the　recogi）i一一

tion　of　the　centrai　government．　［［”he　fact　that　A’lnai　（Yam［　to　IPrevince）・

w．fts　the　center　of　the　d　istribution　of　Dolianleyo　wou｝d　explain　the　poii－

tical　sittiation　as　a　whole　since　the　middle　of　the　3コ入　century　A．　D．

　　　　　　The　Non－Slaveholders　in　the　Old　South

一一　ln　Connection　with　the　Second　American　Revolution

　　　　　　by

M．　Yamamoto

　　The　Second　Amerioan　Revolution，　wh｛ch　widely　opened　the　way　for

the　development　of　American　ctipitallsm，　wt｝s　’an　enormotms　social　war

between　Sα曲a宝・d　N・r亡h・Accor曲91アthe　s亡udア・f亡he　sec亡正…al正亡ア・f

both　sides　is　ari　indespensable　premise　to　fully　understand　the　revolution．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（84）


