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武
梁
祠
堂
復
元
の
再
検
討

秋

山

進

午

武梁綱堂復元の再検討（秋山）

撫
甦
蝋
鍵
驚
欝
欝
灘
欝
欝
螺
総
藻
艦
離
礁
綿
織
…

一　

恁
ｳ
に
従
が
い
難
い
点
が
あ
る
。
第
一
に
織
手
に
入
る
拓
本
は
決
し
て
石
の
全
形
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
文
様
帯
や
何
も
彫
ら
れ
て
い
な
い
所
ま
で
含
め
　
　

…
て
こ
そ
始
め
て
真
覆
元
に
な
る
・
奥
讐
監
製
で
警
フ
・
ア
バ
ン
ク
夫
人
覆
元
誉
め
て
墨
前
面
に
側
蓼
置
い
た
の
讐
の
観
点
に
よ
る
・
…

…
謡
講
新
中
国
の
精
禦
叢
山
石
勢
再
調
査
に
・
ぞ
神
智
の
窪
が
明
確
琴
骨
梁
祠
に
・
蕊
を
袈
％
第
三
章
奮
大
学
図
書
緩
…

　
拓
本
の
発
見
に
よ
っ
て
天
井
石
の
細
都
の
構
造
が
明
ら
か
と
な
り
「
石
弾
扁
に
い
う
〃
有
一
方
孔
一
一
一
”
の
方
孔
が
納
穴
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
。
こ
れ
に
　
へ

r
・
て
・
・
ア
づ
・
夫
人
の
復
元
図
に
あ
・
営
養
石
柱
績
・
で
、
前
慶
放
し
の
難
で
き
と
が
確
め
・
れ
発
　
　
　
…

は
　
じ
　
め
　
に

　
石
の
芸
術
の
宝
庫
と
で
も
い
お
う
か
、
山
葉
省
に
は
以
前
か
ら
画

像
石
が
数
多
く
発
見
さ
れ
て
き
た
。
解
放
後
に
も
折
爾
画
像
石
墓
の

よ
う
な
素
晴
し
い
も
の
が
お
な
じ
山
東
省
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
．
石
の
芸
術
の
領
域
は
新
中
國
の
数
々
の
考
古
学
的
調
査

の
進
展
に
よ
っ
て
今
で
は
陳
西
省
か
ら
河
南
省
、
江
蘇
省
に
及
ぶ
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

囲
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
ら
の
数
多
く
の
画
像
石
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
精
妙

な
も
の
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
要
撃
騰
画
像
石
群
に
指
を
屈
せ

ね
ば
な
る
ま
い
。
画
像
の
主
題
の
豊
富
さ
と
い
い
、
彫
ら
れ
た
刻
文

の
秀
麗
な
こ
と
と
い
い
、
叉
そ
の
彫
法
の
巧
致
な
こ
と
と
い
い
、
ま
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さ
に
「
…
名
石
を
撰
び
、
…
良
匠
衛
改
を
し
て
、
文
を
彫
り
、
画
を

刻
せ
し
め
、
…
技
巧
の
粋
を
つ
く
し
、
も
っ
て
後
嗣
に
示
さ
ん
と
し

　
②

た
…
」
。

と
誇
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
一
つ
の
頂
点
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
屯
、
こ
の
武
氏
綱
画
像
石
群
を
め
ぐ
る
三
女
な
間
題
に
は

な
お
未
解
決
の
も
の
が
数
多
く
あ
る
。

　
従
来
最
も
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
粛
粛
の
主
題
を
め
ぐ
る
閏
題
の

解
決
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
各
議
院
と
そ
の
被
葬
者
の
比
定
、
祠
堂

建
築
の
復
元
、
更
に
各
飼
堂
柑
互
の
配
置
の
復
元
な
ど
の
重
要
闘
題

も
解
決
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
に
あ
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
い
い
過
ぎ

で
は
あ
る
ま
い
。

　
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
数
女
の
諸
先
学
の
業
績
の
仁
尾
に
付
し

て
、
こ
の
小
論
で
は
主
と
し
て
繭
像
綱
堂
、
そ
れ
も
い
わ
ゆ
る
武
毎

　
③

祠
堂
の
復
元
的
考
察
を
取
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
武
氏
祠
堂
群
の
復
元
に
は
す
で
に
γ
エ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
す
ぐ
れ

　
　
　
④

た
論
考
が
あ
っ
て
各
繭
堂
の
精
密
な
復
元
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
殊

に
こ
こ
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
比
湿
祠
堂
の
ご
と
く
、
僅
か
三
石
、

そ
れ
に
天
井
石
二
屑
を
い
れ
て
も
五
石
か
ら
成
る
の
み
の
こ
の
嗣
堂

復
元
の
ご
と
き
は
こ
と
あ
ら
た
め
る
ま
で
も
な
い
観
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
精
し
く
検
討
す
れ
ば
細
部
に
お
い
て
な
お
幾
つ
か
の
問

題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
慰
わ
れ
る
。
こ
こ
に
再
検
討
を
行
な
っ
て

今
一
歩
の
進
歩
を
期
す
る
所
以
で
あ
る
。

二
復
元
の
労
法

　
武
氏
属
、
特
に
武
梁
祠
の
減
石
は
占
く
就
職
の
著
録
が
あ
り
、
以

降
、
中
　
園
の
金
石
学
者
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
シ
ャ
バ
ン
ヌ
、
大
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

西
涯
、
関
野
貞
勲
等
の
碩
学
に
よ
る
数
女
の
論
考
が
あ
る
。
だ
が
こ

こ
で
閏
題
と
す
る
麟
堂
建
築
の
復
元
に
つ
い
て
は
論
及
し
て
い
る
も

の
が
数
少
な
い
の
は
、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

従
来
の
研
究
が
多
く
傍
題
に
よ
る
臨
像
の
主
題
の
解
明
に
主
眼
を
お

い
て
い
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
蝋
石
が
あ
ま
り
に
錯
雑
し
て
い

る
こ
と
、
比
較
す
べ
き
手
掛
り
が
少
な
い
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
発
掘
が
古
く
清
朝
初
期
に
行
な
わ
れ
、
出
土
の

状
況
等
が
不
明
で
あ
る
こ
と
も
復
元
の
意
欲
を
殺
い
だ
一
因
で
も
あ

ろ
う
。

　
一
九
四
一
年
に
発
表
さ
れ
た
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
「
武
氏
薦
堂

　
　
④

の
復
元
」
は
…
現
地
調
査
を
ふ
ま
え
て
、
各
た
の
石
室
の
原
石
に
最
も

近
い
拓
本
を
蒐
め
、
そ
れ
を
同
一
縮
尺
の
写
真
に
し
て
机
上
の
操
作
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に
便
利
な
ら
し
め
る
方
法
に
よ
っ
て
読
谷
堂
の
復
元
を
試
み
た
も
の

　
　
◎

で
あ
る
。
特
に
前
石
室
、
左
石
室
の
復
元
に
は
関
野
博
士
の
孝
堂
山

　
　
　
⑦

下
小
石
鵜
な
ど
を
材
料
と
し
て
、
後
壁
の
中
央
下
部
に
お
8
ω
ω
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

設
け
、
こ
こ
に
問
題
の
宴
享
画
像
石
を
配
し
た
著
眼
は
見
事
な
も
の

で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
研
究
も
細
部
に
わ
た
っ
て
仔
細

に
検
討
す
る
と
、
そ
こ
に
何
程
か
の
聞
題
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来

る
。　

フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
論
考
で
最
も
特
徴
的
な
の
は
主
導
の
で
き

る
だ
け
完
全
な
拓
本
を
捜
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
復
元
の
操
作
を
行

な
っ
た
点
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
擁
本
は
あ
く
ま
で
拓
本
で
あ
っ
て
原

贋
と
異
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
職
業
的
拓
工
の
仕
事
は
、

傍
題
を
付
し
た
幽
像
の
部
分
だ
け
が
鮮
明
に
写
せ
れ
ば
い
い
の
で
あ
．

っ
て
、
画
像
の
上
下
の
単
な
る
文
様
帯
や
、
ま
し
て
そ
の
外
心
の
酒

像
の
な
い
部
分
の
す
み
ず
み
ま
で
も
拓
影
を
及
ぼ
す
の
は
耕
料
と
い

い
、
労
力
と
い
い
極
め
て
無
益
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
シ
ャ
バ
ン
ヌ
、

関
野
博
士
等
は
す
で
に
響
く
こ
の
点
に
留
意
し
て
拓
本
の
集
録
に
当

ら
れ
、
こ
と
に
関
破
博
士
の
選
ば
れ
た
図
版
に
は
上
下
の
文
様
帯
ま

で
録
し
た
拓
末
が
特
に
多
数
見
ら
れ
る
の
は
さ
す
が
で
あ
る
。

　
だ
が
資
料
は
拓
本
ば
か
9
で
は
な
い
，
関
野
博
士
の
著
書
に
は
ち

ゃ
ん
と
黄
上
等
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
新
嗣
譲
葉
に
お
さ
め
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
る
書
院
の
実
測
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
今
一
寸
、
こ
の
実
測
図
と
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
に
よ
る
復
元
騒
と

を
比
。
へ
て
目
川
よ
・
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
に
よ
る
萌
石
室
の
復
元
は
東
壁
が
前
通
石
と

晶
嗣
山
胆
石
」
、
西
尾
壁
…
が
訓
諭
五
石
と
一
尉
合
盛
　
で
一
揃
鼠
帆
さ
れ
、
奥
纏
警
ほ
最
ト
山
層
　

に
三
角
石
梁
石
（
魏
八
・
九
石
）
を
挾
ん
で
前
一
石
と
孔
子
見
老
子
画

像
石
が
左
右
に
並
び
、
そ
の
下
を
横
長
の
前
臨
石
で
支
え
、
下
部
中

央
に
前
三
石
を
蒔
い
て
そ
の
左
右
を
柱
状
の
前
十
一
・
十
二
屑
と
前

十
三
・
十
四
石
で
挾
み
、
最
下
段
を
前
十
石
と
前
十
五
石
と
で
構
成

し
て
い
る
。

　
所
で
関
野
博
士
の
実
測
図
に
よ
っ
て
菓
西
の
側
壁
と
奥
壁
∵
9
2
高
さ

　
　
　
　
　
　
⑪

を
当
っ
て
［
兄
る
と
、
白
墨
二
、
払
鵬
山
ハ
石
を
雷
出
ね
た
｛
果
壁
　
心
隔
荊
　
（
こ
こ
に

奥
旨
が
接
す
る
）
は
含
計
五
尺
八
寸
九
分
に
対
し
、
面
壁
…
黒
石
の
合
計

は
六
尺
二
寸
か
ら
三
寸
に
な
り
、
そ
こ
に
三
寸
な
い
し
四
寸
、
十
～

十
三
糎
に
及
ぶ
高
さ
の
違
い
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
復
元
を
間
違
い
だ
と
速
断
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
何
と
か
こ
の
差
を
説
明
し
な
け
劇
ば
な
る
ま
い
。
綱
じ
こ

：．07　（975）



と
を
武
梁
祠
堂
の
三
石
に
つ
い
て
見
る
と
、
西
壁
を
な
す
第
一
石
0

左
端
の
高
さ
が
五
尺
四
寸
二
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
奥
壁
を
な
す
第

三
石
の
高
さ
は
五
尺
四
寸
三
分
で
そ
の
差
は
一
分
、
三
悪
に
過
ぎ
な

く
充
分
信
頼
繊
来
る
価
を
示
し
て
い
る
。

　
武
梁
祠
堂
で
見
ら
れ
る
と
お
り
、
画
像
を
主
体
と
し
た
こ
れ
ら
の

　剛

ｰ
は
極
め
て
精
密
な
画
醐
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
昏
段
の
癬
像
の

列
は
た
だ
に
整
然
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
並
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
石

か
・
り
石
へ
ま
た
一
か
っ
て
一
つ
の
．
類
酬
測
紬
二
成
を
山
な
し
て
い
一
⇔
も
の
も
あ

　
⑫る

し
、
文
様
帯
も
詞
堂
の
端
か
ら
端
へ
連
続
し
て
並
ぶ
様
に
意
図
さ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
各
段
の
画
像
が
一
段
と
ま
で
ゆ
か
な
く
て
も
、

半
段
あ
ま
り
も
喰
違
っ
た
り
、
連
続
文
様
が
一
部
分
だ
け
欠
け
る
と

い
う
様
な
復
元
は
い
さ
さ
か
ふ
に
お
ち
な
い
も
の
が
あ
る
。
拓
本
の

み
か
ら
す
る
復
元
に
は
こ
う
し
た
欠
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

こ
う
。

　
そ
う
簡
単
に
処
理
出
来
な
い
〃
石
5
1
を
材
料
と
し
た
こ
れ
ら
の
…
祠

堂
の
復
元
に
当
っ
て
は
、
拓
本
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
画
像
や
文
様
帯

を
ま
ず
原
石
の
う
え
に
定
着
さ
せ
る
仕
事
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

関
野
博
±
の
実
測
図
に
よ
っ
て
石
の
外
形
寸
法
が
知
ら
れ
る
か
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
拓
本
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
が

判
る
。

　
こ
う
し
て
ま
ず
各
々
の
〃
層
”
を
復
元
し
た
の
ち
、
そ
れ
ら
を
組

合
せ
て
祠
堂
に
復
元
し
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
拓
本
だ
け
で
な
く
、
拓

本
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
を
も
含
め
て
石
全
体
を
考
察
し
て
こ
そ
始

め
て
真
の
意
味
の
祠
堂
の
復
元
と
な
る
と
い
う
立
場
か
ら
検
討
を
試

み
た
の
が
こ
の
小
論
な
の
で
あ
る
。

三
復
元
の
材
料

　
｝
繊
像
祠
堂
の
復
元
に
当
っ
て
フ
エ
ア
バ
ソ
ク
夫
人
が
最
も
苦
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
ら
っ
た
の
は
良
い
拓
本
を
集
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ

で
良
い
と
い
う
の
は
拓
法
が
精
蜜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
出

来
る
だ
け
〃
石
”
全
体
を
完
全
に
近
く
写
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
面
像
の
主
題
を
研
究
す
る
た
め
だ
け
な
ら
ば
従
来
手
に
入
る
妬
心

で
、
そ
の
拓
法
の
良
し
悪
し
は
あ
っ
て
も
そ
う
不
自
由
で
・
も
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
復
元
的
に
石
全
体
を
開
題
と
す
る
場
合
に
は
、

画
像
の
他
に
、
少
な
く
と
も
上
下
辺
の
文
様
帯
ま
で
は
逸
す
る
こ
と

の
出
来
な
い
大
事
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
注
文
に

あ
て
は
ま
る
拓
本
は
実
に
す
く
な
い
。
こ
の
小
論
で
取
上
げ
る
の
は

武
梁
祠
堂
で
あ
る
か
ら
次
に
各
女
の
石
の
資
料
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

108　（976），



武梁綱堂復元の再検討（秋【」．1）

　
た
だ
こ
こ
で
は
復
元
を
主
と
し
て
追
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
画
像

の
部
分
に
は
触
れ
な
い
で
、
拓
本
の
左
右
の
端
と
か
、
上
辺
、
下
辺

の
文
様
帯
や
そ
の
外
側
の
画
像
の
な
い
部
分
ま
で
を
精
し
く
注
意
す

る
こ
と
に
な
る
の
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
た
拓
本
で
綱
堂
復
元
の
口
的
に
最
も
適

わ
し
い
の
は
シ
ャ
バ
ン
ヌ
・
大
村
・
関
野
氏
等
の
著
書
に
蒐
め
ら
れ

た
各
拓
本
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
シ
ャ
バ
ン
ヌ
本
は
第
一
石
が
よ
く
、
左
右
こ
そ
少
し
切
取
ら
れ
て

い
る
が
、
画
像
の
下
に
絡
縄
文
帯
が
現
わ
さ
れ
、
更
に
そ
の
下
方
に

菱
形
文
帯
が
続
い
て
い
る
の
が
判
る
。
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
復
元

⑪
鴎
に
も
こ
こ
ま
で
が
取
入
れ
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
次
に
大
村
本
で
は
騰
堂
の
奥
壁
を
な
す
第
三
石
の
拓
本
が
最
も
重

要
な
資
料
と
な
る
も
の
で
、
画
像
の
下
に
シ
ャ
バ
ン
ヌ
本
第
一
石
拓

本
と
同
じ
く
絡
縄
文
帯
、
菱
形
文
華
が
拓
録
さ
れ
て
い
る
の
は
従
来

唯
一
つ
の
拓
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
顯
像
下
段
中
央
の
い
わ
ゆ
る
宴
享

図
と
樹
木
の
下
に
当
る
部
分
に
は
文
様
が
現
わ
さ
れ
て
い
な
い
の
に

気
が
っ
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
何
か
台
の
よ
う
な
も
の
が
接
す
る

よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
た
た
め
に
文
様
を
現
わ
す
必
要
が
な
か
っ
た

も
の
と
田
心
わ
れ
、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
轟
大
人
も
”
て
の
こ
と
を
注
音
心
し
て
い

る
，
又
こ
の
こ
と
は
、
初
め
か
ら
こ
の
部
分
が
台
か
何
か
の
裏
に
な

る
こ
と
を
彫
工
が
熟
知
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
岡
堂
の
構
造
が
極

め
て
厳
密
に
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
一
つ
の
証
拠
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
拓
本
の
図
版
は
印
麟
が
良
好
で
な
い
た
め
、
そ
の
ま
ま
資
料

に
使
え
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
原
拓
本
は
現
在
東
京
芸
術
大
学

に
保
管
さ
れ
て
い
る
武
氏
祠
拓
本
中
に
あ
り
、
鮮
明
な
良
拓
本
で
、

過
日
、
新
教
授
と
中
告
氏
の
御
好
意
で
被
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
祠
堂
の
天
井
を
な
す
祥
瑞
図
第
一
石
、
第
二
石
は
共
に
画
像
の
漫

滅
が
甚
だ
し
く
、
画
像
の
主
題
の
判
る
も
の
も
数
少
な
い
。
発
掘
さ

れ
た
と
き
に
、
も
う
そ
う
い
う
状
態
で
あ
り
、
　
『
新
索
』
に
も
そ
の

う
ち
り
十
数
図
形
を
あ
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
拓
本
の
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

資
料
は
乏
し
い
が
、
な
か
で
は
関
野
本
の
祥
瑞
第
一
石
拓
本
が
重
要

で
あ
る
。
こ
の
拓
本
は
横
に
三
段
に
分
け
て
祥
瑞
図
形
を
描
い
た
画

像
の
下
方
に
、
横
に
長
く
醐
像
の
た
い
部
分
が
拓
録
さ
れ
て
い
る
。

図
版
に
は
尺
度
が
入
っ
て
い
る
の
で
実
測
図
と
忍
べ
て
見
る
と
こ
れ

で
ま
だ
贋
金
体
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
拓
本
の
よ
う
に
祥
瑞

石
の
蘭
像
は
石
の
上
方
に
片
寄
っ
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
が
従
来
か
ら
知
ら
れ
た
材
料
と
、
そ
れ
に
よ
る
詞
堂
復
元
上

の
考
察
で
あ
る
が
、
次
に
最
近
の
調
査
に
よ
っ
て
新
し
く
見
出
だ
し

／09　（977）



た
資
料
を
紹
介
し
よ
う
α

　
そ
れ
は
早
稲
田
大
学
付
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
一
連
の
武
氏
祠

拓
本
（
以
下
、
早
大
図
書
館
本
と
略
称
）
で
、
台
帳
に
よ
れ
ば
明
治
四

十
年
に
文
求
堂
よ
り
購
入
と
あ
り
、
当
時
市
島
俊
成
博
士
に
よ
っ
て

蒐
め
ら
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
今
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
武
梁
祠
堂
は
第
一
石
の
拓
本
が
現
在

見
当
ら
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
が
、
第
二
石
以
下
、
祥
瑞
石
に
い
た

る
四
枚
の
拓
本
は
す
べ
て
よ
く
そ
の
原
石
の
お
も
か
げ
を
う
か
が
わ

し
め
る
好
資
料
揃
い
で
あ
る
。

　
武
梁
第
一
石
か
ら
第
三
石
ま
で
の
、
祠
堂
両
壁
と
奥
壁
を
な
す
三

石
を
通
じ
て
画
像
の
下
方
の
装
飾
文
帯
は
上
か
ら
、
絡
縄
文
帯
、
次

に
菱
形
文
帯
が
続
く
こ
と
が
、
シ
ャ
バ
ン
ヌ
本
態
一
石
、
大
村
本
第

三
石
の
拓
本
か
ら
判
明
し
て
い
た
が
、
こ
の
早
大
図
書
館
本
覆
羽
第

二
石
、
第
三
石
共
に
、
こ
の
菱
形
文
帯
の
更
に
下
方
に
、
画
像
の
各

層
の
間
に
見
ら
れ
る
と
同
じ
連
弧
文
が
連
な
っ
て
い
る
の
が
発
見
さ

れ
た
（
巻
頭
図
版
－
、
2
）
。
こ
れ
は
従
来
の
ど
の
拓
本
に
も
な
か
っ

た
も
の
で
極
め
て
貴
重
な
発
見
と
い
え
よ
う
。
他
に
わ
ず
か
に
東
京

　
　
　
　
　
　
　
⑱

国
立
博
物
館
所
蔵
置
屋
藤
本
武
梁
第
一
石
の
拓
本
下
方
の
文
様
帯
に

こ
の
連
弧
文
が
見
ら
れ
る
が
（
図
版
3
）
、
こ
れ
は
実
は
武
梁
第
三
石

・

鞠
．．
ﾗ．

・
羅
・

　
　
　
　
　
ノ

露
顕
尿
武碁灘薦叢灘灘、．藁i騰灘灘漕H謬：・．as

鼠図版3　東京国立博物館蔵武梁上一石拓本（部分）車馬行列より下の文様帯
　　　　　は武梁第三石の文様帯を誤って貼付けたもの。

！10 （978）・
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に
属
ナ
べ
き
文
様
脚
椰
の
部
分
を
窄
ま
っ
て
餓
〃
一
石
下
ふ
カ
に
貼
り
つ
け

た
も
の
で
、
石
方
の
文
様
の
な
い
都
分
は
宴
享
図
下
方
の
部
分
に
他

な
む
ず
、
そ
の
他
、
原
の
欠
け
呉
合
な
ど
か
ら
も
こ
の
文
様
帯
が
第

三
石
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
恐
ら
く
表
装
を
す
る
時

に
で
も
緊
ま
っ
て
第
一
石
下
方
に
貼
り
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
早
大
図
書
館
本
の
祥
瑞
石
拓
本
の
二
葉
竜
又
、
今
の
所
他
に
比
類

の
な
い
貴
重
な
拓
本
で
あ
る
。
こ
と
に
祥
瑞
第
’
石
の
拓
本
（
図
厭

1
一
中
上
）
は
、
　
石
の
長
辺
左
右
両
端
ま
で
強
姦
し
て
あ
り
数
六
の

新
知
兇
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
画
像
の
都
分
は
上
下
七
十
糎
、
左

右
二
〇
二
糎
あ
り
、
そ
の
上
辺
と
左
右
拡
野
里
糎
巾
、
下
辺
の
十
五

糎
以
上
（
こ
こ
で
拓
本
が
切
れ
て
い
る
）
は
石
を
沸
暦
い
て
美
し
く
什
…
上

げ
て
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
天
井
石
を
下
か
ら
仰
ぎ
見
た
場
合
に
室
内

に
な
る
蔀
分
を
と
り
わ
け
美
し
く
見
せ
る
配
慮
で
あ
ろ
う
り

　
縁
取
9
を
し
た
臥
像
の
外
側
は
左
右
共
各
々
十
七
、
八
馬
屋
の
荒

削
り
の
ま
ま
の
部
分
が
あ
る
が
こ
れ
は
ま
さ
に
第
一
冶
、
第
二
讃
の

東
西
側
石
の
上
部
が
接
す
る
高
分
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
記
す
べ

・
き
は
こ
の
部
分
に
長
方
形
の
穴
が
左
詣
加
に
各
ニ
ケ
｝
所
ず
つ
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
左
方
の
穴
は
巾
十
一
糎
、
長
さ
十
七
糎
の
長
方
形
で
、
右

方
の
穴
は
巾
は
同
じ
く
十
一
糎
で
、
長
さ
は
、
石
が
多
少
損
じ
て
い

て
は
っ
・
ざ
り
し
壷
な
い
梓
か
ほ
ぼ
十
山
砂
糖
慨
と
推
定
で
き
甲
O
o
（
土
肥
鰍
2
－
1
左

　
側
噺
上
部
に
接
す
る
部
分
に
あ
る
こ
ω
長
方
形
の
穴
が
、
側
石
上

　
　
　
　
　
　
　
ほ
ぞ

部
に
造
り
出
さ
れ
た
納
を
受
け
る
精
穴
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
容
易

に
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
柄
と
柄
・
穴
の
存
在
に
よ
っ
て

天
井
を
な
す
祥
瑞
贋
が
、
屋
根
勾
削
の
傾
斜
面
に
お
か
れ
て
も
、
ず

り
落
ち
な
い
様
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
お
の
ず
か
ら
、
武
梁
第
一
石
と
第
二
石
の
ヒ
蔀
に
は
三
角
頂
部
中

央
か
ら
左
右
そ
れ
ぞ
れ
十
八
～
二
十
糎
下
が
っ
た
所
に
長
さ
十
七
、

八
糎
、
巾
十
一
、
　
一
一
糎
の
…
鞘
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
（
図

版
1
i
右
、
究
参
照
）
こ
の
部
分
は
い
ま
欠
け
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も

黄
易
の
新
祠
堂
の
酒
面
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
し
て
、
従
来
見
の

が
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
．
、

　
こ
の
柄
穴
で
あ
る
班
の
長
方
形
の
孔
に
つ
い
て
は
笑
は
『
石
索
』

四
の
祥
瑞
第
一
石
の
記
述
の
所
に
次
の
句
が
み
ら
れ
る
。

　
　
…
…
此
（
祥
瑞
聡
）
累
石
有
＝
方
孔
一
曲
想
共
感
有
＝
石
柱
一
承
レ
之
、
以

　
　
為
レ
園
耳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
・
こ
の
『
石
塁
』
の
記
述
は
す
で
に
関
野
博
士
が
注
意
さ
れ
、
フ
ェ

ア
バ
ン
ク
夫
人
も
こ
の
騨
．
弦
索
し
の
記
述
か
ら
石
柱
の
存
在
を
推
定

lil （979）



　
　
　
⑳

し
て
い
る
、
け
れ
ど
も
今
こ
の
早
大
図
書
館
木
祥
瑞
図
拓
本
を
前
に

し
て
は
、
こ
の
方
路
が
孝
堂
山
育
堂
の
前
瀬
中
央
に
あ
る
八
角
形
石

柱
を
承
け
る
た
め
の
よ
う
な
竜
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

石
の
前
縁
に
当
る
部
分
に
は
全
く
方
孔
が
見
当
ら
な
い
。
従
来
こ
の

よ
う
に
石
全
体
を
拓
録
し
た
〃
良
い
拓
本
”
が
な
か
っ
た
が
た
め
に
、

石
索
の
「
記
述
」
を
そ
の
ま
ま
鵜
飲
み
に
し
て
石
柱
の
存
在
を
推
定

す
る
は
か
な
か
っ
た
の
が
、
実
は
側
石
上
の
柄
を
受
け
る
柄
穴
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
の
は
大
き
な
収
獲
で
あ
る
。

　
こ
の
早
大
図
書
館
本
祥
瑞
騰
拓
本
に
よ
っ
て
、
武
梁
嗣
堂
の
天
井

石
が
柄
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
こ
の
柄

が
使
わ
れ
た
の
は
下
梁
祠
堂
だ
け
で
は
な
い
。
今
一
度
関
野
博
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

著
書
の
新
祠
堂
内
武
氏
磁
石
実
測
図
を
調
べ
て
み
る
と
「
祠
堂
平
面

図
」
の
う
ち
左
上
隅
に
あ
る
〃
㈲
”
と
〃
㈲
”
の
石
に
そ
れ
ぞ
れ
小

さ
な
出
っ
ぱ
り
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
気
が
つ
く
。
関
野
博
士
の

本
文
に
は
こ
の
二
つ
の
石
が
心
心
祠
公
転
の
う
ち
の
ど
れ
に
当
る
か

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
関
野
博
士
の
著
書
の
図
版
6
6
・
6
7
、
シ

ャ
バ
ン
ヌ
氏
の
著
書
の
図
版
目
H
・
録
も
。
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し

た
結
果
こ
の
“
㈲
〃
“
飼
”
の
二
石
は
前
石
室
第
八
・
第
九
石
（
一

つ
の
石
の
両
颪
に
画
像
が
あ
る
）
が
ほ
ぼ
中
央
か
ら
二
つ
に
折
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
復
元
し
て
で
き
る
一
二
角
石
梁
石
の
上
部
両

側
に
あ
る
長
さ
十
糎
ば
か
り
、
高
さ
五
香
前
後
の
出
っ
ぱ
り
は
こ
れ

も
ま
さ
し
く
天
井
石
を
支
え
る
柄
に
違
い
な
い
。
武
梁
嗣
堂
の
ほ
か

に
少
な
く
も
前
石
室
第
八
・
九
石
の
属
す
る
詞
堂
（
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫

人
は
こ
の
石
を
前
石
室
上
部
中
央
に
お
い
て
復
元
し
て
い
る
）
に
も
柄
式
の

構
築
法
が
使
わ
れ
て
い
た
証
拠
に
な
ろ
う
。

　
祥
瑞
石
拓
本
の
こ
の
部
分
の
更
に
外
側
は
端
ま
で
祠
堂
の
外
に
露

出
す
る
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
細
い
竪
痕
の
平
行
線
を
並

べ
て
美
｝
し
く
仕
し
山
庫
リ
ノ
て
噌
の
サ
伊
　
（
図
版
2
1
左
し
エ
）
。

　
祥
瑞
第
二
石
も
第
一
噺
と
全
く
陶
様
で
あ
る
。
早
大
図
書
館
本
の

こ
の
拓
本
（
腰
髄
1
…
中
中
）
は
第
一
石
と
比
べ
て
左
方
が
よ
け
い
に

切
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
代
り
上
方
は
画
像
の
上
部
に
二
・
二
糎
の

磨
い
た
縁
取
り
が
あ
っ
て
石
が
終
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
他
、
下
部

は
画
像
の
部
分
の
下
方
、
七
言
申
の
巾
広
い
磨
い
た
縁
取
り
の
下
が

荒
削
り
の
ま
ま
の
部
分
と
な
っ
て
い
る
（
図
版
2
f
左
下
）
。
拓
本
が

切
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
荒
削
り
部
の
巾
は
濫
淫
ぶ
ん
し
か
判
ら
な

い
が
、
祥
瑞
第
一
石
の
こ
の
同
じ
部
分
が
磨
い
て
美
し
く
仕
上
げ
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
祥
瑞
第
二
祷
の
方
が
荒
削
り
な
の
は
、
こ
こ

が
見
え
な
い
部
分
、
即
ち
、
第
一
、
第
二
石
の
側
石
上
の
状
態
と
同
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じ
く
、
奥
壁
を
な
す
第
三
石
の
上
部
が
こ
こ
に
接
す
る
た
め
で
あ
る

の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
後
に
流
れ
る
祠
堂
の
屋
根
を

な
す
祥
瑞
石
の
ど
ち
ら
が
前
か
後
か
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
瀬
像
属
堂
の
復
元
に
は
各
石
の
良
い
拓
本
を
集
め
る
こ
と
が
第
一

の
作
業
に
な
る
の
は
勿
論
で
、
こ
の
章
の
始
め
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
が
、
次
に
こ
れ
ら
の
資
料
を
使
っ
て
祠
堂
に
復
元
す
る
う
え
の
参

考
と
す
べ
き
も
の
を
挙
げ
よ
う
。

　
孝
覚
山
石
綱
は
漢
心
の
房
騰
建
築
の
唯
一
つ
の
遺
例
で
あ
り
、
同

じ
祠
堂
で
あ
る
武
氏
祠
堂
群
の
復
元
に
あ
た
0
て
最
も
重
要
な
参
考

画
料
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
が
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

梁
繭
堂
復
元
の
参
考
に
し
た
の
は
勿
論
で
あ
る
。

　
こ
の
孝
堂
山
石
廟
の
拓
本
も
又
各
書
に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

測
図
は
関
野
博
士
の
そ
れ
が
従
来
唯
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
（
第
－

閣
上
）
。

　
所
で
解
放
後
、
新
中
国
の
考
古
工
作
活
動
は
実
に
目
覚
ま
し
い
竜

の
が
あ
り
、
様
六
の
重
要
な
発
見
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
整
理
が
一

段
落
し
た
一
昨
年
春
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
竜
の
を
全
国

重
点
文
物
保
護
単
位
と
し
て
、
日
本
で
い
え
ば
園
宝
指
定
が
な
さ
れ

た
。
武
氏
祠
画
像
石
群
、
孝
堂
山
石
禧
も
勿
論
指
定
さ
れ
た
が
、
恐

ら
く
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
石
祠
は
徹
底
約
な
再
調
査
を
受
け
後
補

の
部
分
（
構
造
上
必
要
な
所
を
除
く
）
　
を
旧
に
復
す
る
な
ど
の
保
存
工

作
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
調
査
の
結
果
を
羅
聖
壇
段
が
『
文
物
』
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
②

じ
誌
上
に
精
し
く
報
告
さ
れ
て
お
り
、
画
像
の
拓
植
の
他
、
石
壁
の

実
測
図
（
策
1
鴎
下
）
も
載
せ
て
あ
る
。
　
武
州
禅
堂
復
元
に
重
要
な

こ
の
祠
堂
を
開
野
博
士
の
調
査
と
比
べ
な
が
ら
以
下
少
し
く
紹
介
し

て
み
よ
う
。

　
外
観
上
の
最
も
大
き
な
変
化
は
棟
で
あ
る
。
（
〔
付
記
二
〕
参
照
）
関

野
博
士
の
実
測
図
に
は
立
派
な
棟
が
あ
ら
わ
し
て
あ
る
の
に
羅
氏
の

図
に
は
両
側
の
天
井
石
を
突
き
合
わ
せ
た
だ
け
で
何
ら
棟
の
設
備
が

な
い
。
羅
氏
も
こ
の
点
を
注
音
弱
し
て
記
述
し
て
い
る
が
棟
の
な
い
の

は
顛
何
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
明
器
の
建
築
で
も
、
壁
画
、
画
像
石

等
に
現
わ
さ
れ
た
も
の
で
も
後
藤
代
の
建
築
に
は
す
．
へ
て
棟
が
あ
る
。

こ
れ
は
関
野
博
士
の
調
査
後
、
近
年
ま
で
の
間
に
失
な
わ
れ
た
も
の

で
、
も
と
は
当
然
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
細
か
い
こ
と
だ
が
屋
根
上
に
刻
み
出
さ
れ
た
瓦
の
枚
数
が
多
少
異

な
る
。

　
正
立
諏
図
も
変
化
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
関
野
博
士
が
正
面
左
右
の

後
補
の
立
柱
を
省
い
て
作
図
さ
れ
た
も
の
で
、
博
士
の
平
面
國
に
は
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黒
く
図
泳
こ
そ
し
て
な
い
が
立
際
の
あ
る
こ
と
が
紅
が
る
。

　
外
彫
に
そ
う
本
質
的
職
変
化
が
な
い
の
に
対
し
て
内
部
，
り
様
子
は

極
め
て
与
味
深
く
、
ま
た
こ
の
部
分
に
武
梁
嗣
堂
の
復
元
に
あ
た
っ

て
の
参
考
溝
型
が
深
さ
れ
て
い
る
。

　
関
野
博
士
が
調
査
さ
れ
た
と
き
に
は
内
濠
に
は
奥
鑓
に
接
し
て
増

補
の
台
座
が
作
ら
れ
、
そ
こ
に
郭
巨
の
父
母
の
像
な
ど
が
祀
ら
れ
て

い
た
。
奥
壁
に
は
上
半
分
に
画
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
真
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ま
で
こ
の
後
世
の
台
座
が
作
ら
れ
て
い
た
。
滞
在
期
悶
の
短
い
た
め

も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
ほ
ど
、
精
し
い
実
測
図
を
も
の
さ
れ
た

博
士
も
遂
に
こ
の
台
座
に
は
手
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
台
座
の

下
の
床
は
＝
聞
平
ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
た
ら
し
い
。
側
略
図
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

床
が
一
直
線
に
平
ら
に
描
か
れ
て
あ
る
　
（
第
1
図
上
側
画
図
）
。

　
所
が
解
放
後
の
徹
底
的
調
査
に
よ
っ
て
こ
の
後
補
の
台
座
が
除
け

ら
れ
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
長
方
形
の
低
い
台
石
が
室
の
奥
半
分
一

杯
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
。
羅
氏
は
こ
れ
を
〃
神
台
”

と
称
し
て
い
る
。
こ
の
神
台
が
闘
堂
と
同
時
の
も
の
で
あ
乃
か
ど
う

　
　
　
　
　
　
◎

か
は
羅
氏
の
記
述
に
「
叢
濃
と
船
飾
よ
り
見
れ
ば
、
ま
さ
に
原
物
に

属
す
」
と
あ
る
の
を
信
ず
る
ほ
か
は
な
い
。

　
だ
が
こ
こ
に
〃
…
落
飾
が
あ
る
”
と
い
う
記
述
に
注
目
し
1
1
価
う
。
さ

ぎ
に
武
梁
第
ご
一
石
の
資
料
を
あ
げ
た
時
に
画
像
下
・
段
の
中
央
部
が
わ

ざ
と
文
様
帯
を
現
わ
し
て
い
な
か
っ
た
の
を
想
い
出
し
て
頂
き
た
い
。

　
孝
堂
山
の
神
台
の
高
さ
は
図
颪
か
ら
判
断
す
る
と
、
約
十
八
糎
ほ

ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
羅
氏
も
長
い
歳
月
の
間
に
祠
堂
内
都
の
床
面

が
漫
減
し
て
い
る
の
を
注
意
し
て
い
る
か
ら
、
も
と
は
屯
う
少
し
低

く
十
五
糎
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
　
一
方
、
武
梁
第
一
二
石
の
こ

の
文
様
帯
の
部
分
の
高
さ
は
約
二
十
糎
で
あ
る
か
ら
ほ
ぼ
同
じ
位
と

い
っ
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
武
梁
…
祠
堂
の
奥
壁
の
こ
の
部
分

に
接
し
て
置
か
れ
た
神
台
は
孝
堂
山
の
例
か
ら
推
し
て
奥
壁
に
接
す

る
所
を
除
い
た
三
方
の
側
面
に
、
鼠
壁
下
部
左
右
と
繕
じ
く
上
か
ら

絡
縄
文
、
菱
形
文
、
そ
れ
に
新
発
見
の
連
弧
文
の
文
様
帯
を
め
ぐ
ら

し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
石
の
上
露
に
つ
い
て

は
手
掛
り
が
な
い
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
石
が
あ
．
る
か
と
い
え
ば
関
野
博
士
に
よ
っ

て
注
意
さ
れ
て
い
る
石
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
博
士
の
新
…
祠
堂

　
　
　
　
　
　
⑨

内
窪
石
の
実
測
図
中
に
㈱
の
記
号
で
現
わ
さ
れ
て
い
る
眉
で
、
博
士

は
「
但
㈲
に
は
手
品
を
有
せ
ず
乱
波
文
複
竪
文
連
弧
文
よ
り
成
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

調
縁
を
示
せ
る
の
み
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
石
は
長
さ
七
十
七
糎

（
二
・
五
五
尺
）
巾
二
十
五
糎
（
八
．
二
寸
）
　
で
そ
の
糞
面
に
以
上
の
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文
吊
眼
脚
軍
が
横
に
長
く
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
拓
木
が
な

い
の
で
充
分
な
こ
と
が
い
え
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
関
野
博
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
う
波
文
と
は
著
書
の
後
章
に
よ
ひ
左
石
室
第
四
・
第
五
石
下
縁
の

文
様
を
指
し
て
お
り
、
私
の
い
う
武
梁
属
の
絡
縄
文
を
博
士
は
糾
縄

丈
と
名
付
け
て
い
る
か
ら
、
こ
の
㈱
蒋
は
恐
ら
く
左
石
室
に
属
す
る

・
も
の
と
思
わ
れ
、
平
鋼
澗
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
の
は
残
念

て
あ
る
。

　
以
上
で
平
石
及
び
、
参
考
資
料
が
出
揃
っ
た
か
ら
い
よ
い
よ
復
元

に
取
掛
か
ろ
う
。

四
　
祠
堂
の
復
元

　
復
元
は
ま
ず
飼
堂
を
構
成
す
る
各
々
の
石
を
関
野
博
士
の
実
測
図

と
拓
本
に
よ
っ
て
復
元
し
、
次
に
そ
れ
ら
の
各
石
を
組
立
て
て
隠
田

の
復
一
7
5
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
a
　
第
一
石
の
復
元
（
図
版
1
1
右
）

　
順
序
と
し
て
第
一
石
か
ら
取
か
か
ろ
う
。
関
野
博
士
の
実
測
図
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

よ
れ
ば
こ
の
石
は
左
右
が
ご
二
九
・
五
糎
…
へ
四
・
六
尺
）
高
さ
は
両

端
で
一
六
四
・
五
位
（
五
・
圏
二
尺
）
中
央
の
も
っ
と
も
高
い
所
で
一

八
二
糎
（
六
尺
）
で
あ
る
。
　
将
棋
の
駒
の
よ
う
に
申
央
が
高
く
な
っ

て
い
る
が
、
こ
の
最
も
高
い
所
が
丁
度
中
央
の
位
縫
か
ど
う
か
は
実

測
園
に
は
明
確
に
し
て
い
庵
い
が
、
図
の
書
方
、
そ
れ
と
拓
本
か
ら

し
て
中
央
に
置
く
。

　
こ
の
第
一
石
に
彫
ら
れ
た
｝
麟
像
の
大
き
さ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

写
真
が
全
く
な
い
現
在
、
拓
本
に
よ
っ
て
そ
の
様
子
を
見
る
ほ
か
な

｝い

B
先
に
資
料
を
挙
げ
た
特
に
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
拓
本
を
推
し
た
が
、

寸
法
を
実
際
に
当
る
必
要
上
今
こ
こ
で
は
過
日
、
東
京
芸
術
大
学
所

蔵
の
拓
本
で
調
査
し
た
資
斜
を
使
っ
て
ゆ
き
た
い
。
芸
大
本
に
よ
る

と
、
画
像
の
部
分
は
左
右
一
三
六
・
五
糎
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
石

の
端
ま
で
で
は
な
い
。
そ
の
外
側
に
縁
が
め
ぐ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
所
で
先
の
関
野
博
士
の
実
測
図
に
よ
れ
ば
左
右
は
ニ
ニ
九
・
五

糎
で
そ
の
差
三
糎
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
第
一
石
は
左
右
ほ
と
ん

ど
一
杯
ま
で
画
像
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
縁
が
め
ぐ
っ
て
い
る
と

し
て
精
も
女
一
。
五
糎
巾
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
は
上
部
の
三
角
形
を
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
西
王
母
を
中
心
と

し
た
こ
の
部
分
を
す
み
ず
み
ま
で
辛
し
た
拓
本
が
な
い
。
だ
が
上
部

絡
縄
文
の
う
え
高
さ
十
七
・
五
玉
…
の
こ
の
三
角
楽
部
も
妬
本
は
ほ
ぼ

一
杯
ま
で
あ
っ
て
、
や
は
り
上
辺
左
右
に
ご
く
細
い
縁
し
か
入
ら
な

い
状
態
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
残
さ
れ
た
下
方
で
あ
る
が
、
画
像
の
下
に
文
様
帯
が
何

条
か
あ
る
こ
と
は
既
に
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
第
一
石
礫
影
｝
に
よ
っ
て
明
ら

か
で
あ
る
。
芸
大
所
蔵
の
第
一
石
拓
本
は
残
念
な
が
ら
画
像
の
下
以

下
は
拓
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
部
分
は
早
大
図
書
館
本
武
梁
第

二
石
拓
本
に
よ
っ
て
お
ぎ
な
う
こ
と
と
し
、
こ
の
交
配
帯
の
部
分
を

そ
っ
く
り
画
像
の
下
に
継
ぎ
足
す
こ
と
に
す
る
。
絡
縄
文
帯
、
菱
形

文
帯
と
連
弧
文
帯
か
ら
な
る
こ
の
部
分
は
連
弧
の
下
辺
ま
で
で
丁
度

一一

¥
糎
あ
り
、
　
そ
の
上
部
、
　
類
像
の
藩
分
を
合
わ
せ
て
一
五
六
糎

（
最
上
部
三
角
梁
部
を
除
く
）
に
な
り
、
　
石
の
外
形
が
一
六
四
・
五
糎

で
あ
る
か
ら
下
辺
に
八
・
五
五
爾
像
の
な
い
部
分
が
蹴
来
る
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
に
他
の
画
像
が
あ
る
か
ど
う
か
は
今
の
所
知
る
方
法
が

な
い
。
だ
が
こ
の
連
．
弧
文
が
最
下
辺
に
な
る
ら
し
い
こ
と
は
、
た
と

え
ば
前
石
室
第
六
・
第
七
石
の
例
に
よ
っ
て
推
量
出
来
よ
う
。
こ
の

最
下
端
無
文
の
部
分
は
床
に
埋
め
込
ん
で
保
強
の
役
に
立
つ
部
分
と

す
る
の
が
妥
当
と
考
え
て
い
る
。

　
　
b
　
第
二
石
の
復
元
（
図
版
1
i
左
）

　
第
二
石
の
石
の
大
き
さ
は
関
野
博
士
に
よ
れ
ば
、
左
右
が
二
分
、

す
な
わ
ち
五
粍
ほ
ど
短
か
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
高
さ
は
中
央
部
、

両
蠕
部
と
も
第
一
石
と
変
ら
な
い
。

　
拓
本
に
よ
る
画
像
の
部
分
は
早
大
図
書
館
本
（
〔
付
記
ご
参
照
）
に

よ
る
と
左
右
＝
二
七
糎
で
石
と
僅
か
八
尾
し
か
差
が
な
い
。
上
下
は

三
角
梁
を
除
い
て
ご
二
五
・
五
糎
、
そ
れ
に
第
｝
石
と
同
じ
く
下
辺

に
文
様
帯
二
十
糎
を
つ
け
足
し
て
一
五
五
・
五
糎
で
、
石
の
外
形
一

六
四
・
五
糎
か
ら
引
く
と
六
義
の
無
文
の
部
分
が
下
方
に
出
来
る
こ

と
と
な
る
。

　
　
c
　
第
三
石
の
復
元
（
図
版
1
1
中
下
）

　
第
三
石
の
大
き
さ
は
関
野
博
士
の
実
測
図
に
は
、
左
右
二
四
三
糎

（
八
・
〇
一
一
尺
）
　
官
郷
さ
一
山
ハ
四
。
五
糎
（
五
・
四
一
訟
尺
）
　
を
計
解
9
。

　
画
像
の
都
分
を
早
大
図
書
館
拓
本
に
よ
っ
て
調
べ
る
と
、
左
右
は

こ
〇
五
鈷
、
高
さ
は
下
辺
の
文
様
帯
を
除
い
て
一
二
七
・
五
糎
あ
る
。

し
か
し
こ
の
拓
本
に
は
最
上
部
の
絡
縄
文
帯
が
拓
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
れ
は
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
復
元
図
の
よ
う
に
、
上
辺
に
も
第
一
、

出
石
と
同
じ
く
絡
縄
文
帯
が
く
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
上
辺

と
下
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
様
帯
を
付
加
す
る
と
、
総
高
は
一
五
五
・

五
糎
と
な
り
、
下
方
は
第
二
石
と
同
じ
く
男
並
無
文
の
部
分
が
出
来
。

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
左
右
は
約
三
十
八
糎
も
あ
ま
る
こ
と
と
な
る

こ
の
画
像
は
左
右
と
も
一
杯
ま
で
拓
録
し
て
あ
る
か
ら
こ
れ
以
上
癒

像
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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煮
　
禅
瑞
図
第
剛
石
（
図
版
！
1
巾
上
）

　
こ
の
石
の
大
き
さ
は
縦
九
九
・
五
糎
（
三
・
二
八
尺
）
横
二
八
一
糎

（
九
・
二
八
尺
）
厚
さ
二
七
・
素
干
（
七
・
七
寸
）
で
裏
癒
に
祥
瑞
図

を
彫
り
、
表
織
は
『
石
索
』
の
い
う
よ
う
に
説
諭
、
つ
ま
り
瓦
騒
根

を
模
し
て
あ
る
。

　
軍
備
図
書
館
本
に
よ
る
と
画
像
の
部
分
は
巾
七
〇
糎
、
長
さ
二
〇

一一

W
で
あ
る
。
天
井
痴
の
薦
堂
内
部
と
な
る
部
分
の
寸
法
を
き
め
る

も
の
は
、
奥
壁
即
ち
武
事
第
三
石
の
画
像
の
左
お
巾
と
、
側
石
即
ち

蔵
梁
第
一
、
一
一
滋
上
部
の
斜
辺
の
焚
さ
で
あ
る
。
前
者
は
先
に
あ
げ

た
通
り
二
〇
五
爵
、
側
壁
上
部
の
斜
辺
の
長
さ
は
実
測
七
〇
糎
で
あ

ッ
て
ほ
ぼ
祥
瑞
三
熱
の
大
き
さ
に
一
致
し
て
い
る
。
祥
瑞
図
画
右
左

膚
の
二
糎
由
・
の
縁
取
り
を
考
慮
す
る
と
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
祥
瑞
第
二
石
拓
本
上
で
画
像
の
左
・
石
の
膝
隠
の
あ
る
側
石
上

部
に
接
す
る
部
分
の
外
側
ま
で
を
計
る
と
二
四
〇
糎
で
武
梁
第
三
石

の
長
さ
と
ピ
ッ
タ
リ
一
致
す
る
。
贋
が
拓
本
の
全
長
は
二
七
五
糎
し

か
な
く
、
関
野
博
士
の
実
測
値
よ
り
六
糎
短
い
。
こ
の
こ
と
は
祥
瑞

第
二
石
に
お
い
て
も
考
察
す
る
が
、
孝
室
山
祠
堂
の
天
井
石
の
軒
端

は
石
表
面
の
瓦
屋
根
に
対
し
、
垂
木
を
模
し
た
裏
画
が
一
段
内
側
に

引
込
ん
で
い
る
が
、
武
梁
嗣
堂
の
天
井
石
は
左
右
両
端
に
お
い
て
も

同
じ
よ
う
に
薦
表
顧
に
対
し
て
裏
面
が
一
段
と
内
側
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
¢
祥
瑞
図
第
｝
着
（
図
版
r
i
中
中
）

　
石
の
大
き
さ
は
関
野
博
士
の
実
測
圏
に
よ
っ
て
縦
一
〇
四
・
五
糎

（
三
・
圏
五
尺
）
横
二
八
七
糎
（
九
・
四
三
尺
）
厚
さ
二
一
・
二
糎
（
七

寸
）
あ
る
。
早
大
図
書
館
本
に
よ
れ
ば
画
像
の
部
分
は
縦
六
九
糎
、

横
一
九
八
糎
で
爾
像
の
上
辺
に
二
糎
巾
、
左
右
に
各
面
糎
巾
、
下
辺

に
七
道
巾
の
縁
取
り
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
祥
瑞
第
一
石
と
同
じ

く
画
像
の
左
右
に
方
孔
が
あ
り
、
こ
の
方
孔
を
望
む
側
石
上
部
の
接

す
る
部
分
の
外
側
間
の
寸
法
、
す
な
わ
ち
、
祠
堂
の
外
法
は
二
四
〇

糎
で
第
一
二
石
の
長
さ
と
同
一
と
な
る
。
こ
の
外
部
、
つ
ま
り
祠
堂
の

外
に
な
る
部
分
は
、
拓
木
の
右
［
方
は
端
ま
で
拓
録
さ
れ
て
お
9
、
こ

の
部
分
の
長
さ
は
祥
瑞
第
一
石
の
そ
れ
と
全
く
同
一
で
、
途
中
で
切

れ
て
い
る
左
方
も
恐
ら
く
同
一
の
長
さ
と
認
め
ら
れ
る
所
か
ら
石
裏

面
の
長
さ
は
祥
瑞
第
一
鷹
、
第
二
石
共
に
二
七
五
糎
と
な
り
、
石
表

面
四
に
対
し
左
右
各
々
山
川
糎
宛
短
か
～
、
壷
な
っ
て
い
ワ
の
こ
と
に
帝
献
る
。

　
関
野
博
士
の
実
測
図
に
よ
る
と
、
祥
瑞
第
一
石
は
祥
瑞
第
二
石
よ

・
り
山
側
糎
短
か
い
一
か
、
　
こ
の
暦
齢
は
恐
池
り
く
、
祥
瑞
凹
餓
即
一
石
に
述
べ
た
ご

と
く
、
左
右
各
々
六
糎
宛
短
か
く
な
っ
て
い
る
石
の
表
裏
の
差
に
起
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因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
天
井
石
の
表
瀬
の
長
さ

は
祥
瑞
第
一
石
も
第
二
石
と
同
じ
く
二
八
七
糎
と
し
た
い
。

　
｝
麟
像
の
下
方
七
財
産
の
縁
取
り
の
下
に
、
“
磨
か
れ
て
い
な
い
部
分

が
あ
り
’
、
　
こ
こ
に
第
一
二
石
の
上
部
が
接
す
る
こ
と
は
汕
削
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
拓
本
が
そ
の
半
ば
で
切
れ
て
い
る
た
め
祥
瑞
第
二
石
と

同
じ
く
軒
端
の
具
合
が
判
ら
な
い
が
、
一
応
孝
堂
山
亭
堂
に
な
ら
っ

て
お
く
。

　
以
上
で
各
々
の
石
の
様
子
が
判
明
し
た
。
次
は
い
よ
い
よ
、
そ
れ

ら
を
組
立
て
て
祠
堂
を
復
元
し
て
み
・
よ
う
。

　
f
　
嗣
堂
の
復
元
（
第
2
図
）

葺義茎嚢群導窪詮そ縫員三e｛）｝fF揮ミ露虚（秋1三1）

tt

一

□

0　　1　　2　3m

「　蝋

㌔　L
A、

ng　2図 虹梁祠堂復元図（上・フ＝アバンク夫人図，
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も
と
の
醐
堂
の
形
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
石
室
』
に
復
元
的

　
　
　
　
　
⑳

な
記
述
が
あ
る
。
即
ち
、
第
一
石
と
第
二
石
を
そ
れ
ぞ
れ
東
西
の
側

壁
と
し
、
第
三
石
を
後
壁
と
し
、
祥
瑞
図
二
石
で
天
井
を
覆
う
と
し

て
い
る
。
シ
ャ
バ
ン
ヌ
も
関
野
博
士
も
容
｛
庚
氏
「
も
、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク

夫
人
亀
皆
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
第
一
石
上
部
の
三
角
梁
部
に
西

王
愚
、
第
二
石
に
東
王
父
が
あ
る
所
か
ら
、
第
一
石
を
西
、
即
ち
右

に
、
　
第
二
石
を
東
、
　
即
ち
左
方
に
置
く
点
屯
問
題
な
い
。
　
そ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
描
か
れ
た
の
が
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
復
元
図
で
あ
る
（
第
2
園
一

上
）
三
石
の
組
合
わ
せ
方
、
軒
前
縁
中
央
の
円
柱
な
ど
に
関
野
博
士

に
よ
る
孝
堂
山
祠
堂
調
査
の
影
響
が
色
濃
く
出
て
い
る
。

　
今
こ
の
復
元
図
に
「
再
検
討
」
を
加
え
て
み
よ
う
。
（
第
2
図
参
照
）

　
第
一
に
飯
石
の
綴
合
せ
方
に
注
意
し
よ
う
。
フ
エ
ア
バ
ソ
ク
夫
人

は
第
一
贋
と
第
二
石
と
で
第
三
石
の
側
面
を
爽
む
よ
う
に
戯
合
わ
せ

て
復
元
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
関
野
博
士
の
孝
堂
山
祠
堂
の
石

の
緯
舎
わ
せ
方
（
第
ユ
図
i
上
参
照
）
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ

が
先
に
菊
石
の
復
元
を
行
な
っ
た
図
（
図
版
！
）
　
で
判
る
よ
う
に
第

一
石
、
第
二
石
と
も
左
右
は
ほ
と
ん
ど
一
杯
ま
で
画
像
が
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
第
一
二
石
は
左
右
に
各
な
十
九
糎
宛
も
画
像
の
な
い
部
分

が
あ
る
。
こ
れ
で
は
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
よ
う
に
復
元
し
た
な
ら

ば
折
角
の
第
一
石
、
第
二
石
の
画
傑
が
一
部
分
隠
さ
れ
、
奥
壁
に
は
、

左
右
に
画
像
の
な
い
都
分
が
見
え
る
こ
と
に
な
っ
て
極
め
て
不
自
然

で
あ
る
。

　
こ
こ
は
第
2
図
下
の
よ
う
に
第
一
石
と
第
二
石
の
側
面
に
第
三
石

が
接
す
る
よ
う
に
継
合
わ
せ
れ
ば
、
第
一
、
第
二
石
の
画
像
は
す
っ

か
り
見
え
る
し
、
第
三
石
の
左
右
の
爾
像
の
な
い
部
分
は
第
一
、
第

二
石
の
側
諏
で
隠
さ
れ
、
画
像
が
ぐ
る
つ
と
連
続
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
そ
れ
に
羅
氏
の
新
し
い
孝
堂
山
楽
堂
実
測
図
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
磁

壁
が
両
側
石
の
側
面
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
融

－
図
下
）
。
短
期
間
の
滞
在
に
よ
る
関
野
薄
士
の
調
査
に
多
少
の
誤
り

が
あ
る
の
は
・
止
む
を
得
ま
い
。
同
時
に
こ
れ
に
よ
っ
て
石
の
、
厚
み
も

推
定
出
来
る
。
孝
堂
山
…
輔
堂
と
岡
じ
く
外
部
か
ら
は
コ
の
字
形
に
整

然
と
と
と
の
え
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
第
三
石
の
画
像
左
右

の
空
白
部
は
、
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
接
す
る
第
一
・
第
二
石
の
厚
さ
な

の
で
あ
る
。
石
の
．
厚
さ
は
十
九
糎
と
な
る
。

　
第
二
は
〃
神
台
”
で
あ
る
。
羅
氏
の
孝
堂
山
嘱
堂
の
新
実
測
図

（
第
－
・
図
下
）
に
現
わ
さ
れ
た
1
1
紳
台
”
が
武
梁
剃
で
は
ど
う
な
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
第
三
石
宴
山
“
、
Ψ
図
下

方
の
文
様
帯
の
現
わ
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
こ
そ
こ
の
武
鯛
岡
の
神
台
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武嬢醐堂復元の再検討（秋由）

が
接
し
て
い
た
場
所
で
あ
ろ
う
。
こ
の
神
台
が
前
方
に
ど
れ
だ
け
張

出
し
て
い
た
か
は
神
台
石
そ
の
も
の
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
は
判
ら

な
い
。
た
だ
一
応
孝
堂
山
石
祠
の
揚
含
を
参
照
し
て
ほ
ぼ
虚
心
の
中

央
に
ま
で
鴫
て
い
た
と
し
て
お
こ
う
。
先
に
左
石
室
に
属
す
る
と
思

わ
れ
る
㈱
石
が
同
じ
く
神
台
関
係
の
石
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て

お
い
た
が
、
武
梁
岡
の
そ
れ
は
恐
ら
く
一
枚
石
で
、
巾
は
第
三
石
下

部
文
様
帯
の
無
文
の
部
分
の
長
さ
と
阿
じ
く
九
十
三
糎
、
厚
さ
は
文

様
の
あ
る
所
が
二
十
糎
、
床
に
埋
ま
る
部
分
も
い
れ
て
全
体
で
二
十

九
糎
で
、
奥
行
き
は
五
、
六
十
糎
と
な
リ
ハ
側
面
に
文
様
帯
を
め
ぐ

ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
館
三
は
前
面
中
央
の
石
柱
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

の
石
柱
の
存
在
を
推
定
し
て
い
る
の
は
『
石
索
』
の
記
述
で
あ
っ
て
、

フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
は
そ
れ
と
孝
堂
山
石
胴
の
八
角
柱
を
拠
所
と
し

て
前
縁
中
央
に
石
柱
を
置
い
た
復
元
図
を
作
製
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
　
（
第
二
図
上
）
だ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
早
大
図
書
館
本
の

祥
瑞
図
拓
本
に
よ
っ
て
、
石
索
の
い
う
方
孔
と
は
実
は
側
石
上
部
に

作
ら
れ
た
柄
を
う
け
る
柄
穴
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
現
在
も
っ
と
も
良
く
こ
の
祥
瑞
石
の
様
子
を
示
す
拓
本
は
こ
の
早

大
図
書
館
蔵
拓
本
で
あ
る
が
、
こ
の
拓
本
を
糖
欲
し
て
も
、
他
に
孔

ら
し
い
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
左
右
は
両
端
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、

下
方
は
途
中
で
切
れ
て
い
て
な
お
十
糎
を
あ
ま
す
が
、
こ
の
拓
本
に

な
っ
て
い
な
い
前
縁
十
糎
巾
の
問
に
柱
が
く
る
こ
と
は
構
造
上
あ
り

得
な
い
し
、
第
一
、
十
糎
巾
で
は
篇
柱
が
細
す
ぎ
て
不
自
然
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
綱
堂
前
爾
は
柱
が
一
本
も
な
く
吹
放
し
に
な
っ
て
い
る

結
論
と
な
る
。
醐
堂
内
部
に
は
中
央
に
神
台
石
が
痴
か
れ
て
い
る
か

ら
前
に
柱
が
あ
れ
ば
か
え
っ
て
邪
魔
で
あ
る
と
も
い
え
、
こ
の
点
か

ら
も
柱
の
な
い
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
前
諾
に
柱
が
な
い
と
す
る
と
二
米
を
越
え
る
空
間
が
構
造
的
に
無

理
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
孝
堂
由
烈
鵜
堂
の
壁
問
は
ほ
ぼ
四
米

で
あ
る
か
ら
、
中
央
の
八
角
柱
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
片
側
の
長
さ

は
武
梁
祠
と
ほ
ぼ
問
じ
値
と
な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
納
で
も
っ
て
天
井
石
を
さ
さ
え
る
構
造
は
新

発
見
で
あ
る
（
図
版
1
の
第
一
、
第
二
石
は
柚
を
鋪
な
っ
て
雅
の
外
形
を
描

い
た
）
。

五
　
結

び

　
武
氏
嗣
堂
群
の
な
か
で
、
僅
か
岩
石
か
ら
成
る
に
す
ぎ
な
い
武
梁

綱
堂
の
復
元
は
、
い
わ
ば
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
拓
本
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の
み
を
も
っ
て
行
な
っ
た
従
来
の
研
究
、
こ
と
に
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫

人
の
復
元
に
対
し
て
、
以
上
述
べ
た
と
お
り
、
関
野
博
士
に
よ
る
一

つ
一
つ
の
石
の
実
測
図
を
依
所
と
し
、
そ
の
石
の
う
え
に
拓
本
に
よ

る
画
像
を
定
齎
さ
せ
て
各
々
の
石
を
ま
ず
復
元
し
、
そ
う
し
て
得
ら

れ
た
石
を
も
つ
て
祠
堂
を
継
立
て
る
と
い
う
新
し
い
方
法
に
よ
っ
て
、

従
来
の
見
解
を
多
少
と
も
正
す
こ
と
が
出
来
た
。
側
壁
、
奥
壁
の
組

合
わ
せ
に
大
き
な
修
正
を
行
な
っ
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
新
し
い
方
法

の
成
果
と
い
え
よ
う
。

．
前
石
室
以
下
の
他
の
祠
堂
の
復
元
に
、
こ
の
新
し
い
方
法
が
ど
の

程
度
の
効
果
を
現
わ
す
か
は
続
稿
に
ゆ
だ
ね
る
が
、
関
野
博
士
の
実

測
図
に
す
べ
て
を
託
す
こ
と
も
又
一
面
的
な
見
解
と
な
る
の
は
勿
論

で
あ
る
。

　
寒
威
凛
烈
の
二
臼
間
の
滞
在
で
は
、
む
し
ろ
よ
く
こ
こ
ま
で
と
敬

服
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
や
は
り
複
雑
な
形
態
を
な
す
石
に
つ
い
て

は
充
分
原
形
を
描
き
切
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
又
他
所
に
あ
る
石
や

所
在
不
明
の
石
に
つ
い
て
こ
の
方
法
を
行
な
い
得
な
い
の
は
い
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。

　
そ
れ
ら
を
補
な
う
に
は
や
は
り
拓
本
類
の
精
査
に
ま
つ
平
な
い
。

早
稲
田
大
学
誓
書
館
蔵
の
拓
本
は
武
梁
嗣
の
諸
事
に
お
い
て
従
来
の

ど
の
拓
本
に
も
勝
る
重
要
資
料
で
あ
っ
た
。
第
二
石
、
第
三
石
の
最

下
辺
に
従
来
見
の
が
さ
れ
て
い
た
連
弧
文
を
見
燃
だ
し
石
の
下
端
を

確
定
す
る
こ
と
が
呂
来
た
。
棄
京
閾
立
博
物
館
所
蔵
拓
本
に
も
そ
の

一
部
分
が
見
ら
れ
る
。

　
祥
瑞
図
第
一
、
第
二
石
も
早
大
図
書
館
蔵
拓
本
は
又
と
な
い
資
料

な
の
で
あ
る
。
こ
の
両
拓
本
で
『
燕
索
』
に
い
う
〃
有
二
方
孔
二
一
”

の
革
嚢
が
実
は
柄
穴
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
ほ
か
、
石
の
磨
き
具

合
に
よ
っ
て
祥
瑞
第
一
石
が
前
、
第
二
石
が
後
屋
根
と
な
る
こ
と
も

判
然
さ
せ
得
た
。
こ
の
結
果
、
祠
堂
前
縁
に
は
柱
が
全
く
な
く
、
吹

放
し
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
も
大
き
な
収

獲
と
い
え
よ
う
Q

　
そ
の
他
、
新
中
国
の
B
覚
し
い
考
古
工
作
活
動
に
よ
る
新
し
い
材

料
に
も
期
待
し
た
い
。
羅
哲
文
氏
に
よ
る
孝
堂
山
石
祠
の
調
査
報
告

は
私
の
新
し
い
方
法
に
よ
る
組
立
て
に
資
料
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、

い
わ
ゆ
る
〃
神
台
”
の
存
在
を
証
拠
づ
け
て
く
れ
た
。
今
後
の
調
査

研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
こ
の
武
氏
祠
に
対
す
る
精
し
い
報

告
も
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
か
つ
き
に
は
実
物
を
見

る
こ
と
も
な
く
た
だ
文
献
や
拓
本
を
頼
っ
た
〃
紅
海
掻
痒
1
1
の
こ
の

小
論
も
大
き
な
修
正
を
必
要
と
す
る
か
も
判
ら
な
い
。
そ
れ
ら
竜
含
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四一一触｛縫光の罵検認（秋縛1）

め
て
、

こ
の
小
論
に
対
す
る
先
学
の
御
叱
正
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
工
・
六
・
＋
稿
、
＋
・
二
＋
三
二
）

　
衆
筆
で
ぱ
あ
る
が
本
稿
戒
立
の
機
縁
を
与
え
て
頂
い
た
長
広
敏
雄
受
授
始

め
「
丁
重
の
美
徳
と
思
想
民
望
会
」
の
諸
先
生
、
7
7
〈
資
料
の
調
査
に
多
大
の

便
宜
を
穿
け
な
く
し
た
東
京
芸
術
大
学
の
新
教
授
、
巾
古
功
氏
、
東
京
国
立

博
物
餓
の
杉
村
勇
造
（
現
在
彿
退
職
）
、
　
石
田
尚
豊
溝
氏
、
早
稲
田
大
学
の

小
杉
教
授
、
附
属
図
書
館
と
特
に
そ
の
資
料
の
重
要
性
を
教
え
て
頂
い
た
土

居
淑
子
氏
等
の
郷
好
意
に
深
く
感
謝
す
る
次
嬉
で
あ
る
。
又
種
々
御
教
授
頂

い
た
林
巳
奈
夫
、
杉
本
憲
司
両
氏
に
も
あ
わ
せ
て
郷
礼
申
し
上
げ
る
。

　
な
お
本
稿
は
昭
和
一
諜
七
年
度
文
部
爪
省
M
科
轡
牢
研
究
費
（
綜
合
研
究
）
　
「
漢
繭
ハ

輔
の
思
想
と
美
徳
」
の
研
究
戒
果
の
一
部
で
あ
る
。

①
験
薄
省
博
物
館
・
阪
蒲
省
交
物
管
埋
委
員
会
合
編
ぼ
，
陳
北
東
漢
韻
碑
石

　
刻
選
集
』
　
（
↓
九
慌
九
）
、
　
江
蘇
省
文
物
管
理
委
汽
只
会
『
寸
毫
徐
州
漢
醐

　
像
石
』
）
一
九
五
九
）
、
曾
昭
矯
、
蒋
宝
庚
、
黎
忠
義
［
、
滑
南
古
画
像
石
墓

　
発
欄
馴
報
酬
q
繍
　
　
（
目
し
云
L
、
…
づ
ノ
㍗
ユ
フ
）
　
ワ
て
の
催
Q

⑧
武
梁
碑
「
…
…
選
択
骸
石
、
南
山
之
陽
、
擢
霊
妙
好
、
色
無
斑
黄
。
前

　
設
碗
無
、
後
染
瓢
堂
。
良
匠
衛
改
、
彫
文
刻
晦
、
羅
列
成
行
。
濾
鰐
技
巧
、

　
委
馳
有
章
。
露
示
後
嗣
、
万
世
不
亡
。
…
…
」

⑧
こ
瓦
で
取
上
げ
る
澗
霊
が
武
梁
の
た
め
の
も
の
か
ど
う
か
は
証
拠
が
な

　
い
。
こ
れ
を
武
豊
二
重
と
呼
ん
だ
の
は
南
楚
筆
造
撰
『
新
釈
』
が
始
め
て

　
で
、
以
来
慣
例
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
x
で
も
そ
れ
に
従
っ
た
。
又

　
〃
祠
堂
”
に
つ
い
て
は
長
広
敏
雄
「
漢
代
の
蒙
祠
堂
に
つ
い
て
」
（
一
，
塚
本

　
薄
土
類
寿
記
念
仏
教
史
学
韻
鏡
し
（
一
九
六
一
）
参
照
。

④
ノ
く
野
ゴ
ρ
男
p
三
）
鍵
ぎ
↓
ぎ
○
撃
昏
ゐ
ω
ぼ
ぎ
霧
。
州
．
．
ノ
く
漏
ご
窪
α
q

　
壽
．
魯
．
．
9
囲
嚢
腫
乙
智
謹
票
副
剛
○
剛
蓼
答
自
。
⑦
ε
a
。
頓
”
／
N
O
野
ρ
瓢
9

　
押
）
一
¢
趣
目
　
　
以
下
・
「
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
」
と
略
一
称
。

⑤
薦
婁
鵬
門
金
石
索
一
（
一
八
二
一
）
　
以
下
「
石
洋
鵡
と
略
称
、
大

　
二
二
崖
岨
、
支
那
美
術
史
彫
塑
篇
」
（
一
九
一
蓋
）
　
　
以
下
」
「
大
村
」
と

　
略
称
、
関
野
貞
「
支
那
山
東
省
に
於
け
る
漢
代
三
三
の
三
三
」
（
譜
、
東
京
馬
丁

　
大
学
工
麟
大
学
紀
要
』
第
八
冊
第
～
号
×
一
九
｛
六
）
　
　
以
下
「
関
野
偏

　
と
略
称
　
　
Ω
類
く
ρ
ヨ
H
霧
聰
強
奪
。
昌
錠
倉
轡
ρ
ω
o
漏
落
9
お
ω
旨
一
一
①
誕
Φ

　
。
昌
Ω
副
貯
①
磐
淳
ヨ
陽
9
。
。
斜
①
舞
O
《
舜
ω
鉱
害
善
玉
層
（
お
8
）
ッ
自
。
。
－

　
論
o
p
霞
9
8
δ
σ
Q
5
霧
鳥
震
ψ
智
Ω
爵
お
三
尉
。
馨
甑
○
舜
回
。
（
這
お
）

　
　
　
以
下
門
シ
ャ
バ
ン
ヌ
」
と
略
称
、
容
庚
雛
犠
武
三
廻
画
像
無
、
釈
臨
（
一

　
九
三
六
）
　
　
以
下
「
郷
軍
」
と
略
称
、
そ
の
他
、
三
無
祠
隔
係
の
轟
又
献

　
は
「
容
庚
」
巻
末
、
　
「
フ
ユ
ア
バ
ソ
ク
ー
　
二
頁
に
精
し
い
。

⑥
「
フ
エ
ア
パ
ン
ク
」
十
二
頁
、
竃
。
夢
。
島
。
汽
力
8
0
鴇
霞
β
。
江
9
ピ

⑦
「
関
野
」
本
塁
九
十
二
～
九
十
鴛
買
、
原
石
は
現
在
北
京
大
学
工
学
都
蔵

⑧
長
広
敏
雄
「
武
氏
覇
左
石
室
簾
九
石
の
澱
象
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
報
』

　
第
一
謡
十
－
一
鼎
附
）
　
（
一
九
六
一
）
、
　
林
巳
口
承
夫
　
「
蹴
脳
国
時
代
の
藤
回
隔
隊
鮒
杁
」
　
（
『
考

　
古
学
雑
誌
』
閥
十
七
一
黛
～
五
）
（
　
九
六
｝
～
二
）
参
照
。

⑨
　
　
「
関
野
」
図
版
第
五
十
一
図

⑩
　
　
「
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
点
図
土
煙
知
事
図

⑪
　
註
⑨
、
の
実
測
図
に
よ
る
増
石
の
高
さ
は
、
前
二
瀬
右
側
画
二
二
．
九

　
．
八
尺
、
前
六
石
琵
二
・
九
一
尺
で
胤
・
八
九
尺
。
前
一
石
琵
一
・
三
尺
、

　
前
四
炉
辺
一
・
七
尺
、
前
季
一
・
十
二
石
1
1
二
．
三
四
尺
、
八
十
胤
石
1
1

　
0
九
薫
尺
（
「
闘
野
」
石
階
照
覧
）
　
又
は
前
十
黙
．
十
陽
石
随
二
．
三
嚇
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＠＠＠＠
　
獄
八
、
　
晶
削
白
丁
石
賢
○
・
鵡
八
論
ハ
尺
　
（
「
㎎
閃
野
」
　
石
階
ゆ
石
）
　
　
を
二
一
し
て
轟
ハ
・
二

　
七
尺
と
な
る
。

⑫
鑑
二
石
目
一
層
右
端
の
二
人
の
漸
像
と
簗
三
石
第
｛
層
左
端
の
「
楚
昭

　
点
姜
」
図
と
は
連
続
し
て
　
つ
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。

⑬
　
　
「
シ
ャ
バ
ン
ヌ
」
闇
凶
版
鱗
別
七
ふ
1
五
嗣
凶

⑭
　

「
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
」
図
版
第
一
一
國

⑮
「
大
村
し
図
版
第
霊
二
四
麟

⑩
　

「
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
」
十
六
頁
三
～
六
行

⑰
「
関
野
」
図
版
第
五
＋
順
路

⑱
　
関
野
博
士
が
そ
の
著
書
に
引
い
て
い
る
東
京
帝
室
博
物
館
減
額
代
本
が

　
こ
れ
で
あ
る
。

⑲
　

「
関
野
」
本
文
三
十
七
頁
　
　
⑳
　
　
「
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
」
十
八
頁

⑳
「
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
鳳
十
六
頁
＠
「
関
野
」
図
版
策
瑚
図

⑳
　

「
第
｛
批
全
悶
重
点
文
物
保
護
単
位
名
単
し
（
“
，
文
物
』
　
九
六
一
年
第

　
圏
・
礁
期
）

⑳
　
　
羅
折
周
文
　
「
論
争
出
郭
氏
蘇
石
岡
」
　
　
（
嚇
、
文
南
物
篇
　
　
九
六
…
年
第
四
　
・
　
五

　
期
）

　
　
「
購
門
野
」
　
団
凶
旧
駅
第
七
。
八
二

　
「
関
野
」
本
交
三
十
五
．
頁

　
「
関
野
」
本
文
酉
四
十
頁
以
下
参
照
。

　
復
元
に
あ
た
っ
て
尺
度
は
す
べ
て
メ
…
ト
ル
法
で
行
い
尺
を
併
紀
し
た
。

関
野
博
士
の
尺
を
メ
ー
ト
ル
に
移
す
と
き
、
多
少
の
の
び
ち
ぢ
み
あ
る
拓

本
を
粍
以
下
に
正
確
に
移
す
の
も
無
意
味
な
の
で
…
応
職
粍
刻
み
に
整
理

し
た
。

⑳
禰
索
に
「
以
意
嬬
之
、
蜘
年
之
捌
、
不
過
五
石
六
戚
｛
室
。
伏
磯
碑

　
（
第
…
石
）
与
梁
節
姑
姉
碑
（
第
二
石
）
中
鋭
蒲
労
殺
、
係
室
之
東
藤
両

　
壁
、
梁
高
行
碑
（
第
蹴
石
）
蕉
平
編
微
低
、
孫
石
室
後
壁
。
以
祥
瑞
図
二

　
石
覆
之
、
騰
之
荊
後
頂
、
瓦
樗
在
外
、
二
二
雀
内
、
可
仰
而
出
隅
。
…
…
」

　
と
あ
る
。
本
交
賦
μ
頁
の
方
孔
の
記
述
は
こ
の
あ
と
に
な
る
。

⑳
　
「
関
野
」
緒
需
に
は
武
氏
嗣
は
二
二
問
の
調
査
と
あ
る
。

〔
付
記
一
〕
早
大
図
書
館
蔵
の
武
梁
祠
拓
本
が
希
に
見
る
完
全
な
拓
本
で
あ

　
　
　
る
こ
と
を
御
教
示
頂
い
た
の
は
土
居
淑
子
氏
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、

　
　
　
小
・
杉
教
授
は
じ
め
図
書
館
の
担
当
の
山
刀
々
の
格
一
甥
の
御
好
意
で
調
査

　
　
　
を
一
逐
げ
る
こ
と
が
出
来
た
。
始
め
拓
本
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
を
写
宣
万

　
　
　
撮
影
の
た
め
、
わ
ざ
く
表
舞
（
し
て
頂
い
た
が
、
土
居
氏
ら
の
充
分

　
　
　
な
主
上
に
も
か
玉
わ
ら
ず
、
多
少
原
灘
よ
り
切
縮
め
ら
れ
た
部
分
が

　
　
　
あ
る
。
こ
x
に
使
凝
し
た
寸
法
は
、
表
装
蕩
に
長
広
先
生
と
御
叫
諸

　
　
　
に
調
査
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

〔
付
詑
二
〕
二
こ
の
論
考
が
完
成
し
た
の
ち
、
　
門
、
文
物
篇

縫
蹴
臨
鱗
癒
墨

調
査
に
よ
っ
て
こ
の
冴
祠
、
が
や
は
り
一
兀
来
糠
を
も

っ
た
建
築
で
あ
っ
た
と
訂
正
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
石
醐
の
東
半
部
醗
頂
上
を
約
二
十
糎
巾
に

爾
っ
て
こ
エ
に
棟
石
を
載
せ
る
よ
う
に
し
て
あ
っ

た
。
第
i
二
二
の
実
測
図
は
羅
氏
の
下
の
訂
田
図

に
よ
り
書
き
敵
め
た
も
の
で
あ
る
。

～
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Lb70t　rid　of　the　speculative　meShods　prevailing　in　the　“　Gildecl　AgeJ”

The　reforming　effort＄　in　these　natures　were　what　big　businesses．

were　able　to　successfully　adjust　themselves　to　and　therefore，　2t．

inight　be　said，　deciclecl　the　clirection　towarCl　IL）ig　bureaucracy　aRCI’

state　inonopoly　capitalism，　the　two　inain　characteristics　of　con一一

telllpel’cal”］　Amel’ic＆

Reconsideration　on　Restoration　of　the　Offering

　　　　Shrine　of“Wlt一五ぬ㎎一Tg’2t”望郷祠堂

　　　　　　1）y

Shingo　Akiyama

　　Among　the　stone　reliefs　in石「an漢，　the　stone　reliefs　of　IMte武．

fa　rn　ily正℃氏承司画1象考：：：lf葺洋we1卿e　the　lnost　famous　ones　fronユ　anc量ent．

times，　but　the　formey　investigation　has　been　concentrated　on

their　subjects；　ie　is　not　too　much　£o　say　that　restoration　of　the・

offering　shrine，　or　T；～u－T’ang’　爾1堂　1）y　constructing　the　stones

preserved　by」げz僻29－1黄．易in£he　new　offerin9－shrine　has　just．

’started，　the　most　excellent　of　which　is　Mrs．　Fairbank’s．

　　To　consider　carefully　Ww－Liang－T2’u　tr：’一・k．yT｛一fitolfi’Sm．．r　only，　there　were／

some　aspects　unable　to　be　restoyed；　at　first，　rubbings　now　in

hand　never　show　the　whole　shape，　without　figure　belt　ancl　space

carved　nothing．　Mrs．　Fairbank’s　restoration　by　putting　rear　wall

stones　is　corrected　by　putting　side　wall　stones　before　rear　wall．

stone．　ln　tlie　second　place，　by　New　China’s　careful　reinvestigation

of　Es∫αo－t’an9－shan－tz，一zt－t’al・zg　孝堂江i石辣司，　the　existence　of　stone－

plinth　was　proved　a1｝d　also　it　was　added宅。　Wie－Lian9一　T£’zt武梁．

il：G’i｛i’，？1［；．　ln　the　thir（1　place，　the　structure　of　ceiling－stone　was　shown

by　clescovery　of　the　rubbings　in　the　Library　of　XVaseda　University，

proved　tkat　the　sciuare　holes　accorcling　to　“having　two　square

holes”有2方孔二1，　in‘‘Shih－so”綱索were　d「aw－holes；thanks　tσ

this　discovery，　the　central　stone　pillar　ln　the　Mrs．　Fairbank’s

restoration　figLn’e　is　a　inistake　ancl　it　is　pyovecl　to　be　the　front一・

blowLoff　structure．

（1026）


