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・
馬

・
馬

1

そ

の
語
り

の
考
古
学

水

野

正

好

人
の
心
根
の
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
、
必
ず
や
人
に
近
ず
き
人
の
親
し
む
も

の
の
世

界
を
生
み
、
ま
た
必
ず
や
人
か
ら
遠
ざ
か
り
人
と
疎
縁
と
な
る
も
の
の
世
界
を
生

み
出
す
。
今
日
の
私
ど
も
が
い
だ
く
心
根
な
り
、
想
ひ
と
は
、
ま
た
全
く
異

っ
た

心
根
な
り
想
ひ
で
つ
つ
ま
れ
た

一
つ
の
も
の
の
世
界
が
時
に
は
た
ど
れ
る
の
で
あ

る
。
馬

・
馬

・
馬
と
題
し
た
小
稿
は
、
古

代
に
お
け
る
人
々
の
馬
を
視
る
目
の
動

き
、
心
の
動
き
を
い
く

つ
か
の
資
料
に
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

、

馬
を
説
く
と
き
、
ま
ず
の
語
り
口
は

『
日
本
書
紀
』
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

雄
略
天
皇
九
年
七
月
、
河
内
国
飛
鳥
戸
郡

の
人
、
田
辺
史
伯
孫
は
、
古
市
郡
の
書

首
加
竜
の
妻
と
な

っ
た
娘
の
出
産
を
賀
し

て
の
帰
路
、
月
夜
の
中
、
応
神
天
皇
誉

田
陵
の
ほ
と
り
で
赤
駿
に
騎
る
人
に
あ
う
。
馬
体
は
異
体
逢
生
、
殊
相
逸
発
、
驚

く

べ
き
駿
馬
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
乞
う

て
馬
を
取
り
替

へ
、
帰
宅
し
て
厩
に
つ

な
ぎ
、
秣
を
与
え
て
寝
に
つ
い
た
が
、
翌
朝

厩
を
見
る
と
駿
馬
は
化
し
て
土
馬
と

な

っ
て
居
た
。
怪
し
ん
で
誉
田
陵
に
求
め
至
る
と
自
か
ら
の
馬
が
陵
の
土
馬
の
間

に
あ
り
、
再
び
と
り
替
え
て
土
馬
を
陵
に
据
え
お
い
た
と
す
る
伝
承
が
そ
れ
で
あ

る
。
赤
駿
に
心
動
く
伯
孫
、
伯
孫
の
駿
馬
と
と
り
替
え
る
騎
乗
の
人
の
存
在
を
考

え
る
と
、
馬
は

「
よ
き
馬
」
を
求
め
る
心
根
の
中
で
生
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
伯
孫
が
晃
々
た
る
月
光
の
中
で
相

い
ま
み
え
た
赤
駿
は
、
応
神
陵

に
た
つ
土
馬
の

「
生
の
姿
」
で
あ
り
、

「夜
の
馬
」
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
が
で

き
ょ
う
。

応
神
陵
の
土
馬
、
そ
れ
は
考
古
学
の
世
界
で
は

「馬
形
埴
輪
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
赤
駿
と
見
、
異
体
逢
生
、
殊
相
逸
発
と
見
た
月
光
の
駿
馬

の
形
状
は
こ
の
馬

形
埴
輪
を
語
る
言
葉
で
あ

っ
た
。
応
神
陵
に
お
か
れ
て
い
た
自
分

の
馬
が
土
馬
の

間
に
在
り
と
語
る
語
り
口
か
ら
す
る
な
ら
は
、
誉
田
陵
に
は
土
馬
"
馬
形
埴
輪
が

い
く

つ
も
連
ね
配
置
さ
れ
て
お
り
、
夜
、
騎
乗
し
た
赤
駿
は
そ
の
馬
群
の

一
で
あ

(、
た
こ
と
が
容
易
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
埴
輪
自
体
の
黄
褐
色

・
茶
褐
色
と
い

っ
た
色
彩
が

「赤
」
と
観
じ
ら
れ
、
赤
駿
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

「夜
に
息
ず
く
赤
駿
」
と
の
異
様
な
出
合
い
の
中
で
田
辺
史
伯
孫

の
伝
承
が
脈
つ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
埴
輪
世
界
は
昼
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
夜
に
息
ず
く

も
の
、
夜
に
あ
る
べ
き
も
の
と
観
ず
る
想
ひ
が
背
景
に
た
ど
れ
る
の
で
あ
る
。
夜
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に
あ
る
も
の
と
の
理
解
は
、
こ
う
し
た
馬
だ

け
で
な
く
、
全
て
の
種
類
の
埴
輪
i

家

・
楯

・
蓋

・
人
物

・
動
物

・
円
筒
埴
輪

に
通
ず
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

埴
輪
世
界
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
埴
輪
世
界
は
、
死
し
た
王
者
と
新
し

く
た

つ
王
者
の
間

で
の
首
長
霊

・
首
長
権

の
継
承
を
語
る
祭
式
の
総
体
で
あ
る
と

早
く
か
ら
説

い
て
来
た
。
埴
輪
世
界
は
、
古
墳
の
成
立
-
前
方
後
円
墳

・
前
方
後

方
墳
の
成
立
と
表
裏
を
な
し
て
誕
生
す
る
世
界
で
あ
る
。
前
方
後
円
墳

・
前
方
後

方
墳
は
、
首
長
霊

・
首
長
権
継
承
の
場
と
し
て
発
想
さ
れ
た
形
で
あ
り
、
前
方
部

・
後
円
部
が
こ
う
し
た
継
承
の
祭
式
と
相

関
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
円
部
は
死
し
た
る
王
を
葬
る
場
で
あ
る
。
石
室
に
葬
ら
れ
た
死
し
た
王
に
土
が

覆
わ
れ
墳
丘
が
仕
上
る
と
、
そ
の
遺
骸
の
上
で
首
長
霊
継
承
の
祭
式
が
実
修
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
後
円
部
は
王
権
の
源
泉
で
あ
り
、
天
皇

に
則
し

て
言
う
な
ら
ば

「
天
」
に
帰
す
る
場
、
高
天
原
に
該
当
す
る
場
で
あ
る
。
後
円
部
頂
に
あ

っ
て
、

楯

・
靱

・
蓋

・
騎
と
い

っ
た
威
儀
の
具
が
囲
続
す
る
中
に
、
家
形
埴
輪
や
高
圷
形

埴
輪
、
椅
子
形
埴
輪
が
整
然
と
配
置
さ
れ

て
い
る
。
家
形
埴
輪
は

一
棟

で
は
な
く

主
屋

・
副
屋

.
倉
代
な
ど
各
種

の
建
物
か
ら
な
り
屋
敷
な
り
官
衙
と
い
う
に
相
応

し
い
。
死
し
た
王
の
遺
骸

上
に
配
置
さ
れ
る
だ
け
に
そ
の
関
連
は
明
瞭
で
あ
る
。

死
し
た
王
の
都

・
屋
敷
で
あ
る
と
と
も
に
天
i
高
天
原
に
あ
る
王
権

の
源
泉
た
る

屋
で
あ
り
、
高
天
原
の
象
徴

で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
屋
の
前
に
置
か
れ
た
高
圷
と

椅
子
形
埴
輪
は
、
こ
の
屋
に
あ
る
も
の
へ
の
饗
宴
、
し
か
も

一
人
饗
宴
を
語
る
重

要
な
埴
輪
で
あ
る
。
新
し
く
王
位
を
嗣
ぐ

べ
き
者
は
、
こ
の
椅
子

に
坐
し
、
死
し

た
王
の
象
徴
た
る
屋
の
正
面

で
共
食
す
る
の
で
あ
る
。
共
食
の
過
程
で
、
死
し
た

王
が
も

つ
王
権

・
首
長
霊
は
新
し
く
た

つ
者
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
意
味
で
は
、
後
円
部
は
践
柞

の
場
と
い
う
に
相
応
し
い
の
で
あ
る
。

一
方

後
円
部
と
セ
ッ
ト
と
な
る
前
方
部
は
、
古
い
段
階
で
は

一
段
と
低
く
長

い
通
路
と

な
り
、
前
方
部
の
先
端
に
壇
所
を
設
け
る
形
を
と
る
。
こ
の
壇
所
に
も
、
周
囲
を

楯

・
靱

・
蓋

・
騎
が
と
り
ま
き
、
中
央
に
家
形
埴
輪
が
配
置
さ
れ
、
後
円
部
と
同

一
の
構
造
を
と
る
。
前
方
部
は
葬
る
空
間
を
も
た
な
い
。
後
円
部
よ
り
降
り
来
た

り
、
歩
ん
で
こ
の
壇
所
に
至
る
の
で
あ
る
。
後
円
部
が
死
者
を
中
心
と
す
る

「王

権

・
首
長
霊
の
源
泉
の
場
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
は
、
前
方
部
は

「
王
権

・
首
長

霊
を
継
承
し
た
こ
と
を
語
る
」
新
し
く
た
つ
王
の
空
間
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

後
円
部
で
の
共
食
を
終
え
首
長
霊
を
身
に
収
め
た
新
し
い
王
は
高
天
原
i
後
円
部

を
発
ち
、
や
が
て
降
臨
し
て
前
方
部
先
端
の
壇
所
⊥
局
千
穂
峯
に
降
り
た

つ
の
で

あ
る
。
人
々
の
住
む
平
地
よ
り
、
な
お

一
段
高
い
前
方
部
の
壇
所
は
新
し
い
王
者

の
王
権
の
所
在
を
語
る
場
で
あ
り
、
そ
の
中
核
を
な
す
屋
は
、
新
王
の
都
で
あ
り

屋
敷
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
新
王
は
、
こ
の
地
に
降
り
た
ら
、
王

権
の
継
承
を
果
し
新
王
と
し
て
即
位
し
た
こ
と
を
宣
す
る
の
で
あ
る
。
後
円
部
が

践
柞
の
場
、
前
方
部
が
即
位
の
場
と
観
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「古
墳
」
の

発
生
は
、
前
方
後
円

(方
)
墳
の
誕
生
を
も

っ
て
は
じ
ま
り
、
そ
の
実
は
、

「践

柞
即
位
式
」
の
成
立
と
朝
廷
に
よ
る
各
地

へ
の
祭
式
配
布
に
よ
っ
て

「古
墳
」
が

誕
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

応
神
天
皇
誉
田
陵
の

「古
墳
」
と
し
て
の
構
造
も
ま
た
、
こ
う
し
た
規
範
に
吻
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合
し
て
い
る
。
応
神
天
皇
の
葬
に
つ
づ
き
、
皇
子
大
鮪
鶉
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る

践
柞
即
位
の
秘
儀
が
実
施
さ
れ
、
こ
の
陵

で
仁
徳
天
皇
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
・

と
こ
ろ
で
、
応
神
天
皇
陵
の
何
処
に
馬
形
埴
輪
ー
土
馬
が
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
応
神
陵
は
巨
大
な
前
方
後
円
墳

の
墳
形
を
二
重

の
堀
と
二
重
の
堤

で
囲

む
兆
域
を
も

っ
て
い
る
。
墳
丘
上
に
馬
形
埴
輪
が
樹
て
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら

は
、
そ
の
赤
駿
は
二
重
の
堀
と
堤
を
越
え
て
来
る
存
在
と
な
る
。
深
く
幅
広
い
堀

と
高
く
幅
広
く
、
し
か
も
円
筒
埴
輪
を
樹

て
め
ぐ
ら
し
た
二
重
の
堤
を
眼
前
に
す

る
と
、
こ
う
し
た
堀
と
堤
を
越
え
て
田
辺
史
伯
孫
の
眼
前
に
赤
駿
が
顕
現
す
る
こ

と
が
い
か
に
現
実
的
で
な
い
か
、
そ
れ
は
よ
く
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
仮
り
に

赤
駿
に
騎
乗
し
た
者
が
神
で
あ
り
、
そ
の
故
に
堀
堤
を
飛
越
し
え
た
と
し
て
も
、

伯
孫
が
赤
駿
の
旧
地
に
我
が
駿
馬
を
見
出
し
、
赤
駿
ー
土
馬
を
旧
に
樹
て
た
と
す

る
経
緯
は
、
堀
堤
を
越
え
く
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
雄
弁
に
語
る
も
の
と
言
え

よ
う
。
田
辺
史
伯
孫
を
め
ぐ
る
伝
承
は
、
馬
形
埴
輪
樹
立
の
位
置
が
応
神
天
皇
陵

周
堤

(外
堤
)
上
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

践
柞

・
即
位
の
場

で
あ
る
墳
丘
と
は
別

に
、
周
堤
上
に
馬
形
埴
輪
、
そ
れ
も

一

輻
で
は
な
く
幾
体
か
が
樹
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
那
辺
に
求
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
周
提
上
に
埴
輪
を
樹
立
し
た
諸
例

で
あ

る
。
い
ま
著
例
を

一
例
掲
げ
、
そ
の
性
格

を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
群
馬
県

佐
波
郡
赤
堀
村
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
が
そ
れ
で
あ
る
。
群
馬
県
下
で
も
屈
指
の
規

模
を
誇
る
本
古
墳
は
、
堂
々
た
る
前
方
後
円
墳
に
幅
広
い
堀
を
あ
ぐ
ら
し
、
堀
の

外
側
に
周
堤
を
ま
わ
し
て
い
る
。
堀
の
中

に
は
左
右
に
円
島
を
設
け
、
そ
の
特
異

な
在
り
方
か
ら
常
々
注
目
さ
れ
て
い
る
古
墳

で
あ
る
。
こ
の
周
堤
上
か
ら
多
く
の

埴
輪
が
発
掘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
円
筒
埴
輪
で
周
堤
の

一
劃
を
区
劃
し
、
三
五
尺

×

一
五
尺
の
空
間
を
作
り
出
す
。
問
題
の
馬
は
こ
の
空
間
の
中
に
人
物
埴
輪
や
他

の
動
物
と
共
に
存
在
し
、
そ
の
中
に
存
在
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
家
形
埴
輪
を
は
じ
め
楯

・
靱

・
蓋

・
騎
と
い
っ
た
墳
丘
を
も
彩

っ
た
践
柞
即
位

に
係
る
埴
輪
は

一
切
見
ら
れ
ず
、
自
ず
と
機
能

の
異
る
場
で
あ
る
こ
と
が
よ
み
と

れ
る
の
で
あ
る
。

別
区
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
こ
の
区
劃
の
中
央
を
占
め
る
の
は
椅
座
し
て
横
並
び
す

る
貴
人
二
躯
と
、
同
様
椅
座
し
対
面
し
合
う
貴
女
二
輻
で
あ
る
。
貴
女
像
は
手
に

酒
缶
を
把
り
ま
さ
に
献
酒
の
状
を
示
す
。
脇
に
は
半
身
像
の
女
子

一
輻
と
酒
壷
が

あ
り
、
壷
中
に
杓
を
配
し
て
酒
を
く
み
、
貴
女
に
手
渡
す
職
掌
に
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
中
央
の
四
輻
は
酒
宴

・
豊
明

・
饗
宴
の
場
で
あ
る

こ
と
を
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
輻
の
貴
人
椅
座
像
の
背
後
に
は
整
然
と
六
躯

二
列
計
十
二
輻
の
文
人
立
像
が
、
奥
に
同
様
六
輻
二
列
計
十
二
輻
の
武
人
立
像
が

樹
ち
、
貴
人
像
に
仕
え
る
官
僚

(文
人
)

・
軍
団

(武
人
)
の
場
で
あ
り
整
然
と

正
面
を
見
据
え
て
貴
人
を
守
護
す
る
様
を
、
忠
誠
を
盈
す
様
を
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

一
方
、
貴
女
像
の
背
後
、
換
言
す
れ
は
貴
人
像
の
正
面
に
は
酒
盃
を
執

り
物
に
舞
う
三
躯
四
列
計
十
二
輻
の
女
子
半
身
像
が
あ
り
、
采
女
な
り
女
嬬
と
い

っ
た
内
廷
に
あ
る
女
子
の
職
掌
に
相
応
し
く
膳
舞
を
演
じ
て
い
る
様
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
酒
宴
す
る
貴
人
や
貴
女
像
と
巧
み
に
組
合
せ
、
目
合

い
の
様
を
語

り
得
て
妙
と
い
う
べ
き
配
置
で
あ
る
。
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膳
舞

・
盃
舞
を
演
ず
る
こ
う
し
た
女
子
像
の
左
右
後
方
に
は
、
動
物
を
中
心
と

す
る
空
間
が
展
開
し
て
い
る
。
貴
人
像

の
左
眼
前
に
は
、
鶏
三
羽
と
水
鳥
(白
鳥
)

六
羽
が

一
列
に
連
な
り
、
蓋
舞
女
子
像
の
後
方
に
は
手
に
鷹
を
留
め
た
男
子
像
、

腰
に
猪
を
繋
け
た
男
子
像
が
樹
ち
、
女
子
像
と
の
間
に
裸
馬
三
躯
が
二
輻
は
正
面

一
躯
は
逆
向
き
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
と
し
て
い
る
馬
の

世
界
が
ひ
ら
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

一
層
注
目
を
惹
く
の
が
貴
人
の
右

眼
前
の
光
景
で
あ
る
。
三
賜
の
飾
馬
と
三
幅
の
裸
馬
が

一
列
に
整
列
し
て
、
そ
の

威
容
を
誇

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
そ
れ
ぞ
れ
に
は

一
騙
ず

っ
の
男
子
半
身
像
が

添
う
よ
う
で
あ
り
、
馬
飼
人
と
呼
ぶ
べ
き
存
在
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
九
輻

に
も
及
ぶ
馬
形
埴
輪
が
こ
の
別
区
の
中
に
場
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
別
区
と
も
呼
ぶ
べ
き
周
堤
上
の

一
劃
に
馬
形
埴
輪
の
並
ぶ
様
を
窺
う
と
、
応
神

天
皇
陵
で
田
辺
史
伯
孫
が
見
た
土
馬
i
馬
形
埴
輪
の
位
置
に
つ
い
て
も

一
つ
の
手

掛
り
が
得
ら
れ
よ
う
。
ま
さ
に
、
そ
の
原
景
を
語
る
風
景
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

文
人

・
武
人
を
整
え
る
中
で
宴
飲
す
る
貴
人
は
、
眼
前
の
蓋
舞

・
膳
舞
す
る
美

し
い
女
人
を
追
う

一
方
、
そ
の
目
は
左
の
鶏

・
白
鳥
、
右
の
飾

・
裸
馬
、
女
人
の

奥
に
あ
る
裸
馬
と
鷹

・
猪
を
追
う
の
で
あ

る
。
こ
の
場
の
動
物
の
果
す
役
割
は
如

何
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
飾
馬

・
裸
馬
に
は
馬
飼
人
と
呼
ぶ
べ
き
男
子
像
が
そ
う

こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
千
葉
県
芝
山
町
の
芝
山
古
墳
で
も
馬
と

馬
飼
人
は
組
合

い
配
置
さ
れ
て
い
る
。
馬

に
馬
飼
人
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
な
ら

は
、
鶏
は
鶏
飼
人
、
白
鳥
は
鳥
飼
人
、
鷹
に
は
鷹
飼
人
、
猪
に
は
猪
飼
人
が
重
さ

な
り
合
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
文
人
、
武
人
、
女
人
と
は
別
に
、
飼

人
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
職
業
集
団
に
場
の

一
劃
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と

れ
る
の
で
あ
る
。
鳥
飼
人
、
猪
飼
人
、
鷹
飼
人
、
馬
飼
人
、
こ
う
し
た
職
掌
で
も

っ
て
貴
人
に
奉
仕
す
る
集
団
が
、
各
々
そ
の
職
掌
霊
を
献
じ
、
貴
人
に
服
従
と
忠

誠
を
誓
う
、
そ
う
し
た
場
が
そ
こ
に
は
在
る
の
で
あ
る
。
応
神
天
皇
の
赤
駿
の
背

景
に
も
、
同
様
な
光
景
、
意
志
が
存
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

馬
飼
人
と
馬
が
貴
人
の
宴
歓
の
場
に
登
場
し
、
職
掌
霊
を
捧
げ
、
貴
人
に
服
従

と
忠
誠
を
誓
う
、
そ
う
し
た
在
り
方
は
、
こ
の
場
が

「
大
嘗
会
」
と
呼
ぶ
も
の
に

近
い
祭
式
で
あ
る
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
文
人
も
武
人
も
、
馬
飼
人
も
鳥
飼
人
も

中
央
に
椅
座
し
宴
飲
す
る
貴
人
の
政
治
す
る
機
構
に
属
す
る
者
、
集
団
で
あ
り
、

そ
の
重
要
な
機
構
が
全
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
政
治
の
貫
徹
が
意
図
さ

さ
れ
る
場
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
埴
輪
が
、
主
と
し
て
人
物
と
動
物
で

構
成
さ
れ
、
周
堤
上
に
場
を
設
け
る
こ
と
は
、
践
柞
即
位
の
場
で
あ
る
前
方
後
円

墳
の
墳
丘
上
の
家
形

・
器
財
形
埴
輪
と
鮮
や
か
な
対
比
を
見
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

践
柞
し
即
位
し
た
新
し
い
王
が
、
自
か
ら
の
機
構

の
忠
誠
を

「
霊
」
の
形
で
捧
げ

さ
せ
る
、
そ
う
し
た
場
が
周
堤
上
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宴
飲
す
る
二

人
は
、
新
し
く
た

っ
た
王
と
太
子
で
あ
り
、
そ
の
前
面
の
貴
女
は
、
王
夫
人
と
太

子
夫
人
で
あ
ろ
う
。
機
構

の
忠
誠
を
と
り
つ
け
る
中

で
、
王
権
が
確
認
さ
れ
、
王

者
と
次
代
を

つ
く
王
嗣
が
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
王
権

・
首
長
霊
の
継
承
が
墳

丘
を
あ
ぐ
る
秘
儀
で
あ
る
と
す
る
な
ら
は
、
王
を
め
ぐ
る
新
し
い
体
制

・
機
構
の
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忠
誠
を
と
り
集
め
る
祭
が
周
堤
上
の
秘
儀
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

新
し
い
王
に
職
掌
霊
を
捧
げ
る
、
そ
う
し

た
場
で
馬
飼
人
と
馬
は
、
ど
の
よ
う

な
動
き
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
馬
と
対
照
の
位
置
を
占
め
る
水
鳥
や
鶏

猪

.
鷹
の
世
界
を
垣
間
見
よ
う
。
水
鳥
-
白
鳥
は

『
日
本
書
記
』
、

『
古
事
記
』

で
は
霊
の
放
鳥
と
呼
び
、
も
て
遊
び
物
と
称
し
て
い
る
。
白
鳥
の
白
色
は
清
浄
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
水
の
上
に
あ
る
姿
は
穂
れ
の
全
て
、
罪
の
全
て
を
水
に
流
し

や
り
、
常
々
清
浄
を
ま
も
る
も

の
と
観
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
首
長
は
白

鳥
を
抱
き
も
て
遊
び
、
我
身
に
つ
も
る
罪
穂

の
全
て
を
こ
の
白
鳥
に
転
じ
、
水
に

白
鳥
を
泳
が
せ
る
こ
と
で
罪
穂
の
消
去
を
は
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鶏
は
朝
告

鳥

.
時
告
鳥
と
し
て
祭
式
な
り
政
治

の
場

で
働
く
時
間
を
ま
も
る
機
能
を
も

つ
。

正
常
な
鶏
の
告
時
が
順
調
な
社
会
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
。
猪
は
単
に
食
と
し
て

の
猪
で
は
な
く
狩
り
、
そ
れ
も
王
者
の
遊
び

、
遊
猟
の
象
徴
と
し
て
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
腰
に
猪
を
縛
り
登
場
す
る
猪
飼
人

は
猪
の
飼
育
と
遊
猟
の
場
の
働
き
も

語
る
存
在
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
鷹
に

つ
い
て
も
同
様
、
鷹
の
鋭
い
口
と
爪
は

飛
ぶ
鳥
を
落
し
、
落
鳥
は
犬
が
こ
れ
を
追
う
、
鈴
の
音
色
の
交
錯
す
る
中
で
百
済

将
来

の
遊
猟
、
王
者
の
遊
び
が
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

椅
座
す
る
王
者
の
正
面
に
は
女
人
が
盃
舞
し
、
ま
た
左
眼
前
に
は
時
の
順
運
を

司
る
鶏
、
罪
穣
を
流
す
も
て
遊
び
物
た
る
白
鳥
が
連
な
り
、
正
面
奥
に
は
貴
人
の

遊
び
、
そ
れ
も
舶
載
の
鷹
狩
り
と
在
来
の
猪
狩
り
と

い
っ
た
遊
び
が
場
を
得
て
い

る
の
で
あ
る
。
で
は
馬
と
馬
飼
人
は
、
ど
う
し
た

一
面
で
も

っ
て
こ
の
場
に
登
場

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
二

っ
の
資
料
か
ら
そ
の
由
来
を
追
求
す
る

こ
と
と
し
よ
う
。
そ
の

一
は
、
馬
形
埴
輪
自
体
と
そ
の
配
置
を
熟
視
す
る
こ
と
に

よ
り
浮
か
び
上
る
デ
ー
タ
で
あ
り
、
'い
ま

一
は

『
延
喜
式
』
所
載
の
祝
詞
に
見
え

る
馬
の
表
現
で
あ
る
。
両
者
を
重
さ
ね
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
馬
形
埴
輪
の
世
界

が
甦
え
り
、

一
つ
の
語
り
を
も

つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

馬
形
埴
輪
を
熟
視
す
る
時
、
注
目
を
惹
く
基
本
的
な
特
色
が
見
出
さ
れ
る
。
そ

の

一
は
脚
で
あ
る
。
長
く
太
く
し

っ
か
り
と
し
た
脚
の
表
現
、
地
中
に
沈
む
を
防

ぐ
か
の
よ
う
な
爪
の
表
現
が
強
く
印
象
ず
け
ら
れ
る
。
そ
の
二
は
は
耳
で
あ
る
。

す

っ
く
と
恰
も
竹
を
斜
戴
す
る
か
の
よ
う
な
鋭
い
そ
の
耳
の
表
現
も
ま
た
強
烈
な

印
象
を
残
す
も

の
で
あ
る
。
脚
と
耳
に
特
別
な
意
識
が
集
中
し
て
馬
形
埴
輪
が
造

形
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
造
形
と
関
連
し
て
想
起
さ

れ
る
の
は

『延
喜
式
』
所
収

の

「祝
詞
」
中
の

「出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
あ
る
。

「
明
御
神
登
大
八
嶋
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
御
横
刀
廣
爾
謙
堅
米
白

御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
踏
立
事
波
大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
上
津
石
根
爾
踏
堅
米
下

津
石
根
爾
踏
凝
振
立
流
事
波
耳
能
彌
高
爾
天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志
多
米
白
鵠
乃

生
御
調
乃
玩
物

」
と
い

っ
た

一
節
が
そ
こ
に
は
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
皇

の
治
世
を
横
刀
や
馬
や
鵠
に
よ

っ
て
言
寄
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
御
馬
の
脚

が
天
皇
の
治
世
を
支
え
る
柱
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
下
津
石
根
、
上
津
石
根
を
踏
み

立
て
、
踏
み
堅
め
、
踏
み
凝
ら
す
も
の
と
脚
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大

地
を
し

っ
か
と
踏
む
脚
が
、
堅
め
、
凝
り
、
立

つ
と
い
っ
た
語
感
と
結
び

つ
き
絡

み
合

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
世
の
堅
め
、
御
世
の
凝
り
が
馬
の
脚
を
介
し
て
希

わ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
耳
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
白
御
馬
の
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耳
が
天
皇

の
御
世
も
振
り
立
て
る
も
の
と
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
、
い
や
高
に
天
下
し
ろ

し
め
さ
む
事

の
し
る
し
と
想
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ぴ
ん
と
高
く
鋭
く
振
り
立

つ
耳
が
、

い
や
高
の
す
ば
ら
し
い
言
葉

に
結
び

つ
き
、
聡
く
鋭
く
聞
き
と
る
こ
と

か
ら
天
下
を
し
ろ
し
め
す
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
御
世
の

一
層
の

振
り
立
ち
が
耳
を
介
し
て
祈
ら
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
踏
み
立
て
る
脚
、
振
り
立

つ
耳
が

一
種

の
鎮
魂
の
語
と
重
さ
な
り
、
絡

み
合

っ
て
天
皇
の
御
世
の
栄
華
を
歌

い
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
の
も

つ
形
状
が
馬
自
体
の
意
義
と
は
別
に
と
り
だ

さ
れ
、
そ
の
言
よ
ざ
し
に
よ
り
天
皇
の
誕
生

に
息
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
形

埴
輪
の
中
に
は
立
髪
の
強
調
、
尾
結
び
を
強
調
す
る
例
も
数
多
い
。
現
存
の
祝
詞

中
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
立
髪
の
立

っ
状

・
立

っ
の
語
感
が
、
ま
た
尾
結
び
の

状
と
結
び

の
語
感
が
、
新
し
く
誕
生
し
た
王

の
御
代
の
華
や
か
な
立
ち
登
る
気
、

ま
た
多
く

の
魂
を
結
び
ゆ
く
状
に
連
想
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
つ
よ
く
、
そ
う
し

た
詞
章
が
息
ず
い
た
祝
詞
も
過
去
に
は
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
大
嘗
会
と
も
見
る
べ
き
別
区
の
埴
輪
世
界
に
、
ず
ら
り
と
並
ぶ
馬
形
埴

輪
は
、
こ
う
し
た
脚

・
耳

・
髪

・
尾
の
さ
ま
形
か
ら
王
者
の
目
を
留
め
さ
せ
、
ま

た
馬
飼
人
の
口
か
ら
は
、
こ
う
し
た
詞
章
が
祝
詞
と
し
て
奏
上
さ
れ
る
、
そ
う
し

た
場
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
馬
形
埴
輪
と
し
て
馬
が
形
象
化
さ
れ
る
理
由
は
、
こ
う
し
た
馬
の
も

つ
耳

・
脚

・
髪

・
尾
と
い

っ
た
そ
れ
ぞ
れ
が
振
り
立

つ
、
踏
み
立

つ
、
震
ひ
立

っ

結
び
留
め
る
と
い
っ
た
感
覚
、
換
言
す
れ
ば
鎮
魂
の
所
作
と
そ
の
呪
動
と
重
さ
な

り
合
う
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
大
嘗
会
と
い

っ
た
別
区
に
馬
が
馬
形
埴
輪

と
し
て
形
象
化
さ
れ
登
場
す
る
理
由
は
い
ま

一
つ
別
の
意
義
も
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
群
馬
県
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
別
区
で
は
、
馬
形

埴
輪
は
馬
飼
人
に
索
か
れ
、
飾
馬
三
頭
、
裸
馬
三
頭
が

一
列
に
、
王
の
右
眼
前
に

あ
り
、
ま
た
正
面
に
裸
馬
三
頭
が
向
き
を
異
に
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
別
区
で
の
在
り
方
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
馬
形
埴
輪
の
意
義
は
飾
馬

・
裸
馬
と
い

っ
た
二
者
、
整
列
と
動
き
と
い
っ
た
二
態
と
関
連
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
飾
馬
-
鞍
、
泥
障
、
馬
具
を
整
え
た
飾
り
た

つ
馬
は
、

『延
喜
式
』
祝
詞
中

に

一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
も

っ
て
登
場
し
て
く
る
。
例
え
は
龍
田
風
神
祭

の
祝
詞
に

は

「奉
宇
豆
乃
弊
吊
者
、比
古
神
爾
御
服
明
妙
照
妙
和
妙
荒
妙
五
色
物
楯
父
御
馬
爾

御
鞍
具
域
品
々
乃
弊
吊
献
」
と
い
っ
た
詞
が
あ
り
、
比
売
神
に
も
同
様
、
御
馬
に

御
鞍
旦
ハえ
て
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
御
鞍
を
御
馬
に
旦
ハえ
る
こ
と
は
春
日
祭

祝
詞
中
に
も

「
貢
流
神
宝
者
御
鏡
、
御
横
刀
、
御
弓
、
御
柞
、
御
馬
爾
備
奉
理
と

あ
り
、
祝
詞
中
で
は

一
種

の
慣
用
詞
と
な

っ
て
い
る
。
龍
田
風
神
祭
の
祝
詞
で
は

御
馬
と
御
鞍
は
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
語
感
の
強
さ
は
御
馬
よ
り
も
旦
ハ

え
ら
れ
る
べ
き
御
鞍
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
春
日
祭
祝
詞
に
は
御
鞍
の
語
を

欠
く
が
、
む
し
ろ
自
明
の
理
と
し
て
御
鞍
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
御
鞍

に
大
き
な
力
点
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
馬
形
埴
輪
の
鞍

・

泥
障

・
鐙

・
杏
葉

・
馬
飾
と
い
っ
た
馬
装
の
き
ら
き
ら
し
い
ま
で
の
表
現
は
、
馬

自
体
よ
り
も
馬
装
、
御
鞍
な
ど
の
飾
り
に
意
味
の
あ

っ
た
こ
と
を
教
え
る
も
の
で

あ
る
。
飾
馬
は
、
飾
ら
れ
た
駿
馬
と
、
駿
馬
を
飾
る
そ
の
二

っ
の
意
味
が
交
錯
す

る
中
で
機
能
す
る
の
で
あ
る
が
、
駿
馬
を
饒
々
し
く
飾
る
、
そ
の
方
に

一
っ
の
力
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点
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
飾
馬
と
裸
馬
が
別
区
に
共
存
し
共
に
並
ぶ
、
そ
の
こ
と

の
意
義
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
神
に
捧
げ
ら
れ
た
神
宝
、
幣
吊
と
し
て
の
飾
馬
を

説
く
の
は
祝
詞
の
世
界
で
あ
る
。
飾
馬
と
裸
馬
の
間
の
相
異

で
あ
ろ
う
し
、
王
を

と
り
ま
く
世
界
で
は
王
の
騎
乗

・
王

へ
の
備
え
と
し
て
の
飾
馬
と
馬
飼
人
と
し
て

飼
養
す
る
以
外
の
馬
の
違

い
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
特
定
さ
れ
た
馬
は
飾
馬
、
特
定

さ
れ
ぬ
馬
は
裸
馬
と
し
て
登
場
し
、
別
区
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
馬
形
埴
輪
の
整
列
す
る

一
群
と
動
き
を
も

つ

一
群
の
意
義
は
那
辺
に
あ

ろ
う
か
。

『
延
喜
式
』
に
は
平
野
祭
の
祝
詞
と
し
て

「進
流
神
財
波
御
弓
御
太
刀
御

鏡
衣
笠
御
馬
乎
引
並
域
」
と
い
っ
た
詞
章

を
掲
げ
る
し
、
久
度
古
開
神
祭
の
祝
詞

に
も
同
文
の
詞
章
が
見
ら
れ
る
。
神
に
進
ず
る
神
財
を
書
き
連
ね
、
そ
の

一
で
あ

る
御
馬
を
引
並

べ
て
進
ず
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
列
に
連
な
る
馬
は
進

ぜ
ら
れ
る
神
宝
と
観
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
列
に
並
ぶ
馬
の
そ
の
並
ぶ
様

は
、
神
財
と
し
て
進
上
す
る
意
を
示
す
様

な
の
で
あ

っ
た
。

一
列
に
連
ね
て
配
置

さ
れ
、
馬
飼
人
が
よ
り
添
い
引
き
立
て
る
六
頭
の
馬
i
三
頭
の
飾
馬
、
三
頭
の
裸

馬
は
大
嘗
会
の
席
に
あ
る
王
に
献
上
さ
れ
る
、
王
の
騎
乗
す
べ
き
御
馬
と
し
て
駒

並

べ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
の
視
線
が
鞍
に
留
ま
る
と
き
鞍
は
ま
さ
に
「
王
権
」

の
座
に
想
い
つ
な
が

っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
王
者
の
前
に
引
き
並
べ

連
ね
て
静
止
す
る
駒
並
、
駒
留
の
中

で
王
者

へ
の
奉
献
と
忠
誠
の
表
現
が
果
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

一
方
、
動
き
あ
る
馬
形
埴
輪
の

一
群
、
二
は
王
に
向
ひ

一
は
逆
に

帰
る
、
こ
う
し
た
在
り
方
も
ま
た

『
延
喜
式
』
祝
詞
に
適
切
な
言
葉
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
遷
却
崇
神
祭
の
祝
詞
中
に

「進
幣
吊
者
明
妙
照
妙
和
妙
荒
妙
爾
備

奉
域
見
明
物
止
鏡
翫
物
止
玉
射
放
物
止
弓
矢
打
断
物
止
太
刀
馳
出
物
止
御
馬
」
と

い
っ
た
詞
章
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
馬
は
馳
せ
出
つ
る
も
の
と
観
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
立
ち
並
べ
て
と
い
う
言
葉
と
は
逆
の
走
り
馳
せ
る
と
い
う
馬
自

体
の
特
性
を
的
確
に
把
え
て
の
言
葉
で
あ
る
。
現
実
の
馬
形
埴
輪
の
中
に
は
堂
々

た
る
貴
人
を
騎
せ
た
飾
馬
例
と
し
て
大
阪
市
四
天
王
寺
所
蔵
の

一
例
が
あ
る
が
、

裸
馬
に
馬
飼
人
が
騎
る
例
と
し
て
群
馬
県
高
林
古
墳
発
見
例
が
あ
る
。
動
き
の
あ

る
馬
形
埴
輪
群
は
馳
せ
出
す
姿
の
表
現
で
あ
る
、
た
だ
騎
乗

の
人
物
ー
馬
飼
人
を

こ
の
場
合
見
な
い
だ
け
に
、
駒
引
き
、
駒
索
き
を
当
て
、
ま
さ
に
そ
の
馳
せ
出
ず

る
様
を
語
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
駒
を
索
き
王
者

の
閲
覧

に
供
し
、
時

に
は
馬
飼
人
が
騎
乗
し
て
王
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
場
合
も
あ

っ
た
ろ
う
。
い
ず

れ
に
せ
よ
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
周
堤
ー
大
嘗
会

の
場
で
は
、
駒
並

へ駒
留
め
)
、

駒
引

(駒
索
き
)
と
い

っ
た
形
で
王
者

の
前
に
馬
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

埴
輪
世
界
の
馬
の
姿
を
祝
詞
世
界

の
詞
章
を
絡
め
て
説
い
た
。
埴
輪
世
界
の
馬

は
、
高
天
原

・
高
千
穂
峰
と
い

っ
た
神
統
譜
の
世
界
に
あ
る
秘
儀
を
前
方
後
円
墳

の
墳
丘
上
で
践
柞
即
位
式
と
い
う
形
で
実
修
す
る
、
そ
う
し
た
祭
儀
の
終
了
後
、

地
上
、
国
土
に
お
い
て
大
嘗
会
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
、
こ
の
大
嘗
会
の
場
で
場

を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
位
し
た
新
し
い
王
が
そ
の
統
轄
す
る
各
職
掌
の
職
霊

を
奉
献
さ
せ
、
各
職
掌
は
職
掌
霊
の
シ
ン
ボ
ル
ー
馬
飼
人
は
馬
1
を
捧
げ
る
と
と

も
に
そ
の
シ
ン
ボ
ル
を
言
上
げ
言
寿
ぎ
し
て
霊
が
新
王
に
鎮
ま
る
よ
う
願
い
、
そ

の
忠
誠
を
誓

っ
た
の
で
あ
る
。
埴
輪
世
界
の
馬
は
常
に
そ
れ
の
み
で
あ
る
か
水
鳥

と
対
構
造
を
と

っ
て
い
る
。
水
鳥
が
翫
び
物
と
さ
れ
罪
穣
を
消
抜
す
る
聖
な
る
も
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の
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
に
、
馬
が
乗
り
遊
ぶ
物
、
馳
せ
る
物
と
さ
れ
王
者
の
乗

る
聖
な
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
そ
の
対
構
造
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
王

者
の
み
が
、
貴
人
の
み
が
鞍
を
具
え
た
駿
馬
に
騎
る
。
そ
う
し
た
乗
る
者
の
性
格

が
強
く
馬
そ
れ
自
体
に
移
り
、
馬
が
聖
、
貴
を
常
に
漂
わ
せ
る
も
の
と
な
る
の
で

あ
る
。
聖
な
る
者
、
貴
な
る
者
、
神
異
な
る
者
、
威
威
す
べ
き
者
、
王
の
具
え
る

属
性
が
常
に
馬
の
見
え
ざ
る
存
在
と
し
て
息
ず
い
た
の
で
あ
る
。
大
嘗
会
の
場
に

こ
う
し
た
聖
、
貴
な
る
馬
が
馬
飼
人
に
よ
り
美
く
し
く
粧
わ
れ
素
晴
し
い
馬
装
を

も

っ
て
王
者
の
前
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
馬
飼
人
は
、
こ
う
し
た
馬

を
引
き
並
べ
、
馳
せ
出
だ
し
、
駒
並
、
駒
索
し
て
王
者
に
そ
の
聖
な
る
霊
を
献
じ

そ
の
上
、
そ
の
耳

で
も

っ
て
新
し
き
政
り
ご

と
の
正
し
く
き
こ
し
め
さ
れ
る
様
を
、

脚
で
も

っ
て
し

っ
か
と
し
た
政
の
棟
梁
を
、
尾
結

で
も

っ
て
新
し
き
政
り
ご
と
の

力
の
結
び
、
鎮
め
を
言
上
げ
す
る
の
で
あ
る
。

其
地
に
は
牛

・
馬

・
虎

・
豹

・
羊

・
鵠

な
し
と

『魏
志
』
に
記
さ
れ
た
我
国
に

馬
、
騎
乗
の
風
が
伝

っ
た
の
は
四
世
紀
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
外

っ
国
か
ら
の
舶

載
の
獣
は
、
ま
ず
為
政
者
の
間
に
拡
が
り
騎
乗

の
風
も
貴
人
に
受
容
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
埴
輪
世
界
に
馬
が
登
場
す
る
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
舶
載
の
獣

貴
人
の
乗
騎
と
い
っ
た

一
面
が
強
く
漂
う

の
で
あ
る
。
馬
が

「政
治
」
の
絆
に
よ

っ
て
重
視
さ
れ
る
だ
け
に
、

「馬
飼
部

・
馬
飼
人
」
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
担
う
重

要
性
-
聖
性

に
基
い
て
大
嘗
会
を
表
現
す
る
か
と
考
え
ら
れ
る
別
区
の
埴
輪
世
界

に
姿
を
顕
わ
す

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
国
に
馬
が
受
容
さ
れ
た
当
時
の
、
馬

へ
の
想
ひ
を
如
実
に
語
る
も
の
"
そ
れ
が

こ
う
し
た
馬
形
埴
輪
で
あ
る
こ
と
は
言

う

ま

で
も

な

い
と

こ

ろ

で

あ

ろ

う

。

二

、

貴
人
の
乗
騎
に
あ
ず
か
る
も
の
、
馬
。
そ
の
性
格
は
極
め
て
重
要
な
、
馬
の
属

性
と
し
て
息
づ
い
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
、
他
国
の
獣
、
新
来
の
乗
駿
と

い
う
こ
と
で
馬
を
め
ぐ
る
想
ひ
が
激
し
く
動
く
の
で
あ
る
。
応
神
天
皇
誉
田
陵
を

馳
せ
出
た
馬
形
埴
輪
が
い
か
な
る
人
、
い
か
な
る
神
を
乗
せ
て
い
た
の
か
、

『
日

本
書
紀
』
は
そ
の
姿
を
黙
し
て
語
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
駿
馬
の
異
相
か
ら
、
ま

た
月
夜
の
夜
行
と
い
っ
た
場
の
状
況
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
騎
る
者
が
神
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
十
分
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

駿
馬
に
鞍
し
て
騎
る
者
が
時
に
貴
人
、
時
に
神
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
故
に
こ
そ

「馬
飼
人

・
馬
飼
部
」
が
設
け
ら
れ
、
馬
の

養
育
の
み
な
ら
ず
馬
の
聖
性
の
維
持

・
管
理

・
発
揚
に
当

っ
た
の
で
あ
る
。

馬
の
背
景
に
見
え
ざ
る
神
が
視
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、

『
本
朝
法
華
験
記
』
に
は
天
王
寺
僧
沙
門
道
公
の

一
話
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
熊
野
詣
の
帰
途
、
紀
伊
国
美
奈
部
郷
の
大
樹
の
下
で
夜
臥
し

た
と
こ
ろ
、
夜
半
騎
乗
の
人
、
二
、
三
十
騎
が
来
、

「翁
侍
ふ
か
」

「侍
ら
ふ
」

「
早
く
罷
り
出
で
て
共
に
待
ら
ふ
べ
し
」

「駄
の
足
折
れ
損
じ
て
乗
り
用
う
る
こ

と
能
は
ず
、
明
日
治
を
加

へ
、
も
し
く
は
他
馬
を
求
め
て
共
に
参
る
べ
し
、
年
齢

老

い
衰
え
て
行
き
歩
む
こ
と
能
は
ず
」
と
い
っ
た
問
答
が
あ
り
、
や
が
て
乗
騎
の

一30一



者

は
各
々
分
散
し
て
い
く
と
い
っ
た
様
を
見
る
。
明
朝
道
公
は
昨
夜
の
様
を
怪
し

み
樹
下
を
見
る
と
、
道
祖
神
、
そ
れ
も
朽
ち
た
男
神
の
み
が
あ
り
脚
を
損
じ
た
板

の
絵
馬
が
見
ら
れ
た
。
道
公
は
糸
を
と
り
綴
り
補
い
置
き
直
し
再
度
樹
下
に
ま
ど

ろ
む
。
夜
半
、
再
び
数
十
騎
来
た
り
翁
は
馬
に
て
出
て
い
く
。
天
暁
翁
還
り
来
た

り
道
公
に

「数
十
の
騎
に
乗
り
た
る
も
の
は
行
疫
神
な
り
。
我
は
道
祖
神
、
国
内

を
巡
る
時
、
必
ず
翁
を
前
使
と
す
。
も
し
供
奉
せ
ず
は
答
も
て
打
ち
逼
め
詞
も
て

罵
署
す
。
上
人
の
馬
の
足
療
治
せ
ら
る
る

に
よ
り
公
事
を
勤
め
得
た
り
」
と
語

っ

た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

一
話
中
に
は
、
馬
に
騎
乗
す
る
行
疫
神
と
道
祖
神
の
姿

が
実
に
鮮
や
か
に
描
か
れ
、
騎
馬
し
た
行

疫
神
が
群
行
、
夜
行
す
る
様
を
巧
み
に

語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
は
貴
人
の
乗
騎
、
神
の
乗
騎
に
息
ず
く
の
で
あ
る
が

わ
け
て
も
行
疫
神
の
騎
乗
に
も

一
っ
の
世
界
を
ひ
ら
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

行
疫
神
は
、
世
間
に
疫
疾
、
災
厄
を
ま
き
散
ら
す
恐
し
い
神

で
あ
る
。
道
公
の

語
り
に
も
あ
る
よ
う
に
行
疫
神
は
馬
に
て
群
行
、
夜
行
す
る
。
あ
た
か
も
百
鬼
夜

行
と
同
じ
道
行
き
に
よ

っ
て
、
し
か
も
駿
足
の
馬
脚
に
よ

っ
て
疫
疾
が
た
ち
ま
ち

に
、
し
か
も
広
く
世
間
に
流
布
す
る
の
で
あ
る
。
馬
の
も

つ
騎
乗
と
疾
駆
が
絡
み

合

い
行
疫
の
根
源
と
な
る
と
す
る
の
で
あ

る
。

『
聖
徳
太
子

伝
暦
」
で
も
太
子
が

甲
斐
よ
り
神
馬
を
得
、
騎
乗
し
雲
に
乗
り
東
行
し
三
日
後
、
富
士
嶽
上
か
ら
信
濃

二
二
越
を
経
て
帰
寧
し
た
話
を
記
し
と
ど
め
て
い
る
が
、
常
に
馬
と
そ
の
脚
足
は

驚
嘆
さ
れ
畏
怖
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
公
が
見
た
板
絵
馬
は
損
じ
脚
が
折
れ

て
い
た
と
い
う
。
そ
の
故
に
道
祖
翁
神
は
馳
せ
出
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
の
で

あ
る
が
編
綴
に
よ

っ
て
脚
は
復
し
再
び
馳
せ
出
る
こ
と
を
得
た
と
あ
る
よ
う
に
、

行
疫
神
と
馬

・
馬
脚
の
語
り
は
密
接
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
行
疫
神
に
係
る
馬
の
姿
は
、

『肥
前
風
土
記
』
に
も
見
え
る
。
そ
の

佐
嘉
郡
の
条
に
は
、
佐
嘉
川
の
川
上
に
荒
神
が
居
り
往
来
の
人
々
の
半
は
を
殺
す

と
い
っ
た
所
業
を
な
す
の
で
、
県
主
な
ど
の
祖
大
荒
田
が
土
蜘
蛛
大
山
田
女
、
狭

山
田
女

の
教
え
に
よ
り
下
田
村
の
土
を
と
り
人
形

・
馬
形
を
作
り
、
荒
神
を
祭

っ

た
と
こ
ろ
神
の
和
む
と
こ
ろ
と
な

っ
た
と
い
う

一
話
を
掲
げ
て
い
る
。
佐
嘉
川
々

上
の
荒
神
を
川
神

.
水
神
と
説
く
見
解
も
あ
る
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
川
筋

を
遡
り

つ
め
る
、
峠
に
出
、
峠
を
こ
え
て
人
々
が
往
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
峠

-
境
な
す
川
上
ー
分
水
嶺
の
地
に
居
す
る
神
が
荒
神
で
あ
り
、
道
祖
神
、
塞
神
、

境
神
の
色
濃
い
神
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
考
古
学
上
で
も
峠
を
め
ぐ
り
手
向
け
す

る
折
の
品
々
1
滑
石
製
模
造
品
な
ど
を
豊
富
に
も

つ
遺
跡
を
屡
々
み
る
が
、
境
な

す
神
の
荒
ぶ
る
仕
業
を
怖
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
応
和
の
意
を
も

っ
て
品
を
神
に
供

す
る
の
で
あ
る
。
佐
嘉
川
上
の
荒
ぶ
る
神
は
道
往
く
人
の
半
を
死
に
追
い
や
る
、

そ
の
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
神
威
を
和
め
る
も
の
と
し
て
人
形
、
馬
形
代
が
生
き
て

い
る
の
で
あ
る
。
荒
ぶ
る
神
、
た
た
り
神
の
姿
は
、
ま
さ
に
行
疫
神
と
重
な
り
合

う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
と
馬
は
ど
の
よ
う
な
係
り
合
い
を
も

つ
の
で
あ
ろ
う

か
。
肥
前
国
風
土
記
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
実
修
さ
れ
て
い
る
祭
儀
の
起
源
を
説
く

テ
キ
ス
ト

.
神
話

で
あ
る
。
現
実
に
は
川
上
の
往
還
は
げ
し
い
境
だ
て
の
場
に
あ

る
神
庭
に
お
い
て
、
土
人
形
、
土
馬
形
を
献
じ
、
神
の
崇
り
を
未
然
に
防
ぐ
、
そ

う
し
た
祭
式
の
起
源
を
説
き
由
来
を
語
る
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
道
行

く
人
の
半
ば
を
殺
す
と
い
う
伝
承
、
神
話

に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
土
人
形

・
土
馬
形
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の
性
格
は
、
そ
の
絡
み
合
う
と
こ
ろ
か
ら
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
語
ら
れ
る
土
人
形
は
、
往
還
す

る
人
々
、
死
を
与
え
ら
れ
る
や
も
知
れ

ぬ
人
々
の
想
ひ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
ろ
う
。
神

が
人
に
死
を
与
え
る
こ
と
、
そ
の
意

味
は
、
神
が
神
に
さ
か
ら
う
者
に
、
或
は
神

の
意
に
そ
は
ぬ
も
の
に
襲
い
、
荒
ぶ

る
神
意
を
ふ
る
ひ
死
を
与
え
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
人

人
の
犯
す
罪
穂

・
罪
過
に
そ
の
因
を
求
め
罪

・
過

・
穂
あ
る
人
々
に
死
が
く
だ
さ

れ
る
1
神
に
そ
む
く
、
神
意
に
そ
ぐ
は
ぬ
行

為
の
者
と
し
て
荒
ぶ
る
神
の
神
威
が

働
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
形
代

の
存
在
は
、
ま
さ
に
罪
過
あ
る
人
、
触

穣
の
人
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
、
た
た
り
な
す
神
の
た
た
り
を
う
け
る
も
の
な
の

で
あ

っ
た
。
罪

・
過

・
穂
あ
る
人
の
、
そ
の
罪

・
過

・
穣
を
背
負
い
、
あ
ら
ぶ
る

神
の
死
に
も

つ
な
が
る
威
力
の
前
に
人
形
代

は
形
代
と
し
て
そ
の
姿
を
見
せ
る
の

で
あ
る
。

一
方
、
土
人
形
と
共
に
語
ら
れ

る
馬
形
代
、
そ
の
存
在
の
意
義
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
馬
が
貴
人
の
騎
乗
、
神
の
騎
乗
に
意
味
を
も
ち
、
と
く
に
た
た
り
な

す
荒
ぶ
る
神
-
行
疫
神
の
騎
乗
が
見
え
ざ
る
も
の
と
し
て
息
ず
い
て
い
た
こ
と
は

す
で
に
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
騎
乗
す

る
行
疫
神
、
そ
の
荒
ぶ
る
力
の
象
徴
に

馬
が
あ
る
こ
と
は
再
論
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で

土
馬
-
馬
形
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
馬

形
は
川
上
の
荒
ぶ
る
神
と

つ
よ
く

つ

な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
馬
形
は
夜
行
し
群
行
し

疫
疾
災
厄
を
ま
き
ち
ら
す
行
疫
神
-
荒
神

の
表
象
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
人
形
は

罪

・
過

・
穣

の
表
象
、
馬
形
は
行
疫
神

・
荒
神
の
表
象
な
の
で
あ
る
。
行
疫
神
を

作
り
、
罪

・
過

・
穂
を
作
る
。
こ
の
こ
と
は
行
疫
神
に
早
く
馳
せ
各
地
を
拡
く
馳

け
る
も
の
と
し
て
馬
を
献
じ
、
行
疫
神

の
好
む
罪
過

・
触
穣
の
人
を
献
じ
、
行

疫
神
が
い
か
に
猛
威
を
ふ
る
お
う
と
罪
機
あ
る
人
の
世
界
に
と
ど
ま
る
、
正
し
く

清
浄
な
人
の
世
界
を
お
び
や
か
す

こ
と
の
な
い
こ
と
を
希
う
も
の
と
見
る
こ
と
も

出
来
よ
う
。
或
は
ま
た
我
が
身

の
罪
過
を
人
形
に
移
し
、

こ
れ
も
行
疫
神
た
る
馬

形

に
そ
え
、
そ
の
罪
過
を
行
疫
神
の
世
界
に
帰
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出
来

よ
う
。

行
疫
神
と
馬
を
考
え
る
と
き
、
注
目
す
べ
き

一
っ
の
史
料
に
遭
遇
す
る
。

『古

語
拾
遺
』
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
甚
し
い
蜆
害
を
鎮
め
苗
葉
の
た
ち

枯
れ
を
恢
す
た
め
に
、
溝
口
に
牛
宍
を
供
え
男
茎
形
を
置
く
と
記
述
し
て
い
る
。

蜆
害

の
根
源
は
御
歳
神
の
怒
り
に
あ
り
と
記
す
こ
と
も
注
意
を
ひ
く
。
牛
宍
を
御

歳
神
に
供
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
殺
牛
の
行
為
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
改
め
て
詳
説
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
馬
と
並
ん
で
牛
が
た
た
り
神
と
絡

み
合

っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
た
り
神

・
荒
ぶ
る
神
と
し
て
御

歳
神
が
あ
り
、
神
の
欲
す
る
も
の
、
た
た
り
を
鎮
め
る
も
の
と
し
て
牛
宍
や
男
茎

形
が
あ
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
田
の
溝
口
に
男
茎
形
を
た
て
牛
宍
を
供
す
る
祭

式
が
捏
害
を
防
ぐ
祭
式
と
し
て
実
修
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
し

て
こ
う
し
た
神
話
が
伝
承
さ
れ
祭
式
の
根
源
を
形
ず
く

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
た
た
り
神
-
御
歳
神
と
係
る
も
の
と
し
て
牛
の
姿
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ

る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
に
そ
の
牛
は
宍
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
御
歳
神

の
食
す
る
も
の
、
御
饗
と
し
て
牛
の
宍
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
牛
は
そ
の
故
に
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殺
さ
れ
宍
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

た
た
り
な
す
神
と
は
肉
宍
と
い
っ
た
形

で
連
な
り
、
た
た
り
神
の
特
に
撰
ぶ
御
饗
と
し
て
牛
宍
が
あ
る
だ
け
に
、
牛
の
性

格

に
も
特
に
た
た
り
神
の
好
ま
し
め
給
う
毛
物
と
し
て
の
意
義
を
生
じ
、
や
が
て

は
牛
自
体
、
た
た
り
神
の
表
象
と
も
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
た
り
神
の
騎
乗
す
る
も
の
、
神
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
、
ま
た
早
く
馳
け
各
地

を
広
く
馳
せ
、
神
威
1
た
た
り
を
ま
き
散
ら
す
も
の
と
し
て
の
馬
、
た
た
り
神
の

好
み
給
う
も
の
、
神
の
御
饗
え
と
し
て
特
別
に
撰
び
出
さ
れ
、
時

に
は
神
の
シ
ン

ボ
ル
と
も
な
る
牛
、
こ
う
し
た
た
た
り
神

に
係
る
二
者
を
、

一
つ
に
ま
と
め
て
語

る
の
は

『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
皇
極
天
皇
元
年
七
月
の
條
に
は
、
旱
天
の
甚
し

い
中
、
雨
を
求
め
て
村
々
の
祝
部
の
教
え
る
ま

＼
に
、
或
ひ
は
牛
馬
を
殺
し
諸
社

の
神
を
杷
り
、
或
ひ
は
頻
り
に
市
を
移
し
、
或
ひ
は
河
伯
に
祷
り
す
る
も
い
ま
だ

効
な
く
と
い
っ
た
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
旱
天
は
神

の
甚
し
い
怒

り
の
表
現
で
あ
り
、
神
の
た
た
り
の
具
象

で
あ
る
。
こ
の
た
た
り
す
る
神

へ
、
こ

の
た
た
り
す
る
カ

へ
、
そ
の
和
あ
と
し
て
牛
馬
を
殺
し
諸
社

で
祭
り
し
、
神
を
杷

る
の
で
あ
る
。

『肥
前
国
風
土
記
』
に
見
る
馬
は
土
馬
で
あ

っ
た
。
ま
た

『
古
語

拾
遺
』
に
見
え
る
牛
は
宍
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
牛
馬
の
世
界
と

一
見
異
る
か
の

如
き
観
の
あ
る
牛
馬
の
世
界
が
皇
極
紀
に
は
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事

で
は

馬
牛
は
殺
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に

『古
語
拾
遺
』
の
牛
は
御
歳

神
の
御
饗
と
し
て
殺
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
通
ず
る

一
面
を
も

つ
。
し
か
し
、
馬

を
殺
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
疫
神
に
馳
せ
る
も
の
、
行
疫

神

の
御
座
-
鞍
と
し
て
の
馬
に
、
殺
と
い

っ
た
語
が
冠
せ
ら
れ
る
の
は
何
故
で
あ

ろ
う
か
。

し
か
し
、
考
古
学
の
成
果
で
は
、
現
実
に
こ
う
し
た
馬
の
殺
害
に
つ
い
て

一
つ

の
語
り
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
・
二
を
ま
ず
述
べ
る
こ
と
に

し
よ
う
。
そ
の

一
は
、
生
け
る
馬
の
殺
を
語
る
遺
跡
の
存
在
で
あ
る
。
大
阪
府
茨

木
市
郡
遺
跡
は
摂
津
国
三
島
下
郡
の
郡
家
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
。

長
さ

一
、
九
材
、
幅
○
、
九
材
程
の
穴
中
、

一
方
に
偏

っ
て

一
揃

の
馬
歯
が
出
土

し
て
い
る
。

一
頭
の
馬
を
収
め
る
に
は
ま
こ
と
に
不
便
な
規
模
で
あ
り
、

一
躯
の

馬
体
を
解
体
し
て
は
じ
め
て
収
め
う
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
馬
旦
バー
轡
を
着
装
し

て
い
る
が
、
着
装
し
た
馬
体
の
首
部
を
切
り
と
り
こ
の

一
穴
に
埋
納
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
失
な
わ
れ
て
い
る
後
身
が
い
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か

は
不
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の

一
穴
に
収
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
え
る
。
や

や
異
る
例
と
し
て
八
尾
市
中
田
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
楕
円
形
の
小
穴
の
中
に

馬
歯
や
馬
骨
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
身
を
解
体
し
、
そ
の

一
部
を
取

り
出
し
特
別
に
小
穴
に
収
め
て
は
じ
め
て
成
り
た
つ
遺
構
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

い
ま

一
種
、
興
味
あ
る
例
を
記
そ
う
。
大
阪
府
高
槻
市
郡
家
今
城
遺
跡
発
見
の
二

穴
の
馬
歯
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
穴
は
長
さ
二
、
六
層
、
幅

一
、
四
層
、

一
穴
は
長

さ
二
材
、
幅
○
、
九
層
程
の
楕
円
形
の
穴
で
あ
る
が
、
先
の
穴
に
は
厚
く
焼
土

・

灰

・
炭
を
含
む
茶
褐
色
、
黄
緑
色
砂
質
上
が
堆
積
し
層
中
に
馬
歯
骨
を
、
後
者
の

穴
で
も
焼
土

・
灰

・
炭
を
含
む
茶
褐
色

・
黄
褐
色
砂
質
上
が
堆
積
し
、
内
か
ら
馬

歯
を
検
出
し
た
と
い
う
。
考
古
学
の
世
界
で
は
溝
中
、
井
戸
中
か
ら
馬
骨
、
馬
歯

も
発
見
す
る
事
例
は
極
め
て
多
く
、
ま
た
牛
骨
の
発
見
も
再
三
で
あ
る
。
そ
う
し
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た
屍
体
の
遺
棄
と
見
る
べ
き
例
の
多
い
中

で
、
以
上

の
三
種

の
遺
構
ー
馬
歯

・
馬

骨
を
含
む
穴
の
存
在
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。

馬
の
全
躯
を
埋
め
る
場
合
が
埋
葬
と
い
う
語
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
第

一
の
場
合
-
上
輻
の
み
を
埋
め
る
、
し
か
も
馬
具
を
着
装
し
て
の
こ

と
だ
け
に
異
常
と
い
え
よ
う
。
馬
具
を
着
装
し
た
生
馬
が
倒
れ
た
時
、
馬
装
の
ま

ま
上
躯
を
切
り
埋
め
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
愛
馬
な
り
特
別
な
馬
の
場
合
で
も
難

し
い
在
り
方
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
む
し

ろ
殺
し
上
躯
と
他
を
切
り
離
す
こ
と
に

目
的
が
あ
り
、
し
か
も
馬
装
の
飾
り
馬
に
対
し
て
そ
う
し
た
殺
害
を
行
な
う
と
い

う
ケ
ー
ス
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。
何
故
、
装
具
を

つ
け
た

馬
を
殺
す
の
か
、
上
躯
を
葬
る
が
下
輻
は
ど
う
取
り
扱
は
れ
て
い
る
の
か
問
う
べ

き
こ
と
の
多

い
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
は
そ
の

穴
の
規
模
か
ら
見
て
到
底
、
馬
体
の
上
躯
す
ら
納
あ
が
た
い
。
馬
体
の
大
半
を
他

に
用
い
、
別
に
取
扱

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

一
部
を
収
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

馬
の
解
体
が
や
は
り
存
し
た
事
実
、
歯
な
ど
の

一
を
撰
び
収
め
る
事
実
は
重
要
な

事
象
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
三
の
場
合
は
種
々
の
理
解
が
可
能

で
あ
る
が
、

穴
中
に
馬
歯
、
馬
骨
と
共
に
あ
る
焼
土

・
灰

・
炭
の
存
在

に
注
目
し
た
い
。
焼
土

・
灰

・
炭
は
焚
火
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
焚
火
の
痕
跡
を
示
す
中
に
馬
歯
、

馬
骨
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
穴
が
直
接
焚
火
す
る
施
設
で
は
な
く
、
他
で
焚
火

し
た
土
、
そ
の
地
の
土
砂
と
共
に
焚
火
に
よ

っ
て
生
じ
た
焼
土

・
炭

・
灰
を
運
び

来

っ
て
穴
に
収
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中

に
馬
歯

・
馬
骨
を
含
む
こ
と
は
焚
焼
さ

れ
た
も
の
が
馬
体
で
あ

っ
た
可
能
性
を

つ
よ
く
暗
示
す
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

馬
体
を
焼
焚
す
る
こ
と
は
、

一
般
の
死
馬
の
場
合
、
溝
や
古
井
戸
に
投
棄
さ
れ
る

だ
け
に
異
常
で
あ
る
。
生
馬
を
殺
し
、
そ
の
馬
体
を
割
き
、
体
騙
は
焚
焼
し
、
首

部
を
残
し
、
の
ち
焚
焼
後
、
別
地
に
穿
た
れ
た
小
穴
に
焚
焼
し
た
焼
土

・
灰

・
炭

と
と
も
に
焼
骨
を
収
め
首
部
を
配
し
て
埋
め
る
、
そ
う
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『古
語
拾
遺
』
に
記
さ
れ
た
御
歳
神

に
供
饗
さ
れ
た
牛
宍
の
存
在
を
介
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
馬
に
も
同
様
、
た
た
り

な
す
神
へ
の
馬
宍
の
供
饗
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
生
馬
-
飾
り
馬
を
殺
害
し
供
饗

肉
宍
を
と
り
、
他
の
肉
を
神
と
共
食
し
、
の
ち
残
肉
、
骨
な
ど
を
焚
焼
し
、
そ
の

残
澤
を
灰

・
炭

・
焼
土
と
と
も
に
穴
中
に
収
め
、
時
に
は
首
部
を
共
に
埋
め
る
と

い

っ
た
行
為
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

発
掘
さ
れ
た
遺
構
か
ら
の
語
り
と
並
ん
で
重
要
な
遺
物
に

「土
馬
」
が
あ
る
。

土
製

の
馬
形
代
で
あ
る
。
数
多
く
は
な
い
が
各
地
に
広
汎
に
点
々
と
見
ら
れ
る
。

古

い
土
馬
は
七
世
紀
代
に
属
し
、
若
干
八
世
紀
に
入
る
も
の
も
あ
る
が
、
忠
実
に

馬
体
を
模
そ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
形
態
を
示
し
て
い
る
。

例
え
は
三
重
県
明
和
町
の
斉
宮
跡
で
は

「古
里
」
の
地
で
七
点
の
土
馬
が
、
ま
た

「塚
山
」
の
地
で

一
点
の
土
馬
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
馬
は
全
て
飾

り
馬
で
あ
る
。
粘
土
紐
で
馬
具
を
完
全
に
表
現
し
た
堂
々
た
る
飾
馬
も
あ
れ
ば
、

粘
土
紐
と
沈
線
を
併
用
し
て
馬
具
を
ほ
ぼ
完
全
に
表
現
し
た
飾
馬
、
あ
る
い
は
粘

土
で
鞍
だ
け
を
作
り
出
し
た
飾
馬
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
全
て
が
飾
り
馬
で
あ

る
。
こ
の
斉
宮

の
地
で
は

「土
馬
」
は
鞍
や
革
帯
を
装
う
飾
り
馬
と
し
て
作
り
用

い
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
土
馬
は
溝
中
か
ら
発
見
さ
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れ
た
り
、
溝
内
の
埋
土
中
か
ら
検
出
さ
れ
た
り
、
溝
と
は
関
係
し
な
い
遺
物
包
含

層
中
か
ら
見
出
さ
れ
て
お
り
、
用
い
ら
れ
た

の
ち
種
々
の
場
に
斉
ら
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、

こ
れ
ら
の
土
馬
の
全
て
が
脚
の

一
部

を
欠
き
、
尾
を
欠
き
、
時
に
は
胴
部

で
欠
失
す
る
と
い
っ
た
欠
損
を

「
あ
る
べ
き

姿
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
元
来
、
完
全
な
形

で
製
作
さ
れ
た
土
馬
は
、
全
て
我

々
の
眼
前

に
姿
を
見
せ
た
段
階
で
は
、
全
て
体

躯
の

一
部
を
欠
く
形
で
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
欠
損
す
る
こ
と
が
土
馬
の
本
質
と

大
き
く
係
わ

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
斉
宮
の
み
で
な

く
、
同
期
の
各
地
の
遺
跡
で
規
を

一
に
し
て

い
る
現
象
で
あ
る
。

古

い
時
期

の
土
馬
は
、
そ
の
大
半
が
馬
具

で
装
わ
れ
た
飾
馬
の
形
代
で
あ
り
、

全
て
が
損
じ
ら
れ
欠
か
れ
る
、
し
か
も
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
溝
や
井
戸
、
池
沼
と

い

っ
た
水

の
道
を
は
じ
め
、
陸
の
上

の
各
地

で
各
様
に
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
前
、
馬
は
水
神
の
好
む
所
、
ま
た
馬
自
体
が
水
神
の
表
象
で
あ
る
と
し
て
祈
雨

・
止
雨

の
祭
杷
に
場
を
得
る
と
こ
ろ
か
ら
土
馬
も
ま
た
、
馬
な
る
が
故
に
こ
う
し

た
祈
雨

・
止
雨
祭
、
水
の
祭
儀
に
用
い
る
と
す
る
所
見
が
定
説
化
し
て
い
る
。
し

か
し
、
水
の
道
以
外
で
見
出
さ
れ
る
土
馬
や
欠
損
し
た
土
馬
-
殺
さ
れ
た
土
馬
の

存
在
は
、
果
し
て
こ
れ
が
祈
雨

・
止
雨
祭
と

い
っ
た
限
定
さ
れ
た
祭
式
に
の
み
用

い
ら
れ
た
も

の
と
す
る
に
相
応
し
い
も
の
か
疑
わ
せ
る
事
実
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

祈
雨

・
止
雨
を
も
含
あ
て
よ
り
広

い
た
た
り
神
の
発
動
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

こ
う
し
た
土
馬
の
世
界
が
展
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
馬

具
を
装
着
し
た
飾
り
馬
は
貴
人
な
り
神
、
行
疫
神
の
乗
騎
で
あ
る
。
土
馬
の
殆
ん

ど
が
飾
り
馬
で
あ
る
こ
と
は
視
え
ざ
る
も
の
、
神
の
乗
騎
た
る
こ
と
を
語
る
も
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
神
の
乗
騎
た
る
聖
な
る
飾
り
馬
に
死
を
与
え
る
欠
損
が
い
か

な
る
思
惟
に
基
く
の
か
、
そ
の
因
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
い
こ
う
。
「
日
本
霊
異
記
』

で
は
板
絵
馬
の
馬
脚
が
折
れ
て
い
る
こ
と
で
道
祖
神
;
行
疫
神

の
前
馳
が
そ
の
職

を
果
せ
な
か

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
馬
脚
を
折
損
す
る
な
ら
ば
行
疫
神

・
神

々

・
貴
人
は
そ
の
神
威
、
勢
威

の
発
揮
は
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
行

疫
神
の
動
き
1
旱
天
、
疾
病
、
災
厄
を
鎮
め
る
た
め
に
は
そ
の
乗
騎
た
る
馬
の
脚

足
を
損
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
土
馬

の
折
損
が
脚
足
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
す
れ
は
こ
う
し
た
考
え
方
も
存
在
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
馬
が
行
疫
神

神
の
シ
ン
ボ
ル
、
表
象
だ
け
に
脚
の
み
な
ら
ず
体
輻
に
至
る
も
の
も
多

い
だ
け
に

単
に
行
疫
神
の
脚
足
を
と
ど
め
る
だ
け
で
な
く
、
行
疫
神
に
死
を
与
え
る
ー
動
き

を
と
め
る
と
い
っ
た
意
味
を
重
さ
ね
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
死
し
た
る

飾
り
馬
の
姿
に
行
疫
神
と
し
て
の
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
勢
威
を
読
み
と
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

馬
を
め
ぐ
る
語
り
を
通
じ
て
三
種

の
馬
の
在
り
方
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

が
出
来
た
。
そ
の

一
は
行
疫
神
の
騎
乗
す
る
馬
と
し
て
の
性
格
で
あ
り
、
馬
が
そ

の
騎
す
る
行
疫
神
の
職
掌
を

シ
ン
ボ
ル
化
す
る
こ
と
で
時
に
行
疫
神
そ
れ
自
体
と

し
て
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
馬
が
罪
臓

・
罪
過
を
ま
き
ち
ら
す
、
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
そ
の
行
動
を
封
ず
る
祭
式
と
し
て
土
馬
を
め
ぐ
る
祭
式
が
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
飾
り
馬
ー
行
疫
神
と
そ
の
乗
馬
1
を
作
り
、
そ
こ
に
罪
穂
の
根
源

を
見
、
そ
の
馬
体
を
損
ず
る
こ
と
で
脚
足
は
や
い
災
厄
疾
病
の
拡
汎
を
止
め
、
時

一35一



に
は
行
疫
神
に
そ
の
防
遇
を
希

っ
て
体
蠣
を
大
き
く
損
じ
て
そ
の
猛
威
を
と
ど
め

よ
う
と
す
る
在
り
方
で
あ
る
。
い
ま

一
つ
の
在
り
方
は
、
行
疫
神

の
象
徴
と
見
倣

さ
れ
た
馬
、
或
い
は
行
疫
神
の
最
も
愛
で
る
馬
を
殺
害
し
、
そ
の
馬
の

一
を
行
疫

神
に
供
饗
し
、

一
を
共
食
す
る
、
残
る
聖
な

る
馬
体
を
焼
焚
し
馬
首
と
も
に
埋
め

る
な
り
、
馬
頭
の
み
を
埋
あ
る
と
い
っ
た
在
り
方
で
あ
る
。
考
古
学
の
遺
構
と
し

て
現
れ
る
馬
歯
、
馬
骨
埋
納
穴

の

一
部
は
そ
う
し
た
祭
儀
の
姿
-
語
り
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
三
の
在
り
方

は
、
行
疫
神
に
、
或
い
は
神
に
御
座

ー
鞍
を
す
す
め
そ
の
顕
現
の
場
を
示
し
、
神

の
嘉
納
を
見
る
た
め
に
馬
を
奉
納
す

る
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
神
馬
の
奉
献
が
神
威
の
発
揚
に
重
要
な
役
割

を
果
す
と
こ
ろ
か
ら
神
が
嘉
納
す
る
の
で
あ
り
、
美
し
い
鞍
や
鐙
、
馬
具
に
装
わ

れ
た
神
の
座
は
ま
さ
に
神
の
欲
す
る
と
こ
ろ
、
従

っ
て
行
疫
神
の
神
意
を
和
め
る

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
神
馬
と
土
馬
と
殺
馬
、
そ
う
し
た
三
種
の
馬
は
そ
れ
ぞ

れ
に
異
る
場
と
異
る
機
能
、
異
る
祭
式
を
も

(、
て
息
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

、

七
世
紀
後
半
に
は
じ
ま

っ
た
祭
式
の
整
備

の
流
れ
の
中
で
、
馬
の
世
界
も
種
々

の
変
容
と
整
備
が
は
か
ら
れ
て
い
く
、
八
世

紀
前
葉
に
は
馬
を
あ
ぐ
り

一
つ
の
興

味
あ
る
体
系
が
成
立
し
て
く
る
。
神
馬
と
土

馬
と
殺
馬
と
い
っ
た
分
野
を
そ
れ
ぞ

れ
に
検
討
し
、
そ
の
心
根
の
動
き
を
追
う
こ
と
と
し
よ
う
。

神
馬
は

『
延
喜
式
』
に
よ
れ
は
極
め
て
限
ら
れ
た
祭
式
に
見
ら
れ
る
。
二
月
の

祈
年
祭
に
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
大
和
、
河
内
の
神
社
計
二
二
社
に
各

一
疋
を
、
ま

た
四
月
の
大
忌
祭
に
は

一
疋
、
広
瀬
、
竜
田
の
風
神
祭
に
各

一
疋
、
六
月
月
次
祭

に
当
り
伊
勢
大
神
宮
、
度
会
宮
の
他
、
宮
内
二
神
に
各

一
疋
、
大
抜
に
六
疋
、
九

月
伊
勢
太
神
宮
神
嘗
祭
に
馬
四
疋
、
七
月
の
大
忌
祭
と
風
神
祭
、
十
二
月
大
抜
に

は
同
数
の
馬
を
進
ず
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
馬
の
献
進
は
、
大
抜
を
除
け
は
風

雨
の
災
害
な
く
年
穀
の
豊
熟
す
る
を
祈
る
場
合
と
新
穀
を
奉
謝
す
る
場
合
に
限
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
に
風
神
祭
の
よ
う
に
行
疫
神
の
面
影
を
の
こ
す
神
を
見

る
が
、
鳴
雷
神
祭
、
鎮
花
祭
、
大
殿
祭
、
あ
る
い
は
鎮
火
祭
、
道
饗
祭
と
い
っ
た

行
疫
神
と
係
り
合
う
祭
式
に
は
馬
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
風
神
祭
は
農
に

係
る
祭
式
、
豊
熟
を
司
る
神
と
し
て
の
神
威
が

つ
よ
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
朝
廷
の
祭
式
中
、
献
馬
を
見
る
範
囲
が
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
生
馬
を
献
じ
、
社
神
の
納
受
の
後
も
生
馬
と
し
て

息
ず
く
だ
け
に
、
供
進
と
し
て
の
性
格
が

つ
よ
い
の
で
あ
る
。
た
だ
行
疫
神
の
跳

梁
す
る
こ
と
甚
し
い
場
合
、
そ
の
応
和
に
馬
が
生
き
る
こ
と
は
改
め
て
説
く
ま
で

も
な
い
が
臨
時
祭
に
も
そ
の
姿
は
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

土
馬
の
世
界
を
語
る
、
そ
の
重
要
な
記
事
は

『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
書
記
本

文
に
よ
れ
は
、
天
照
大
神
の
御
田
に
春
は
種
籾
を
重
蒔
き
し
秋
に
は
天
斑
駒
を
放

ち
伏
せ
し
め
る
な
ど
暴
虐
の
か
ぎ
り
を

つ
く
す
素
蓋
鳴
尊
が
、
遂
に
は
天
照
大
神

の
坐
す
神
衣
を
織
る
斉
服
殿
に
天
斑
駒
の
皮
を
剥
ぎ
屋
上
よ
り
投
げ
入
れ
る
と
い

う
仕
業
に
出
る
。
驚
い
た
大
神
は
稜

で
も

っ
て
身
を
傷
め
、
怒
り
の
赴
く
と
こ
ろ

天
石
窟
に
入
り
磐
戸
を
閉
じ
幽
れ
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
に
は
別
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に

一
書
の
異
伝
が
あ
る
。
斉
服
殿
で
神
衣
を
織
る
女
神
を
稚
日
女
尊
と
す
る
の
で

あ
る
。
稚
日
女
尊

の
死
に
怒
る
天
照
大
神
が
天
石
窟
に
入
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

天
照
大
神
は
別
名
、
大
日
女
尊
と
称
す
る
だ
け
に
稚
日
女
尊
は
そ
の
も
と
に
仕
え

る
極
め
て
親
近
の
女
神
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
嘗

っ
て
、
清
流
に
長
く
桟
敷
を
出

し
、
そ
の
先
端
に
機
殿
を
設
け
処
女

が
内
に
あ

っ
て
機
を
織
り

つ
っ
男
神
の
来
臨

を
ま

つ
、
そ
う
し
た
神
迎
え
、
神
婚

・
神
祭

り
の
表
象
の
あ

っ
た
こ
と
を
強
く
美

し
く
説
い
た
の
は
折
口
信
夫
先
生
で
あ

っ
た
。
牽
牛
と
織
女
と
い
っ
た
中
国
の
伝

承
が
容
易
に
受
容
さ
れ
て
い
く
の
も
、
こ
う

し
た
我
国
な
り
の
伝
承
体
系
が
息
ず

い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
男
神
と
女
神
、
神
と
巫
女
、
そ
の
祭
り
と
神
婚
の
儀

が
ほ
の
か
に
そ
こ
に
辿
れ
る
の
で
あ
る
。
来
臨
す
る
至
聖
の
天
神
の
猛
々
し
い
ま

で
の
性
格
、
穂

・
罪
ま
で
も
よ
び
こ
む
程
の
強

い
神
威
を
具
え
た
神
と
し
て
素
蓋

鳴
尊
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

斉
服
殿
に
こ
も
る
稚
日
女
尊
な
り
天
照
大
神
に
対
す
る
素
蓋
鳴
尊
の
所
業
は
ま

こ
と
に
異
常
で
あ
る
。
神
ま
つ
り
、
神
の
来
臨
を
ま
つ
神
聖
な
空
間
に
逆
剥
ぎ
さ

れ
、
生
剥
ぎ
さ
れ
血
の
し
た
た
る
馬
が
投
げ
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
聖
空
間

は
こ
の
瞬
間
に
穂
、
罪
過
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。
罪
過
、
穂
の
生
ず
る
、
そ
の
結

果
、
天
照
大
神
は
天
石
窟
ー
死

・
暗
冥
世
界

に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
大
日
女

・

稚
日
女
尊

の
死
は
、
共
に
罪
穂
の
充
満
と
係
わ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
根
源
は
生
剥
、

逆
剥
さ
れ
た
天
斑
駒
の
投
入
に
あ
る
と
い
う

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
面
を
語
る
の
は

『延
喜
式
』
で
あ
る
。
六
月
晦
大
抜
祝
詞
と
し
て

「天
之
益
人

等
我
過
犯
家
牟
雑
々
罪
事
波
天
津
罪
止
畔
放
溝
埋
樋
放
頻
蒔
串
刺
生
剥
逆
剥
尿
戸

許
許
太
久
乃
罪
乎
天
津
罪
止
法
別
気
氏
」
と
い
っ
た

一
文
を
見
る
の
で
あ
る
。
天

津
罪
と
し
て
数
え
上
げ
た
種
々
の
罪
業
の
中
に
生
剥
、
逆
剥
を
掲
げ
、
こ
う
し
た

行
為
が
罪
過
を
生
み
出
す
所
因
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
日
本

書
紀
』
の
記
す
高
天
原
で
の
素
蓋
鳴
尊
の
所
業
が

『延
喜
式
』
で
は
全
て
天
津
罪

と
規
定
さ
れ
、
罪
過
を
生
ず
る
根
源
、
穣
過
を
生
ず
る
本
源
と
理
解
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
生
剥
、
逆
剥
ぎ
さ
れ
た
馬
の
語
り
は
、
語
ら
れ
る
も
の
、
唱
え
ら
れ

る
も
の
と
し
て
は

『延
喜
式
』
祝
詞
に
、
そ
の
語
り
の
実
修
、
祭
儀
の
場
と
し
て

は
天
上
の
川
に
懸
け
ら
れ
た
斉
服
殿
、
地
上
で
は
、

「抜
」
の
斉
場
に
活
き
、
そ

の
よ
り
来
る
根
源
を
と
く
縁
起

・
規
範
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
は

『
日
本
書
紀
』
に

そ
れ
ぞ
れ
息
ず
き
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
田
に
伏
す
天
斑
駒
、
生
剥
、
逆
剥
さ
れ
て
血
の
し
た
た
る
姿
で
登
場

す
る
天
斑
駒
、
そ
れ
は
共
に
天
斑
駒

で
あ
る
。
身
に
斑
文
を
も

つ
区
別
さ
れ
易
い

こ
の
天
斑
駒
は
、
聖
痕
を
と
ど
め
る
特
異
な
駒
ー
他
馬
と
は
異
り
特
別
な
目
差
し

の
注
が
れ
る
駒
で
あ
る
。

こ
の
駒
は
素
蓋
鳴
尊
の
意
の
ま

、
に
動
く
も
の
、
そ
の

故
に
素
蓋
鳴
尊
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
素
蓋
鳴
尊
そ
の
も
の
と
も
観
じ
ら
れ
る
存

在
で
あ
る
。
行
疫
神
の
姿
は
見
え
ず
と
も
そ
の
騎
馬
が
あ
り
、
道
祖
神
の
姿
は
見

え
ず
と
も
板
絵
馬
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
生
剥
、
逆
剥
の
駒
-
天
斑
駒
の
背
景
に

は
見
え
ざ
る
素
蓋
鳴
尊
の
姿
が
常
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
暴
虐
の

行
為
は
諸
々
の
た

、
り
を
作
り
、
禁
忌
を
破
る
所
作
は
種
々
の
災
厄
疾
病
を
生
み

出
す
。
素
蓋
鳴
尊
は
そ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
の
流
行
り
な
す
疫
疾
災
厄
崇
穂
を
こ
の

世
に
送
り
こ
む
根
源
、
行
疫
神
、
道
祖
神
と
も
相
い
重
さ
な
る
性
格
を
強
く
漂
わ
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せ
る
神
で
あ
り
、
天
斑
駒
は
そ
の
使
役
、
騎
乗
を
通
じ
て
素
蓋
鳴
尊
を
体
現
す
る

存
在
と
し
て
息
ず
く
の
で
あ
る
。
神
-
素
蓋
鳴
尊
が
天
斑
駒
を
生
剥
、
逆
剥
す
る

と
の
神
話
は
、
現
実
の
祭
儀
の
中
で
、
馬
が
、
そ
れ
も
選
は
れ
た
聖
な
る
馬
が
引

き
出
さ
れ
生
剥
逆
剥
さ
れ
、
素
蓋
鳴
尊
に
供
さ
れ
る
、
そ
の
供
進
の
中

で
素
蓋
鳴

尊
の
暴
虐
と
も
よ
ぶ
べ
き
神
威
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
素
蓋
鳴
尊
、

そ
の
存
在
は

一
方
で
は
罪
穣
を
ひ
ろ
め
多
く

の
死
者
を
作
り
出
し
災
厄
を
蒔
い
て

暗
冥
の
世
界
を
生
み
出
し
、
他
方
で
は
こ
う
し
た
罪
穂

・
災
厄
を
収
飲
し
光
明
世

界
を
甦
え
ら
せ
る
。
そ
う
し
た
両
面
に
強
い
力
を
発
揮
す
る
神
格

で
あ
る
。
馬
は

そ
の
神
格

の
働
き
の
象
徴
で
あ
り
、
生
剥
、
逆
剥
さ
れ
た
そ
の
様
は
ま
さ
に
罪
穂

・
災
厄
の
発
現

・
発
動
の
根
源
で
あ
り
、
他
方
、
そ
の
血
し
た
た
る
馬
体
は
素
蓋

鳴
尊
を
和
め
罪
穂

・
災
厄
を
失
せ
し
め
根
絶
す
る
、
そ
の
源
泉
と
し
て
機
能
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

素
蓋
鳴
尊
は
複
雑
な
神
格
を
具
え
る
神

で
あ
る
。
行
疫
神
と
し
て
の
性
格

の
他

に
、
海
原
を
統
括
す
る
神
、
暴
風
雨
と
係
る
神
、
根
の
国
と
繋
る
神
、
新
羅
国
曽

　
茂
梨
と
関
る
神
と
実
に
多
彩
な
性
格
を
も

つ
。
海
原
を
統
括
す
る
神
、
風
神
、

根

の
国
の
神
と
い
っ
た
性
格
は
、
実
は

『
延
喜
式
』
に
掲
げ
る
大
抜
祝
詞
と
鮮
や

か
に
吻
合
す
る
。
大
抜
祝
詞
に
は
、
天
下
の
四
方
の
国
の
あ
り
と
全
ゆ
る
罪
は
こ

の
世
に
あ
ら
じ
と
科
戸
の
風
が
吹
き
放
ち
、
大
海
原
に
押
放

つ
。
こ
の
よ
う
に
大

海
原
に
流
れ
出
た
罪
穂
は
や
が
て
は
根
国
に
さ
す
ら
ひ
失
は
れ
る
と
荘
重
な
語
り

口
で
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
素
蓋
鳴
尊

の
犯
し
た
暴
虐
な
行
為
が
多
く
の
罪

猿
を
生
む
の
で
あ
る
が
こ
の
罪
穣
の
流
れ
行
く
と
こ
ろ
、
抜
い
や
る
も
の
全
て
が

素
蓋
鳴
尊
に
係
り
、
罪
穣
の
消
除
、
抜
去
が
素
蓋
鳴
尊
の
機
能
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
素
蓋
鳴
尊
は
行
疫
神
で
あ
り
罪
穂
の
根
源
で
あ
る

一
方
、
鎮
疫
神
で
も

あ
り
清
浄

へ
の
甦
り
を
も
た
ら
す
根
源
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
海
原

を
治
め
、
風
を
司
り
根

の
国
を
統

べ
る
と
言

っ
た
神
格
は
大
抜

の
大
意
の
中
で
把

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
大
抜
の
実
修
に
当

っ
て
常
に
想
起
さ
れ
る
機
能
、
職
掌
と

し
て
素
蓋
鳴
尊
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
祝
詞
に
は
、
天
之

益
人
と
あ
り
素
蓋
鳴
尊
の
名
を
見
な
い
。
大
抜
と
し
て
充
実
し
た
体
系
が
出
来
上

っ
た
と
き
、
そ
の
名
は
秘
あ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
他
の
世
界
に
素
蓋
鳴
尊
の

名
が
動
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

一
つ
注
目
し
て
置
か
ね
は
な
ら
ぬ
事
実

が
あ
る
。
素
蓋
鳴
尊
を
新
羅
国
曽
　
茂
梨
と
係
ら
せ
た
り
、
韓
郷
之
嶋
と
関
連
ず

け
る

『
日
本
書
紀
』

一
書
の
所
伝
が
そ
れ
で
あ
る
。
素
蓋
鳴
尊
は

一
方
で
は
須
佐

の
男
で
あ
り
日
本
の
神
で
あ
る
が
他
方

で
は
韓
神
と
す
る
に
相
応
し
い
面
影
が
そ

こ
に
は
辿
れ
る
の
で
あ
る
。
馬
が
外
来

の
生
き
も
の
で
あ
り
、
騎
乗
が
外

つ
国
の

風
で
あ
る
だ
け
に
、
馬
や
騎
馬
の
世
界
に
常
に
外

つ
国
が
観
じ
ら
れ
、
係
る
神
に

も
外

つ
国
の
神
-
蕃
神
の
性
格
が
窺
わ
れ
る
、
そ
う
し
た
こ
と
は
十
分
に
予
測
さ

れ
る
と
こ
ろ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

素
蓋
鳴
尊
と
馬
の
脈
絡
が
浮
か
び
上

っ
た
と
こ
ろ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
前
項
で

述
べ
た
殺
馬
、
土
馬
の
世
界
で
あ
る
。
行
疫
神
に
係
る
殺
馬
、
土
馬
の
世
界
は
そ

の
ま

＼
に
素
蓋
鳴
尊
の
天
斑
駒
、
生
剥
、
逆
剥
さ
れ
た
駒
の
世
界
に
重
な
り
合
う

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
行
疫
神
と
い
う
名
で
の
べ
て
来
た

神
格
が
、
素
蓋
鳴
尊
と
重
な
り
脈
づ
け
ら
れ
、
絡
み
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
直
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ち
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
殺
馬

・
土
馬
は
素
蓋
鳴
尊
と
共
に
語
ら
れ
る
も
の
、

そ
の
所
業

の
表
象
で
あ
り
、
穣
疫
を
語
り
、
そ
の
崇
り
を
鎮
め
る
も
の
と
し
て
存

在
す
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
素
蓋
鳴
尊
は
抜
襖

の
中
核
を
な
す
神
格
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』

の
語
る
素
蓋
鳴
尊
の
伝
承
は
抜
襖

の
祭
儀
の
根
源
-
縁
起
を
語
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
殺
馬

・
土
馬
が
そ
う
し
た
抜

襖
の
許
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
き
ら
か
と
な
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
馬
の
世
界
を
垣
間
見
て
く
る
と
浮
か
び
上
る
も
の
に
牛
の
世
界
が

あ
る
。
皇
極
紀
に
は
、
旱
天
時
、
祝
部

の
教

え
の
ま

、
に
村
々
で
は
牛
馬
を
殺
し

神
を
祭
り
雨
を
祈
る
と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。
先
に
記
し
た
こ
の
記
事
を
熟
視
す

る
と
、
牛
馬
二
種
が
殺
の
対
象
と
な
り
、
諸
社
の
神
々
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
ま
ず
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
馬
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
と
お
り
、
行
疫
神

で

あ
り
風
神

で
あ
り
、
韓
神
で
も
あ

っ
た
素
蓋
鳴
尊
を
中
心
に
展
開
す
る
殺
馬
の
祭

事
が
存
在
す
る
だ
け
に
、
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
諸
社
に
あ

っ
て
ま

つ
ら
れ
る
神
は
素
蓋
鳴
尊
で
あ
り
、

そ
の
巻
属
、
同
神
格
神

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
牛

の
世
界
は
い
さ
さ
か
趣
き
を
異

に
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『績

日
本
記
』
に
は
桓
武
天
皇
延
歴
十
年
九
月
甲
戌
条
に
伊
勢
、
尾
張
、
近
江
、
美
濃

若
狭
、
越
前
、
紀
伊
な
ど
の
人
々
が
牛
を
殺
し
て
漢
神
を
祭
る
を
禁
断
す
る
旨
の

記
事

が
あ
る
。
こ
の
記
事
と
関
連
す
る
も

の
に

『類
聚
三
代
格
』
巻
十
二
が
あ
り

太
政
官
符
を
掲
げ
て
い
る
。

「応
禁
制
殺
牛
用
祭
漢
神
事
」
と
符
題
を
付
し

「
諸

国
百
姓
、
殺
牛
用
祭
、
宜
厳
加
禁
制
、
莫
令
為
然
、
若
有
違
犯
、
科
為
殺
牛
罪
」

と
あ
り
、
明
確
な
禁
断
の
罪
科
ま
で
も
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
似
た
文
は
延

暦
廿
年
四
月
巳
亥
の
こ
と
と
し
て
越
前
国
に
令
し
牛
を
屠
り
神
を
祭
る
を
禁
断
す

と

『
日
本
紀
略
』
に
も
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
牛
を
屠
る
、
殺
牛
は
漢
神
を
杷

る
た
め
に
な
さ
れ
る
行
為
と
し
て
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
が
素
蓋

鳴
尊
に
根
源
を
求
め
る
よ
う
に
、
牛
は
漢
神
に
そ
の
根
源
を
求
め
て
い
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
殺
牛
、
屠
牛
の
目
的
は
漢
神
に
あ
る
が
、
そ
の
実
際
は

『
日
本
霊

異
記
』
の

「依
漢
神
崇
殺
牛
而
祭
又
修
放
生
善
以
現
得
善
報
縁
」
に
詳
細
に
語
ら

れ
て
い
る
。
摂
津
国
東
生
郡
撫
凹
村
の
長
者
が
聖
武
天
皇
の
御
世
、
漢
神
の
崇
り

を
受
け
、
そ
れ
を
抜
う
た
あ
に
七
年
間
、
年
間

一
牛
を
殺
し
て
杷
り
そ
の
間
の
生

を
得
た
こ
と
を
語
り
、
し
か
も
屠

っ
た
牛
を
謄
に
し
て
漢
神
に
饗
し
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
。
こ
の

一
話
の
異
伝
は

『
今
昔
物
語
』
巻
二
〇
に
見
え
、
そ
こ
で
は
漢

神
の
語
は
な
く
鬼
神
と
称
さ
れ
て
い
る
。
漢
神
、
鬼
神

へ
牛
謄
を
御
饗
え
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
崇
り
を
和
ら
げ
、
我
身
の
内
な
る
崇
り
に
よ
る
病
疫
を
癒
そ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
牛
謄
は
漢
神
の
、
鬼
神

の
好
む
御
饗
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

漢
神
は
中
国
-
漢
よ
り
邦
土
に
渡
り
来

っ
た
神

で
あ
る
。
時
に
は
渡
来
し
た
漢
人

達
に
も
ち
斉
か
れ
、
ま
た
時
に
は
漢
土
よ
り
突
如
と
し
て
北
九
州
に
至
り
た
ち
ま

ち
に
京
畿

へ
席
捲
す
る
漢
土
の
行
疫
神
と
し
て
見
ら
れ
た
神
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
西
方
の
遠

っ
国
、
外

つ
国
の
神
、
寄
り
来
る
神
と
し
て
見
ら
れ
、
疫
疾
の

流
行
が
多
く
西
か
ら
至
る
こ
と
と
も
重
さ
な
り
、
甚
大
な
勢
威
を
も

っ
た
行
疫
神

と
し
て
息
ず
く
の
で
あ
る
。
撫
凹
村
の
長
者

の
病
が
漢
神
の
た
た
り
に
あ

っ
た
よ

う
に
、
疫
疾
、
災
患
の
流
行
は
こ
う
し
た
漢
神
の
道
行
の
様
、
機
能
で
あ

っ
た
と
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言
え
よ
う
。
漢
神
と
牛
、
そ
れ
も
殺
牛

・
屠
牛
と
い

っ
た
形
で
の
繋
り
は
、
漢
神

の
好
む
牛
宍
の
膳
に
よ
り
癒
病
、
治
災
を
は
か
ら
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
絡
み
合

い
の
中
で
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
古
語
拾
遺
』
に
は
御
歳
神
に
牛
宍
を
御
饗

え
す
る
様
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
御
歳
神

が
穀
神
に
よ
り
近
い
も
の
な
ら
は
、

こ
う
し
た
苗
葉
枯
ら
す
疫
神

の
イ
メ
ー
ジ
中

に
漢
神
を
混
じ
え
る
こ
と
も
ま
た
あ

り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
想
え
ば
文
武
天
皇
慶
雲
三
年
、
疫
病
流
行
し
死
者
彪
大

そ
の
年
の
晦
日
土
牛
を
作
り
鬼
や
ら
い
し
た
と
い

っ
た
記
事
も
あ
る
よ
う
に
追
灘

に
あ

っ
て
は
月
華
殿
両
脇
に
土
牛
を
樹
て
る
風
が
あ

っ
た
。
灘
を
追
う
、
そ
の
灘

1
鬼
に
牛
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
追
灘
は
中
国
の
慣
習
で
あ
り
、
方
相

氏
が
鬼
神
を
は
ら
う
呪
作
で
あ
る
が
、
我
国
に
も
受
容
さ
れ
、
と
く
に
そ
の
過
程

で
牛
が
重
用
さ
れ
、
鬼
神
悪
鬼
と
重
ね
ら
れ
、
漢
神
と
も
絡
み
合

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
土
牛
は
土
馬
の
よ
う
な
小
形
の
も
の

で
な
く
規
模
も
大
き
く
方
相
氏
と
対

応
す
る
規
模
を
具
え
、
用
い
ら
れ
る
数
は
少

い
。
し
か
し
、
そ
の
基
盤
に
疫
神
と

重
さ
な
る
面
、
漢
神
と
重
さ
な
る
面
が
あ
る

こ
と
は
否
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。

疫
疾
や
災
苦
、
旱
天
と
長
雨
、
そ
う
し
た
諸
事
象
は
崇
り
な
す
神
の
も
た
ら
す

も
の
で
あ

っ
た
。
た
た
り
な
す
神
に
は
種
々

の
神
格
が
あ
る
が
、
し
か
し
大
き
な

流
れ
は
二
つ
、

一
は
素
蓋
鳴
尊
を
め
ぐ
る
流
れ
、
い
ま

一
は
漢
神
を
め
ぐ
る
流
れ

で
あ

っ
た
。
素
蓋
鳴
尊
に
は
殺
馬

・
献
馬

・
土
馬
と
い
っ
た
馬
の
世
界
が
対
応
し

漢
神
に
は
殺
牛
、
献
牛
、
土
牛
と
い
っ
た
牛

の
世
界
が
対
応
し
息
ず
い
て
い
る
。

た
た
り
な
す
神
格
と
対
応
し
て
牛
馬
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

素
蓋
鳴
尊
を
邦
土
の
た
た
り
神
と
し
、
漢
神
を
漢
土
の
た
た
り
神
と
見
る
。
或
い

は
素
蓋
鳴
尊
を
韓
土
の
た
た
り
神
、
漢
神
を
漢
土
の
た
た
り
神
と
見
る
、
そ
う
し

た
対
比
す
る
べ
き
在
り
方
が
あ
り
、
牛
馬
も
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

邦
土
の
崇
り
神
と
漢
土
の
崇
り
神
、
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
た
た
り
な
す
神
を
杷

る
に
当
り
邦
土
の
祭
式
を
と
る
か
、
漢
土
の
祭
式
を
と
る
か
、
そ
う
し
た
と
り
方

に
よ
り
祭
式
の
在
り
方
が
異

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
た
り
の
流
行
に
当
り

一
般

に
と
ら
れ
る
鎮
祭
は
邦
土
の
た
た
り
神
ー
素
蓋
鳴
尊
を
中
心
と
し
て
馬
を
屠
り
馬

を
土

で
作
り
土
馬
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
漢
礼
は

一
般
に
禁
断
す
べ
き

も
の
と
し
て
実
修
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
そ
の
故
に
漢
神
を
ま

つ
る
に
殺
牛
す

る
こ
と
が
禁
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
牛
の
屠
り
、
殺
牛
が
多
く
記
録
に
留
め
ら
れ

る
に
も
拘
ら
ず
実
例
乏
し
く
、
小
形
の
土
牛
の
製
作
も
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い

っ
た
事
実
は
平
常
こ
の
種
の
祭
式
-
漢
礼

・
漢
神
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
由

来
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
強
烈
な
疫
災
の
流
行
に
あ
た

っ
て
は
朝
廷
も
漢
礼
を

採
用
し
、
素
蓋
鳴
尊
と
共
に
漢
神
を
杷
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
各
個
人
に
し
て
も

病
臥
深
い
時
は
漢
神
を
中
心
に
牛
を
め
ぐ
る
屠
殺
、
宍
胎
と
い

っ
た
行
為
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
朝
廷
か
ら
見
た
場
合
、
災
患
、
疫
疾
の
抜
い

や
り
は
邦
礼
た
る
抜
ー
素
蓋
鳴
尊
を
め
ぐ
る
馬
の
祭
式
を
実
修
し
、
日
常
は
漢
礼

-
漢
神
を
め
ぐ
る
牛
の
祭
式
は
、
こ
れ
を
禁
断
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
朝

廷
の
方
針
な
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
動
き
の
中

で
注
目
す
べ
き

一
つ
の
事
象
が
指
摘
さ
れ
る
。
八
世
紀
、

土
馬
の
世
界
が

一
変
す
る
の
で
あ
る
。
八
世
紀

の
宮
都

・
平
城
京
で
は
お
び
た
だ
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し

い
量
の
土
馬
が
発
掘
さ
れ
る
。
前
代
に
な
か

っ
た
量

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
形

態
は
統

一
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
水
み
ち
で
発
見
さ
れ
る
と
い

っ
た
特
色
あ
る
傾
向

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
唐
突
と
い
う
か
、
突
然
の
変
化
で
あ
る
。
前
代
、
各
地

で
は
胴

の
太
い
馬
体
、
写
実
的
な
馬
首
と
馬
面
、
鞍
や
装
具
で
美
し
い
飾
り
馬
と

し
て
実
際

の
馬
を
彷
彿
さ
せ
る
姿
形
で
造
形
さ
れ
て
い
た
土
馬
が
、
突
如
そ
の
姿

を
代
え
、
都
城

・
国
府

・
郡
衙
と
い
っ
た
国
家
の
行
政
機
構
を
中
心
に
新
ら
た
な

土
馬
-
馬
形
が
誕
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
新
し
く
登
場
す
る
馬
形
は

一
定
の
規

格
を
と

っ
て
い
る
。
三
日
月
形
の
特
徴
あ
る
馬
面
、
殆
ん
ど
装
具
を
表
現
し
な
い

馬
体
、
長
く
大
き
く
ひ
ら
い
た
馬
脚
、
高
く
は
ね
る
尾
、
前
代
の
馬
制
と
余
り
に

も
異
る
と
こ
ろ
の
多
い
馬
形
で
あ
る
。
各
地

で
各
様
に
作
ら
れ
て
い
た
土
馬
-
勿

論
各
様
の
中
に
通
ず
る
基
本
形
は
あ
る
と
し

て
も
そ
う
し
た
土
馬
と
は
異
る
。
恐

ら
く
平
城
京

・
長
岡
京

・
平
安
京
と
い
っ
た
都
城
、
畿
内
諸
国
府
跡
の
よ
う
な
政

治
官
衙
、
畿
内
の
極
め
て
か
ぎ
ら
れ
た

一
劃

と
い
う
新
し
い
馬
形
の
分
布
を
窺
う

と
中
央
で
発
想
さ
れ
中
央
で
創
出
さ
れ
た
も

の
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
。
律
令
機
構
、
官
制
に
則

っ
て
成
立
し

て
来
る
馬
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

出
来
よ
う
。
し
か
も
そ
の
出
土
の
地
、
状
況
を
垣
間
見
る
と

一
変
し
た
在
り
方
の

変
化

が
辿
れ
る
の
で
あ
る
。
前
代
の
土
馬
が
水
み
ち
や
種
々
の
遺
構

に
存
在
し
、

普
通

一
躯
、
そ
れ
も
損
殺
の
形
で
見
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
新
し
く
創
出
さ
れ
た

こ
の
馬
形
は
、
勿
論
例
外
は
あ
る
が
大
半
は
水
み
ち
で
見
出
さ
れ
、
そ
の
数
も
多

い
場
合
が
再
々
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
平
城
京
の
南
端
、
羅
城
門
を
南
へ

出

て
、
下

っ
道
を
僅
か
に
下

っ
た
と
こ
ろ
に
所
在
す
る
稗
田
遺
跡
の
場
合
、
幅

一

○
材
、
深
さ
二
材
の
旧
河
川
-
溝
渠
中
か
ら
実
に
人
形
三
〇
点
、
竃
形

一
〇
〇
点

人
面
墨
書
土
器
七
〇
点
と
と
も
に
馬
形

一
八
〇
点
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
平
城
京

羅
城
門
に
接
し
た
京
外
だ
け
に
注
目
を
惹
く
の
で
あ
る
。
従
前
と
大
き
く
異
る
出

土
状
況
で
あ
る
と
言
え
る
し
、
ま
た
共
伴
す
る
多
種
多
様
な
祭
杷
の
遺
品
と
と
も

に

一
っ
の
体
系
を
も

っ
た
ま

つ
り
の
場
で
の
馬
形
の
使
用
と
い
っ
た
面
が
浮
か
び

上

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
馬
形
の
性
格
を
検
討
す
る
時
、
重
要
な
役
割
を
果
す
の
は
抜
襖
、
抜

除
と
い

っ
た
従
前
ー
前
代
の
土
馬
が
も

っ
て
い
た
性
格
の
動
き
で
あ
る
。
抜
除
と

し
て
行
な
わ
れ
る
祭
式
は
数
多
い
。
人
形
も
そ
の

一
で
あ
る
し
、
竃
形
も
そ
の

一

で
あ
る
。
人
面
墨
書
土
器
も
そ
の

一
で
あ
る
。
人
形
は

一
撫

一
吻
す
る
こ
と
に
よ

り
人
の
身
に
あ
る
穂
罪
を
移
し
こ
れ
を
水
み
ち
に
流
し
や
る
こ
と
に
よ
り
身
の
清

浄
を
恢
え
そ
う
と
す
る
、
竃
形
は
天
帝
に
年
間
の
罪
過
を
報
ず
る
竃
神
を
も
て
な

し
す
る
こ
と
に
よ
り
罪
機
か
ら
身
を
抜
お
う
と
す
る
、
ま
た
人
面
墨
書
土
器
は
行

疫
神
た
る
漢
神
の
顔
を
小
壷
に
描
き
、
壷
中
に
罪
穂
を
息
し
て
封
じ
川
な
り
水
み

ち
に
流
し
や
ろ
う
と
す
る
、
三
者
と
も
に
そ
う
し
た
抜
除
の

一
劃
を
担
う
祭
式
で

あ
る
。
共
伴
す
る
遺
品
が
そ
う
し
た
抜
除
に
全
て
係
る
だ
け
に
馬
形
も
同
様
な
機

能
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
詳
細
に
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
土
馬
に

見
ら
れ
た
性
格
が
そ
の
ま

、
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
除
に
係
る
各

分
野
の
遺
品
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
立
し
て
も
十
分
に
抜
除
の
祭
式
た
り
う
る
も
の
で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
共
存
共
伴
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
総
括
す
る
祭
式
の
成
立
し

て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
抜
除
の
行
為
を
集
大
成
し
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総
括
す
る
祭
式
、
そ
れ
は
大
抜
以
外
に
は
考

え
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
抜
は
、
多

く
の
抜
襖
の
祭
式

の
集
成

の
上
に
成
り
た

っ
て
い
る
。
馬
形
の
成
立
は
そ
う
し
た

大
抜
の
場
に
加
わ
る
た
め
に
、
従
前
か
ら
存
在
し
た
土
馬
を
め
ぐ
る
抜
除
の
祭
式

を
改
め
新
し
く
創
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
恐

ら
く
朝
廷
の
陰
陽
寮

の
手
に
よ
り
新

し
い
装
い
が
与
え
ら
れ
、
大
抜
の
中
核
に
据

え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
馬
形

に
見
る
形
状

の
規
格
化
、
用
法
の
変
化
、
場

の
変
化
は
そ
う
し
た
大
抜
に
伴
う
馬

形
と
な

っ
た
時
点

で
の
変
化
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
元
来
は
素
蓋
鳴
尊
の
世

界
、
天
斑
駒
、
生
剥
逆
剥
の
世
界
に
あ

っ
た
馬
の
世
界
は
、
天
益
人
の
罪
猿
1
天

津
罪
の
領
域
に
含
め
ら
れ
、
抜
除
の
起
源
を
説
く

テ
キ
ス
ト
と
し
て
祝
詞
に
も
登

場
す
る
も
の
の
、
や
が
て
は
素
蓋
鳴
尊
の
姿

は
薄
ら
ぎ
天
斑
駒
の
動
き
も
和
ぐ
。

罪
穂
の
根
源

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
抜
の
根
源

で
も
あ
る
馬
の
世
界

の
み
が

一
層
の

強
調
を
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

大
抜

の
展
開
と
と
も
に
そ
の
中
核
に
大

き
な
位
置
を
占
め
る
に
至

っ
た
馬
形
の

世
界
は
宮
廷
官
人
、
百
官
の
罪
穂
を
担
い
行
く
も
の
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時

期
か
ら
各
地
の
各
様
の
土
馬
は
姿
を
消
し
、
地
方
の
土
馬
は
大
部
分
そ
の
祭
式
を

失
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
各
人
が
村

々
に
あ

っ
て
祝
部
を
通
じ
て
実
修
し
た

土
馬
の
祭
式
は
禁
断
さ
れ
、
各
地
の
官
衙

に
新
し
く
編
成
さ
れ
た
抜
襖
の
祭
式
i

大
抜
、
上
抜

・
中
抜

・
下
抜
と
い
っ
た
体
系

化
さ
れ
た
抜
襖
が
各
々
浸
透
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
写
実
的
で
あ

っ
た
土
馬
が
規
格
化
さ
れ
抽
象
化
し
た
形
象
を
も

っ

て
登
場
し
馬
形
と
な
る
、
そ
う
し
た
経
緯

の
背
景
に
こ
う
し
た
動
き
が
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
大
抜
は
二
階
七
間
戸
五
間
の
規
模
を
も

つ
朱
雀
門
の
前
ー
南
面
の
道

の
上
で
実
修
さ
れ
る
。
門
前
の
左
右
に
東
舎

・
西
舎
が
設
け
ら
れ
て
諸
司
百
官
が

並
び
、
両
舎
門
に
祝
詞
座
を
し

つ
ら
え
抜
物
た
る
馬
六
疋
が
東
西
に
橋
上
に
並
び

稲
四
五
束
が
積
み
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
抜
の
祭
場
に
配
備
さ
れ
た
抜
物

の
馬
は
土
馬
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
土
馬
も
陰
陽
寮
で
用
意
し
た
抜
柱
ー
抜
物

と
し
て
の
性
格
を
も
ち
百
官
諸
人
の
罪
猿
を
こ
の
土
馬
で
贈
い
土
馬
に
背
負
わ
せ

る
の
で
あ
る
が
、
祭
場
に
連
な
る
六
疋
の
生
馬
は
抜
物
と
称
す
る
も
の
の
、
実
は

大
抜
祝
詞
の
最
後
に
語
ら
れ
る

「天
皇
我
朝
廷
爾
仕
奉
留
官
人
等
乎
始
域
天
下
四

方
爾
波
自
今
日
始
域
罪
止
云
布
罪
波
不
在
止
高
天
原
繭
耳
振
立
聞
物
止
馬
牽
立

」

と
あ
る

一
文
に
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
罪
穣
の
全
て
が
消
え
去

っ
た

そ
の
証
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
聡
き
耳
を
も

つ
馬
と
し
て
、
罪
臓
の
織
り

な
す
暗
冥
世
界
の
狭
蝿
な
す
そ
の
者
の
絶
え
た
る
そ
の
様
を
し
か
と
聞
き
と
る
も

の
と
し
て
牽
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
罪
穣
を
背
負

い
流
さ
れ
行
く
も
の
、
罪
穣

の
象
徴
と
し
て
は
元
来
馬
形
が
あ
り
、
人
々
の
犯
し
た
罪
穣
は
全
て
馬
形
に
転
じ

ら
れ
抜
物
と
し
て
馬
形
が
息
ず
い
た
の
で
あ
る
が
順
物
や
抜
物
と
し
て
徴
さ
れ
た

生
馬
は
、
そ
う
し
た
罪
穂
を
負
う
も
の
と
し
て
以
上
に
、
そ
の
流
れ
去
り
清
浄
の

日
を
迎
え
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
生
き
た
可
能
性
が
つ
よ
い
の
で
あ
る
。

大
抜
と
共
に
素
蓋
鳴
尊
の
姿
は
薄
ら
ぐ
。
馬
の
世
界
と
密
接
に
存
在
し
た
素
蓋

鳴
尊
の
姿
を
説
く
も
の
は
少
く
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
疫
神
と
し

て
の
素
蓋
鳴
尊
の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
こ
と
に
強
烈
で
あ

っ
た
と
見
え
、
や
が
て
は
牛

頭
天
王
と
習
合
し
、
牛
頭
を
具
え
た
恐
し
い
行
疫
神
の
形
を
と

っ
て
説
か
れ
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
来
は
牛
の
姿
を
と
る
神
は
漢
神

で
あ

っ
た
。
具
体
的
な
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神
名
を
も
た
な
か

っ
た
行
疫
神
ー
漢
神

は
、

こ
こ
に
素
蓋
鳴
尊
の
名
を
得
、
牛
頭

天
王
の
名
を
得
て
は
じ
め
て
機
能
が
分
化
し
、
強
烈
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

素
蓋
鳴
尊
が
馬
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
牛
世
界

に
も
影
さ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
想

え
ば
、
馬
の
世
界
は
素
蓋
鳴
尊

の
名
に
お

い
て
邦
土

の
行
疫
に
連
な
り
、
牛
の
世

界
は
漢
神

の
名

に
お
い
て
漢
土
よ
り
の
行
疫

に
係

っ
た
の
で
あ
る
が
、
通
常
邦
礼

は
実
修
さ
れ
る
も
の
の
漢
礼
は
淫
杷
と
し
て
禁
断
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ

だ
け
に
、
律
令
国
家

で
は
馬
世
界
が
大
抜
に
摂
取
受
容
さ
れ
、
牛
世
界
は
禁
断
の

常
に
対
象
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

陽
の
当
る
世
界
を
歩
み
得
た
馬
世
界
は
馬
形
埴
輪
、
土
馬

・
馬
形
を
は
じ
め
多

く
の
文
物
を
政
治
的
に
容
認
さ
れ
る
場

で
も

つ
こ
と
が
出
来
た
が
、
常
に
陰
の
世

界
を
歩
ん
だ
牛

の
世
界
は
、
牛
宍
、
宍
謄
を

饗
す
る

一
面
も
あ

っ
て
か
そ
う
し
た

文
物
を
生
み
だ
す
こ
と
が
な
く
、
禁
断
の
繰

返
し
の
中
で
根
強
く
信
じ
ら
れ
て
来

た
の
で
あ
る
。
た
だ
禁
断
の
風
潮
の
中
で
牛

の
世
界
は
二
種
の
文
物
を
華
ひ
ら
か

せ
て
い
る
。

一
は
絵
牛
、

一
は
追
灘
の
土
牛

で
あ
る
。
馬
と
共
に
牛
が
行
疫
神
の

シ
ン
ボ

ル
と
見
た
て
ら
れ
た
こ
と
は
再
三
説

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恐
ら
く
行
疫

す
る
漢
神

の
表
象
は
牛

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
馬
は
絵
馬

と
し
て
板
に
描
か
れ
、
牛
は
絵
牛
と
し
て
板

に
そ
の
姿
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

絵
馬

・
絵
牛
を
流
し
埋
め
る
こ
と
で
行
疫
神

の
抜
流
し
、
抜
埋
め
が
意
図
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
土
牛
は
漢
土
の
追
灘
-
方
相
氏
の
呪
作
が
演
劇
的
で
あ
り
、
疫

鬼
を
追
う
具
体
的
な
呪
作
だ
け
に
、
朝
廷
が
漢
風
と
し
て
採
択
し
た
も
の
で
あ

っ

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
牛

宍
、
牛
脂
の
饗
え
は
な
い
が
、
な
お

行
疫
神
と
し
て
の
面
影
は
つ
よ
く
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

馬

.
馬

.
馬
1
そ
の
想
ひ
に
係
わ
る
考
古
学
の
成
果
を
語
り
上
げ
た
。
な
お
語

る
べ
き
馬
の
分
野
は
広
い
。
最
近
頓
み
に
所
見
を
加
え
つ
つ
あ
る
六
世
紀
初
葉
の

馬
を
め
ぐ
る
世
界
は
注
目
を
惹
く
。
い
ず
れ
、
体
系
的
に
馬
を
語
り
う
る
日
が
来

る
で
あ
ろ
う
。
乗
馬
と
し
て
の
馬
と
は
異
る
そ
の

一
側
面
が
日
本
の
精
神
史
の
中

で
い
か
に
大
き
く
存
立
し
て
い
る
か
、
そ
の

一
端
を
い
ま
僅
か
に
垣
間
見
た
想
ひ

が
す
る
の
で
あ
る
。
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