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一
九
五
六
年
の
交
物
参
考
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
ま
で
に
洛
陽
西
郊
の
中

学
校
敷
地
で
五
三
〇
、
鞍
山
市
東
郊
で
四
〇
〇
、
長
沙
で
は
戦
国
の
墓
と
あ
わ

せ
て
一
〇
〇
〇
以
上
の
漢
墓
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
こ
れ
は
そ
の
一
部
に

す
ぎ
な
い
し
、
そ
の
後
、
全
国
各
地
の
主
要
都
市
附
近
で
漢
墓
が
発
見
さ
れ
ぬ

よ
う
な
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
有
様
で
あ
る
か
ら
、
今
日
で
は
そ
の
数
は
実
に
お

び
た
だ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
申
か
ら
、
い
ま
「
二
代
の
美
術
」
に
関
す
る
研
究
の
動

向
を
ま
と
め
て
述
べ
よ
う
と
な
る
と
、
実
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
よ
う
な
論
致
が
、
ま
だ
あ
ま
り
多
く
な
い
こ
と
に
当
惑
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
・

で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
上
に
の
べ
た
よ
う
な
盛
況
は
ひ
と
り
漢
墓
に
限
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
、
中
国
の
考
古
学
者
は
実
に
お
び
た
だ
し
い
遺
跡
遺
物
の
出

現
に
応
じ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
で
も
大
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
正
確

な
記
録
を
と
ど
め
、
資
料
を
整
理
す
る
こ
と
以
上
に
、
研
究
を
深
め
て
ゆ
く
こ

と
は
実
に
大
変
で
あ
る
。
従
っ
て
現
段
階
で
は
「
漢
代
の
美
術
」
と
い
う
よ
う

な
蒋
定
の
部
門
に
つ
い
て
、
掘
り
下
げ
た
業
績
を
い
く
つ
も
の
ぞ
む
こ
と
は
、

疇
期
的
に
も
無
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
近
い
将
来
、
勝

れ
た
研
究
が
続
々
と
あ
ら
わ
れ
、
学
界
が
劃
期
的
な
進
歩
を
と
げ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
今
は
、
中
国
学
者
が
も
た
ら
し
た
数
々
の
貴
重
な
新
事

実
の
う
ち
、
漢
代
美
術
に
関
す
る
も
の
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
装
飾
古
墓
に

つ
い
て
若
干
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
漢
墓
の
発
見
は
そ
の
歴
史
も
古
く
、
中
国
考
古
学
の
黎
明
期
に
わ
が
国
学
者

が
東
北
地
区
で
発
掘
し
た
漢
墓
か
ら
、
有
名
な
楽
浪
の
古
墓
群
、
ま
た
蒙
彊
地

区
や
イ
ン
ド
シ
ナ
方
面
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
も
の
な
ど
次
第
に
発
見
発
掘
の
例

は
増
し
て
、
漢
墓
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
だ
ん
だ
ん
と
豊
當
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
そ
し
て
漢
代
文
物
の
さ
か
ん
な
有
様
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
て

き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
例
で
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
漢
墓
は
、
秘
露
附

近
の
板
石
墓
な
ど
を
別
と
す
れ
ば
、
木
野
墓
か
填
室
墓
が
そ
の
主
要
な
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
新
中
国
の
考
古
界
は
、
、
こ
の
ほ
か
に
立
派
な
石
室
墓
が
存
在

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
も
注
目
す
べ
き
業
績
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
発
見
例
は
次
第
に
増
加
し
、
現
在
で
は
山
東
省
か
ら
江
蘇
省
・
安
徽
省

の
方
面
に
か
け
て
見
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
墓
室
の
主
要
部
分
を
石
材
で
組
み
、

一
部
は
解
で
き
つ
い
た
、
い
わ
ゆ
る
立
石
墓
も
こ
の
類
に
入
れ
て
数
え
る
な
ら

ば
、
そ
の
分
布
は
更
に
ひ
ろ
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
石
室
の
構
造
は
も
と
よ
り

一
様
で
は
な
い
が
、
い
つ
れ
も
多
室
で
、
室
内
に
は
天
井
を
支
え
る
た
め
の
石

柱
を
た
て
る
と
い
っ
た
進
ん
だ
建
築
構
造
を
も
つ
も
の
が
多
く
、
例
え
ば
河
南

省
の
南
陽
で
は
、
石
面
八
根
を
数
え
る
大
規
模
な
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る

（
文
七
．
一
九
五
六
・
一
一
一
）
。
ま
共
中
に
は
天
井
に
藻
井
（
わ
が
国
で
い
、
）
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隅
三
角
持
送
り
式
天
井
）
を
つ
く
る
も
の
も
あ
っ
て
強
く
興
味
を
ひ
く
が
、
石

室
墓
の
石
材
の
面
に
は
画
像
を
刻
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
が
旧
そ
う
関

心
を
高
め
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
残
念
な

が
ら
報
告
書
は
い
た
っ
て
簡
単
な
も
の
が
多
く
、
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
の
は
遺

憾
至
極
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
、
山
東
省
の
游
南
で
発
見
調
査
さ

れ
た
石
室
墓
は
、
規
模
構
造
も
す
ぐ
れ
た
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
報
告
書
も

す
で
に
立
派
な
も
の
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
石
室

墓
の
一
般
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
（
訴
南
古
画
像
石
墓
発
掘
報

告
）
。

　
南
北
の
長
さ
八
・
七
〇
米
、
東
西
の
寛
さ
七
・
五
五
米
、
房
室
よ
り
な
る
本
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心
室
も
、
前
室
と
中
野
と
の
中
央
に
そ
れ
ぞ
れ
八
角
形
の
石
柱
を
た
て
、
石
柱

に
は
料
棋
と
柱
礎
を
つ
く
り
出
す
と
い
つ
」
た
複
雑
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
が
、

墓
門
・
門
馬
か
ら
膚
身
・
料
棋
・
柱
礎
、
梁
、
前
・
中
室
の
四
壁
な
ど
の
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
実
に
豊
富
多
様
な
画
像
を
一
面
に
刻
し
て
い
る
こ
と
が
、
何
と

し
て
も
薄
墨
の
価
値
を
貴
重
な
も
の
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
こ
う
し
た
画
像
石
は
す
で
に
早
く
か
ら
発
見
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ

は
漢
書
絵
画
の
研
究
資
料
と
し
て
久
し
く
中
国
美
術
史
上
で
重
ん
ぜ
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
表
遺
物
と
い
え
ば
、
や
は
り
山
東
嘉
祥
の
、
有
名

な
武
氏
祠
石
室
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
祠
堂
は
早

く
水
害
の
た
め
に
崩
壊
し
、
画
像
を
刻
し
た
材
石
は
原
位
置
を
は
な
れ
て
、
そ　　　　tNM

南石室墓画像石第2図
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中国考古学の諸問題⇔（冊田）

れ
ら
の
相
互
関
連
が
失
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
欠
点
と
し
て
お
し
ま
れ
て
き
た

の
で
あ
る
が
、
　
一
九
四
一
年
に
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
女
史
が
、
　
拓
本
に
よ
る
祠
堂

の
図
上
復
原
を
こ
こ
ろ
み
た
こ
と
は
、
一
つ
の
注
同
す
べ
き
業
績
で
あ
っ
た

（
国
鍵
奉
幣
臼
。
β
誹
a
o
隔
》
ω
獲
け
一
①
ω
葺
象
㊦
ω
・
＜
9
9
お
幽
）
。
と
こ
ろ
が
新

出
の
滑
　
南
石
墓
は
、
嗣
堂
と
劇
画
と
の
ち
が
い
こ
そ
あ
れ
、
完
全
な
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
が
研
究
上
に
も
つ
意
義
の
重
要
さ
は
改
め
て
需
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
曾
臭
橘
氏
等
の
報
告
書
も
本
格
的
も
の
で
あ
っ
て
、
写
真
・
実
測

図
は
も
と
よ
り
、
拓
影
の
勝
れ
た
図
版
、
そ
れ
も
研
究
上
‘
脳
弓
す
べ
き
資
料
に

つ
い
て
は
、
原
寸
大
の
拓
影
図
版
十
九
葉
を
の
せ
る
慎
重
さ
で
あ
る
。
そ
の
本

文
で
は
、
ま
ず
三
章
に
わ
た
っ
て
構
造
等
に
つ
き
秘
し
い
記
述
を
行
な
っ
た
後
、

画
像
石
の
内
容
に
対
す
る
考
誰
を
第
四
章
で
の
べ
、
車
馬
出
行
図
、
楽
舞
百
戯

図
、
歴
史
故
事
画
像
、
神
話
人
物
奇
景
異
獣
図
の
各
節
に
わ
た
っ
て
、
武
梁
祠

な
ど
の
既
知
の
類
似
的
材
料
や
文
献
史
料
な
ど
も
ひ
い
て
ひ
ろ
く
考
証
を
潴
え

て
い
る
。
次
の
第
五
章
で
は
、
表
現
技
法
に
つ
い
て
器
品
と
の
比
較
考
察
か
ら

そ
の
芸
術
的
価
値
を
論
じ
、
質
的
に
も
掘
り
下
げ
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

・
ま
ず
こ
れ
だ
け
の
準
備
に
よ
っ
て
本
塗
の
位
置
を
考
え
る
用
意
を
と
と
の
え
た

上
で
、
次
の
第
六
章
で
は
本
墓
の
年
代
考
証
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
大
版
六
八
頁
に
わ
た
る
本
報
告
書
は
、
ま
さ
に
力
作
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
内
容
の
く
わ
し
い
点
に
つ
い
て
は
批
評
す
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
ギ
中
国
の
過
去
の
出
版
に
か
え
り
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど

整
っ
た
報
告
書
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
や
や

詳
し
く
紹
介
し
た
理
由
も
、
こ
う
し
た
報
告
雷
が
叢
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

事
は
、
中
国
考
古
学
界
の
活
況
と
と
も
に
、
近
時
に
お
け
る
そ
の
著
し
い
進
歩

を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
滑
虜
石
墓
は
以
上
の
よ
う
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に

中
国
学
界
の
関
心
も
極
め
て
強
く
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
論
放
が
発
表
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
、
本
甲
に
つ
い
て
一
番
根
本
的

な
問
題
と
な
る
べ
き
そ
の
営
造
の
時
代
の
問
題
で
あ
る
が
、
ま
ず
報
告
者
曾
昭

義
解
は
本
堂
を
後
漢
末
の
霊
・
聖
帝
時
代
の
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

滑
南
地
方
の
歴
史
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ほ
ど
の
人
力
を
費
や
す
大
工
事
は
豪
富

と
難
も
倉
康
が
み
ち
た
り
た
平
和
晦
で
な
く
て
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
曹
操

が
陶
謙
を
攻
め
て
よ
り
以
降
の
兵
禍
の
時
代
の
膀
産
と
は
考
え
難
い
と
す
る
点

に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
安
志
敏
氏
は
そ
れ
を
漢
よ
り
も
お
そ
く
、
北
魏
ま
で

は
降
ら
な
い
も
の
、
だ
い
た
い
魏
晋
時
代
の
も
の
と
す
べ
き
事
を
論
じ
て
い
る

が
（
勲
記
一
九
五
五
・
二
）
、
そ
の
理
由
は
、
隅
三
角
持
送
り
式
天
井
や
石
交

柱
を
も
つ
な
ど
の
本
機
の
椛
…
造
が
、
高
句
麗
時
代
の
石
壁
壁
画
墳
に
よ
く
似
て

お
り
、
こ
と
に
そ
れ
が
永
和
十
三
年
，
（
A
・
D
三
五
年
）
の
紀
年
を
も
つ
朝
鮮

聖
岳
発
見
の
修
寿
墓
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ

う
に
時
代
を
下
げ
る
意
見
で
は
、
李
文
信
氏
が
、
滑
南
画
像
に
見
え
る
器
物
服

飾
の
制
度
に
関
す
る
考
察
か
ら
そ
れ
を
晋
時
代
の
も
の
と
す
べ
ぎ
論
を
発
表
し

て
い
る
が
（
逓
訊
一
九
五
七
・
六
）
、
最
近
、
曾
氏
は
李
氏
の
こ
の
意
見
に
対

し
て
詳
し
い
駁
文
を
発
表
し
て
い
る
（
語
誌
一
九
五
八
・
五
）
。

　
こ
の
よ
う
に
雲
南
石
墓
の
年
代
に
関
す
る
見
解
に
は
な
お
一
定
し
た
も
の
を

見
な
い
が
、
一
方
で
は
江
蘇
省
東
海
県
の
薫
製
水
中
工
事
中
に
、
滑
南
石
墓
と

非
常
に
よ
く
似
た
構
造
を
も
つ
画
像
石
墓
が
発
見
さ
れ
（
文
参
一
九
五
七
・
一

二
）
、
　
し
か
も
こ
の
墓
か
ら
は
元
興
元
年
の
紀
年
を
も
つ
要
素
鏡
と
非
常
に
近

い
鏡
が
出
【
て
い
る
の
で
、
こ
の
墓
の
報
告
者
は
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
本
墓
を

後
漢
時
代
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
鏡
は
年
代
上
限
の
基
準
と
は
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な
っ
て
も
、
下
限
に
つ
い
て
は
そ
こ
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
町

も
折
南
石
墓
の
時
代
考
察
に
は
有
力
な
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
安
志
敏

氏
が
ひ
い
た
朝
鮮
落
雪
の
悠
諸
善
に
つ
い
て
は
、
同
地
の
コ
河
塚
」
と
称
せ
ら

れ
て
い
る
石
築
壁
画
墳
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
（
駿
台
史
学
第
六
号
）
。
　
こ

の
墓
は
科
棋
を
も
つ
た
八
角
形
の
柱
を
も
ち
、
天
井
に
は
藻
井
を
つ
く
っ
た
高

句
麗
通
有
の
壁
蔽
墳
で
あ
る
が
、
そ
の
玄
室
の
奥
と
右
側
と
に
廊
が
め
ぐ
っ
て

い
る
こ
と
が
特
色
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
文
物
参
考
資
料
に
よ
れ
ば
、
由
葉
省

画
山
の
柏
松
村
で
も
五
言
の
石
室
墓
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
（
文
参
一
九
五

五
・
＝
一
）
、
　
八
角
石
昼
を
も
ち
、
画
像
を
刻
し
て
い
る
上
に
、
そ
の
玄
室
は

三
面
に
廊
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
と
略
報
告
に
記
る
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
う
す
る
と
こ
の
両
者
は
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
柏
松
村
古

寺
の
構
造
や
刻
画
像
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
が
非
常
に
知
り
た
く
な
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
柏
松
村
の
古
言
を
高
句
麗
時
代
の
も
の
と
考
え
る
可
能
性
は
一
そ
う

強
い
か
ら
、
そ
れ
と
折
南
石
墓
と
の
比
較
を
こ
こ
ろ
み
、
そ
の
相
違
、
あ
る
い

は
近
似
を
知
る
な
ら
ば
、
高
等
石
墓
の
時
代
考
定
に
は
、
さ
ら
に
有
力
な
一
つ

の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
報
告
毒
茸
昭
橘
氏
が
古
墓
の
所
在
地
の
歴
史
事
情
に
か
ん
が
み
た
こ
と
は
た

し
か
に
勝
れ
た
貯
眼
で
あ
る
し
、
ま
た
安
志
敏
氏
が
高
句
麗
墓
と
の
近
似
に
論

拠
を
お
い
た
こ
と
も
、
広
い
識
見
を
背
景
に
し
た
勝
れ
た
見
解
で
は
あ
る
が
、

折
南
石
墓
一
つ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
年
代
を
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
に
は
、
や

は
り
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
石
墓
は
折
南
以
外
に
も
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
そ
れ
ら
の
闘
の
相
互
関
係
、
楓
対
的
に
考
え
ら
れ
る

前
後
の
時
代
差
乃
至
通
有
性
鴇
こ
う
し
た
も
の
の
把
握
に
ま
ず
何
よ
り
も
力
を

い
れ
、
し
か
る
後
に
他
地
方
と
の
比
較
や
そ
の
他
の
考
察
が
加
え
ら
れ
て
時
代

考
定
に
も
し
っ
か
り
し
た
議
論
が
た
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
考
古
学

の
常
道
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
祈
南
石
墓
に
あ
ま
り
紙
幅
を
費
や
し
す
ぎ
た
が
、
山
東
省
膿
県
で
も
そ
れ
に

お
と
ら
ず
規
模
の
大
き
い
石
室
墓
が
三
座
発
掘
を
ま
っ
て
い
る
と
い
う
し
（
戸

惑
一
九
五
七
・
六
）
、
　
略
報
告
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
石
室
墓
研
究
の

将
来
は
実
に
す
ば
ら
し
い
。
折
爾
墓
の
場
合
の
如
き
本
格
的
な
報
告
書
が
続
々

と
公
刊
さ
れ
る
日
の
盛
大
さ
が
想
像
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
が
、
な
お
こ
れ
ら
石

室
墓
の
中
に
は
山
東
省
東
平
県
（
罪
代
一
九
五
五
・
一
二
）
や
繹
県
（
交
参
一

九
五
五
・
四
）
の
古
記
の
よ
う
に
、
石
面
に
壁
画
を
え
が
い
て
い
る
も
の
が
あ

る
事
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
勿
論
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
ず
、
こ
れ
又
将
来
に

ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
壁
画
を
も
つ
石
室
墓
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
東
北
地
区
遼
陽
の
三
道
壕
で
発
見
調
査
さ
れ
た
板
石
墓
（
文
参
一
九
五

五
・
五
）
に
も
そ
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
当
然
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
遼
陽
壁
画
古
墳
」
の
発
見
は
す
で
に
古
い
こ
と
で
あ
り
、
新
中
国

で
も
新
し
く
、
勝
れ
た
例
が
知
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
滑
南
石
墓
の
報
告
者

曾
昭
嬬
氏
は
こ
れ
ら
に
関
し
て
次
の
如
ぎ
意
見
を
発
表
し
て
い
る
。
即
ち
、
漢

の
滅
亡
後
、
多
く
の
人
士
が
遼
東
地
区
に
乱
を
さ
け
て
・
）
つ
り
住
み
、
そ
こ
で

漢
の
風
を
つ
い
で
彼
等
が
残
し
た
も
の
が
遼
陽
三
道
壕
で
近
時
発
見
さ
れ
た
曹

魏
時
代
の
「
蒸
留
・
令
乱
撃
墓
」
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
壁
顧
古
墳
で
あ
り
、

そ
れ
が
発
展
し
て
高
句
麗
石
墓
に
つ
つ
く
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
高
句
麗
古
墳
の
径
路
を
考
え
よ
う
と
し
た
一
つ
の
試
論
と
し
て
面
白
い
と
思

う
（
訴
南
古
痴
像
石
墓
発
掘
報
告
）
。

　
何
れ
に
し
て
も
す
べ
て
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
が
、
ど
ん
ど
ん
増
加
す
る
石
室

墓
の
資
料
が
十
分
調
査
研
究
さ
れ
れ
ば
、
漢
か
ら
三
国
・
六
朝
に
わ
た
る
芸
術

168 （608）
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の
発
展
に
つ
い
て
の
歴
史
も
よ
ほ
ど
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
研
究
資
料
と
し
て
嵩
じ
く
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
石
室
墓
と
は
相

関
連
し
た
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
次
に
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
に
四
川
の

崖
墓
が
あ
る
。
そ
れ
は
断
崖
の
岩
壁
に
横
穴
を
ほ
っ
て
墓
室
を
つ
く
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
稲
藁
ぞ
い
に
、
上
は
彰
山
県
よ
り
楽
山
を
経
て
、
下
は
濫
漫
県
に

至
る
ま
で
無
数
に
ほ
ら
れ
て
い
る
が
（
交
参
一
九
五
六
・
五
）
、
　
そ
の
数
は
楽

由
附
近
だ
け
で
も
三
〇
〇
〇
に
の
ぼ
る
と
言
う
。
そ
の
う
ち
で
規
模
の
最
も
大

き
い
も
の
は
奥
行
き
九
〇
米
を
こ
え
、
構
造
も
複
雑
で
、
一
般
に
料
棋
・
石
柱

な
ど
を
離
り
出
し
、
壁
面
に
は
画
像
を
刻
し
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
は
山

東
の
石
室
墓
に
近
い
。
し
か
し
そ
の
画
風
に
は
、
山
東
な
ど
の
画
像
石
と
は
ち

が
っ
た
一
種
の
風
格
が
あ
り
、
一
そ
う
活
気
を
お
び
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る

が
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
崖
墓
の
中
に
は
紀
年
銘
を
も

つ
も
の
が
多
数
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
年
代
は
預
暦
一
・
二
世
紀
の

こ
ろ
、
後
王
代
に
属
す
る
と
略
報
告
に
は
記
る
さ
れ
て
い
る
が
（
受
血
一
九
五

六
・
五
）
、
紀
年
銘
を
有
す
る
崖
墓
の
研
究
整
理
を
十
分
に
お
こ
な
え
ば
、
漢

代
古
墓
の
研
究
乃
至
石
刻
画
類
の
研
究
に
と
っ
て
、
甚
だ
有
力
な
足
場
を
そ
こ

に
き
づ
き
う
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
方
は
折
南
古
墓
の
よ
う
な
報
告
書
も
出

ず
、
そ
の
様
子
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
、
如
何
に
も
残
念
で
あ
る
。

　
し
か
し
略
報
告
で
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
知
り
う
る
崖
墓
の
中
で
、
特
に
わ
れ

わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
の
は
楽
肉
城
郊
の
、
麻
浩
堂
と
よ
ば
れ
て
い
る
一
翁
飴
で

あ
る
が
（
文
参
一
九
五
七
・
六
）
、
そ
の
墓
門
の
左
辺
額
紡
上
に
は
、
明
ら
か

に
仏
像
と
思
わ
れ
る
も
の
が
彫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
像
は
決
し
て
後
か

ら
追
加
的
に
彫
り
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
し
か
も
炉
内
の
勲
閥
に
は
荊

朝
が
纂
王
を
刺
さ
ん
と
す
る
図
な
ど
、
附
近
の
崖
墓
に
も
見
る
漢
代
通
行
の
画

像
を
刻
し
、
墓
室
の
構
造
も
、
永
和
や
延
蘇
な
ど
後
漢
の
紀
年
を
も
つ
附
近
崖

墓
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
像
も
後
漢
代
の
も
の
と
す
る
可
能
性
が
多
い
わ

け
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
石
刻
仏
像
中
の
最
早
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
を
李
笈
華
氏
は
述
べ
て
い
る
。
折
南

画
像
の
う
ち
に
も
建
か
と
思
わ
れ
る
植
物
紋
様
が
あ
り
、
ま
た
輪
形
の
頭
光
ら

し
き
も
の
を
い
た
だ
い
た
神
人
が
あ
る
な
ど
、
仏
教
芸
術
の
影
響
を
反
映
す
る

と
考
え
ら
れ
る
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
を
曾
昭
矯
氏
も
述
べ
て
い
る
が
、
沃
南

石
墓
を
後
漢
代
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
中
国
仏
教
芸
術
の
ご
く
初

期
の
様
相
に
対
し
て
、
一
つ
の
新
ら
し
い
諾
意
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
な
お
こ
の
崖
墓
に
関
虚
し
て
、
四
川
省
の
古
墓
か
ら
出
る
石
棺
上
に
ほ
ど
こ

さ
れ
た
画
像
の
こ
と
も
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
地
方
か
ら
は
、
上
記
の

石
刻
画
類
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
も
つ
と
も
強
く
ひ
く
芸

術
作
品
と
し
て
、
画
像
導
の
類
が
あ
る
こ
と
を
是
非
、
紹
介
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
粘
土
の
や
わ
ら
か
い
肌
の
あ
た
た
か
味
を
巧
み
に
生
か
し
、

或
い
は
の
び
の
あ
る
そ
の
粘
着
力
が
、
型
押
し
の
技
術
に
よ
っ
て
作
り
出
す
静

か
な
優
美
な
凸
線
の
走
り
、
そ
う
し
た
も
の
を
う
ま
く
駆
使
し
て
、
画
像
石
と

は
ち
が
っ
た
、
も
っ
と
気
分
の
明
る
く
、
く
つ
ろ
い
だ
芸
術
を
産
み
出
し
て
い

る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
非
常
な
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
画
像
箪

に
し
て
も
、
そ
の
写
真
や
面
影
を
録
し
た
書
は
少
し
出
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
ら
の
本
格
的
な
研
究
書
は
呉
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
公
刊
が
大
い
に
待
た
れ
る

次
第
で
あ
る
。

　
画
像
石
よ
り
も
、
よ
り
自
由
な
表
現
様
式
と
い
う
意
味
で
、
次
に
、
話
を
も

う
一
度
、
壁
画
墓
に
か
え
し
た
い
と
思
う
が
、
先
に
の
べ
た
石
室
墓
に
対
し
、
「

（609）ユ69
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導
室
墓
で
は
、
早
く
発
見
さ
れ
た
営
城
子
の
そ
れ
が
有
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

新
中
国
で
は
、
河
北
省
の
望
都
で
発
見
さ
れ
た
一
壁
画
墓
が
、
滑
南
石
室
墓
に

劣
ら
ず
夢
心
を
集
め
て
い
る
。
営
城
子
の
壁
画
も
雄
勤
で
あ
り
、
重
要
な
漢
代

・
画．

壁
一
墓

景儲欄
望都漢

VtPt・“．郷

第4図

絵
画
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
無
邪
気
な
表
現
に
比
ぶ
れ
ば
、
望
都
の
も
の
は
本

格
的
な
絵
画
と
い
う
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
。
各
人
物
像
に
は
傍
書
が
あ
る

が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
主
記
史
・
主
簿
以
下
の

漢
代
衙
寺
属
吏
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
平
常
の
活
動
状
態
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て

お
り
、
か
か
る
壁
画
が
え
が
か
れ
て
い
る
墓
内
の
前
室
は
墓
主
の
弁
事
的
外
朝

を
示
す
べ
く
、
こ
れ
に
対
し
て
中
腰
と
、
棺
材
を
お
い
て
い
た
後
室
と
は
、
墓

主
の
居
住
圏
内
寝
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
銚
堕
氏
の
見
解
は
甚

だ
面
白
い
（
文
参
一
九
五
四
・
一
二
）
。
　
本
墓
を
、
そ
の
壁
面
に
朱
書
さ
れ
た

銘
賛
の
文
句
か
ら
浮
陽
侯
、
即
ち
後
漢
順
帝
を
擁
立
し
た
大
窟
官
孫
程
の
墓
に

比
定
す
る
試
論
を
、
氏
は
ま
た
発
表
し
て
い
る
が
、
安
志
敏
氏
は
孫
程
の
死
が

陽
嘉
元
年
（
A
・
D
一
三
二
）
な
る
に
対
し
、
本
墓
に
近
い
第
2
号
墓
か
ら
は

永
和
五
年
八
月
（
A
・
D
一
四
〇
）
の
買
地
券
が
出
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
・

！70　（610）
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前
記
試
諭
の
可
能
性
を
一
そ
う
確
実
に
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
（
逓
訊
一
九

五
七
・
二
）
。
絵
も
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
時
代
も
ど
う
や
ら
明
ら
か
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
本
墓
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
報
告
書
と
し
て
は

李
捷
民
・
娩
堕
氏
等
に
よ
っ
て
「
望
都
漢
墓
壁
画
」
と
題
す
る
大
罪
の
書
が
出

て
い
る
刀
し
か
し
安
去
敏
氏
が
評
し
た
如
く
、
本
露
は
美
術
的
見
地
に
か
た
よ

り
、
随
葬
品
の
種
類
・
分
布
、
そ
の
他
の
各
種
事
実
の
詳
細
な
説
明
が
な
く
、

壁
画
以
外
に
つ
い
て
は
、
十
分
了
解
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
と
い
う
欠
点
が

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
望
都
の
壁
画
墓
が
、
墓
主
の

車
馬
遊
行
や
迎
賓
宴
礼
、
或
い
は
歌
舞
奏
楽
演
戯
を
え
が
き
、
ま
た
庖
厨
の
図

を
配
す
る
一
般
壁
画
墳
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
注

日
に
あ
た
い
す
る
が
、
こ
れ
と
対
照
し
て
面
白
い
の
は
、
内
蒙
古
托
古
薄
層
で

発
見
さ
れ
た
重
代
壁
画
墓
で
あ
る
（
文
参
一
九
五
六
・
九
）
。
　
こ
こ
で
は
壁
画

人
物
の
傍
書
に
は
、
単
に
「
関
氏
華
墨
」
と
か
「
閲
氏
翌
翌
」
と
か
書
い
て
い

て
宮
職
的
記
録
が
見
え
な
い
が
、
そ
れ
は
墓
主
関
氏
が
、
お
そ
ら
く
仕
途
に
つ

か
な
か
っ
た
地
主
的
身
分
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
た
だ
身
網
の
多
き
を
誇
示

す
る
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
報
告
者
で
あ
る
悪
風
噸
氏
は
出
菊
察
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
壁
画
を
遷
代
社
会
の
反
映
と
し
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す

る
こ
と
は
、
た
し
か
に
面
白
い
呉
下
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
反
面
に
お
い
て
、

芸
術
学
的
な
分
析
、
漢
代
芸
術
の
質
的
な
省
察
と
い
っ
た
掘
り
下
げ
た
考
察
が

ま
だ
見
当
ら
な
い
こ
と
は
淋
…
し
い
と
思
う
。

　
な
お
墓
室
の
装
飾
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
楽
浪
の
発
掘
に
よ
っ
て
、

木
軽
輩
に
も
彩
画
の
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。

中
園
で
は
、
ま
だ
こ
の
種
の
装
飾
を
も
つ
た
漢
墓
が
報
告
せ
ら
れ
た
の
を
泓
は

知
ら
な
い
が
、
山
西
省
の
長
治
市
分
水
嶺
で
発
掘
さ
れ
た
戦
国
時
代
の
古
曲
で

は
、
榔
に
美
し
い
漆
絵
が
施
こ
さ
れ
、
月
形
に
切
っ
た
金
箔
の
飾
り
が
つ
い
て

い
た
と
あ
る
か
ら
（
考
宵
学
報
一
九
五
七
・
一
）
、
　
こ
う
し
た
類
の
漢
墓
も
や

が
て
発
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
新
ら
し
く
見
出
さ
れ
た
壁
代
装
飾
古
記
の
主
だ
つ
た
も
の
に
つ
い
て

概
観
し
、
ま
た
申
国
学
界
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
て

き
た
か
を
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
、
漢
代
の
芸
術
を
取
扱
つ
た
専
著
が
二
冊

あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
第
一
柵
は
朱
傑
勤
氏
の
「
秦
漢
美
術
史
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
三

四
年
の
署
書
を
六
割
方
も
書
き
改
め
て
五
七
年
に
出
し
た
再
刊
本
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
広
く
文
献
に
あ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
失
わ
れ
た
往
古
漢
代

の
建
築
や
絵
画
・
書
・
彫
刻
・
工
芸
な
ど
に
対
す
る
概
観
を
与
え
、
そ
れ
と
共
、

に
新
ら
し
く
発
見
さ
れ
た
資
料
か
ら
も
重
要
な
も
の
を
と
り
入
れ
て
、
無
駄
な

く
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
教
育
目
的
か
ら
編
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
漢
代
芸
術
に
対
す
る
質
的
な
掘
り
下

げ
の
叙
述
が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
何
か
も
の
足
り
な
い
。
し
か
し
考
古

学
者
は
と
か
く
文
献
に
う
と
く
、
美
術
研
究
者
は
興
味
あ
る
方
面
に
没
入
し
て

全
体
を
忘
れ
や
す
い
と
言
え
ば
、
こ
れ
も
よ
き
手
び
き
の
書
と
す
べ
き
で
あ
ろ

た
ノ
。

　
第
二
は
常
任
佼
氏
の
「
漢
画
芸
術
研
究
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
者
と
ち
が

っ
て
大
型
本
で
あ
り
、
立
派
な
図
版
を
集
め
て
漢
画
研
究
資
料
図
巻
の
用
を
も

か
ね
そ
な
え
て
い
る
。
本
文
の
要
．
旨
は
、
す
べ
て
政
治
・
文
化
上
の
現
象
は
社

会
経
済
酌
基
礎
の
上
に
も
と
づ
け
て
の
み
正
し
く
鰐
釈
し
う
る
と
す
る
根
本
欄
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立
場
か
ら
漢
画
芸
術
を
理
解
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
漢
書
芸
術
開

花
の
基
礎
を
、
鉄
器
使
用
の
普
及
に
よ
る
富
の
集
積
と
商
工
業
の
股
賑
、
そ
し

て
文
化
の
一
般
的
向
揚
発
展
と
い
う
歴
史
過
程
の
一
端
、
そ
の
具
現
と
し
て
把

握
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
画
像
石
墓
が
多
く
見
出
さ

れ
る
山
東
・
南
陽
・
四
川
な
ど
の
地
は
、
塩
鉄
の
利
に
よ
っ
て
栄
え
、
大
商

人
・
大
地
主
・
大
宮
僚
な
ど
熱
帯
・
密
室
の
集
っ
た
地
方
で
も
あ
っ
て
両
者
の

あ
い
だ
の
関
連
を
考
う
べ
く
、
こ
の
よ
う
に
漢
画
分
布
地
域
と
当
時
の
社
会
と

の
関
係
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
事
な
ど
も
面
白
い
着
眼
点
で
あ
ろ
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
漢
墓
は
、
い
わ
ゆ
る
統
治
階
級
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

こ
に
表
現
さ
れ
る
も
の
は
当
然
彼
等
の
好
み
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
豊
代
の
統
治
潜
階
級
が
い
だ
い
た
思
想
を
か

え
り
み
る
要
が
あ
る
と
し
て
、
本
営
で
は
さ
ら
に
漢
代
思
想
と
そ
の
芸
術
的
表

現
と
の
問
題
に
ま
で
深
め
て
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
も
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

前
記
甲
南
石
室
墓
の
報
告
書
と
と
も
に
、
塞
書
は
漠
代
美
術
に
関
す
る
生
湿
と

し
て
、
中
国
学
界
を
代
表
す
べ
ぎ
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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学
界
消
息

史
学
研
究
会
関
係

史
学
研
究
会
七
月
例
会

　
七
月
五
日
目
土
）
午
後
　
　
　
於
楽
友
会
館

　
「
技
術
史
の
諸
問
題
」

　
原
始
農
耕
に
つ
い
て
　
　
　
　

佐
た
木
高
明
氏

　
前
方
後
円
墳
の
形
態
推
移
　
　
　
上
田
　
宏
範
氏

　
狡
術
史
の
意
味
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
光
邦
氏

史
学
研
究
会
九
月
例
会

　
九
月
廿
七
日
（
土
）
午
後

　
臨
地
講
演
　
醍
醐
寺
（
三
宝
院
・
金
堂
）
日
野
法

　
　
　
　
　
　
界
寺

　
　
　
　
（
講
師
）

史
学
研
究
会
十
月
例
会

　
十
月
四
日
（
土
）
午
後

　
「
現
代
史
の
諸
問
題
」

　
新
航
路
の
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・

上
野
　
照
夫
氏

於
楽
友
会
館

パ
ワ
ー

　
岡
部
　
健
彦
氏

中
国
の
第
一
次
世
界
大
戦
参
戦
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
波
多
野
善
大
氏

第
一
次
世
界
大
戦
と
日
本
の
参
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
　
清
氏

團
　
史
　
関
　
係

読
史
会
七
刀
例
会
　
七
月
二
二
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
一
時
　
於
京
大
陳
列
館
演
習
室

　
頼
痒
子
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
三
浦
　
圭
一

　
自
由
飛
権
運
動
と
農
民
　
　
　
　
　
真
下
　
英
ニ

　
　
　
一
群
馬
事
件
を
中
心
と
し
て
－

読
史
会
九
月
例
会
　
九
月
一
三
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
一
晦
　
於
京
大
陳
列
館
第
二
教
室

　
自
由
民
権
運
動
期
の
改
進
党
　
　
　
中
島
　
節
子

　
正
倉
院
文
書
雑
考
　
　
　
　
　
　
　
岸
　
　
俊
男

読
史
会
秋
季
見
学
旅
行
　
一
〇
月
一
〇
～
一
四
日

　
八
幡
製
鉄
所
i
箱
崎
宮
－
九
州
大
学
一
観
世
音
寺

　
i
太
宰
府
一
長
崎
布
内
（
大
浦
天
主
堂
・
出
島
・

　
崇
下
寺
・
爆
心
地
塘
・
博
物
館
・
県
立
図
書
館
・

　
代
官
管
理
所
な
ど
）
1
雲
仙
に
て
解
散
。
参
加
者

　
は
小
葉
田
・
赤
松
・
柴
田
教
授
、
岸
助
教
授
、

　
上
横
手
講
師
ほ
か
二
〇
名
。
郷
散
後
、
有
志
は
三

　
班
に
分
れ
熊
本
柳
川
方
颪
・
佐
賀
方
面
へ
の
史
料

　
採
訪
、
筑
紫
古
墳
群
の
見
学
等
を
行
っ
た
。


