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関
西
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
考
古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
末
永
雅
雄
先
生
の
ご

尽
力
に
よ
っ
て
関
西
大
学
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
博
物
館
の
存
在
は

本
大
学
で
考
古
学
を
学
ぶ
学
生
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
学
生
の
教
育
、
研
究
に
寄
与

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
は
明
治
時
代
の
政
治
家
で
あ
り
、
初
代
人
類

学
会
会
長
を
務
め
た
神
田
孝
平
が
蒐
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
毎
日
新
聞
社
社

長
本
山
彦
一
に
よ
っ
て
資
料
が
充
実
し
、
今
日
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
一
個
の
鍬
形
石
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
れ

は
こ
の
鍬
形
石
が
江
戸
時
代
中
期
の
大
阪
に
お
い
て
活
躍
し
た
当
代
一
の
文
化
人
木

村
兼
葭
堂
の
旧
蔵
品
で
あ
り
、
更
に
そ
の
出
土
地
が
平
成
八
年
初
夏
、
多
量
の
腕
輪

形
石
製
品
が
出
土
し
た
奈
良
県
島
の
山
古
墳
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
の
博
物
学
者
木
村
蕊
葭
堂
に
触
れ
る
と
と

も
に
、
関
西
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
を
博
物
館
機
能
の
一
つ
と
考
え
る
、
調

一
、
は
じ
め
に

関
西
大
学

博
物
館
所
蔵

ｌ
奈
良
県
島
の
山
古
墳
の
出
土
品
Ｉ

旧
木
村
兼
葭
堂
所
蔵
の
鍬
形
石

今
回
取
り
扱
う
鍬
形
石
は
図
１
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
本
品
に
つ
い
て
は
か

①

っ
て
資
料
紹
介
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
記
述
に
基
付
い
て
法
量
、
特
徴

を
再
確
認
し
て
お
く
。
全
長
は
一
四
・
四
一
セ
ン
チ
を
測
り
、
鍬
形
石
と
し
て
は
通

有
の
大
き
さ
で
あ
る
。
笠
状
部
は
板
状
部
を
水
平
に
置
い
た
と
き
左
上
が
り
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
笠
状
部
上
辺
と
板
状
部
底
辺
が
平
行
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
来
の
ゴ

ホ
ウ
ラ
製
貝
輪
の
形
状
に
近
い
も
の
と
さ
れ
、
型
式
学
的
に
古
相
を
示
す
も
の
と
さ

れ
る
。さ

て
、
本
品
の
最
大
の
特
徴
は
突
起
部
が
左
側
に
取
り
付
く
点
で
あ
る
。
鍬
形
石

の
祖
形
と
な
っ
た
ゴ
ホ
ウ
ラ
を
縦
切
り
に
し
た
場
合
、
こ
の
突
起
部
は
右
側
に
あ
る

②

べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
左
側
に
あ
る
こ
と
は
極
め
て
異
例
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に

突
起
部
が
左
側
に
取
り
付
く
も
の
は
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
が
所
蔵
す
る
伝
巣
山
古
墳

出
土
の
一
例
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
伝
巣
山
古
墳
の
資
料
に
つ
い
て
も
か
つ
て

査
・
研
究
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
問
題
の
鍬
形
石

徳
田
誠
志
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③

資
料
紹
介
を
行
っ
て
い
る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
明
ら
か
に
左

側
に
突
起
部
が
取
り
付
い
て
い
る
。

こ
の
左
側
に
突
起
部
が
取
り
付
く
と
い
う
特
徴
が
、
次
の
江
戸
時
代
に
お
け
る
文

献
史
料
と
の
同
定
作
業
を
行
う
際
、
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

も
う
一
つ
確
認
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
本
誌
前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
現
在
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
中
に
江
戸
時
代
に
製
作
さ
れ
た
鍬
形
石
の
に
せ
も
の
が
存
在
す
る
こ
と

④

か
ら
、
今
回
取
り
上
げ
た
資
料
に
つ
い
て
も
そ
の
真
偽
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
結
論
を
先
に
記
す
と
、
今
回
取
り
上
げ
る
鍬
形
石
は
古
墳
時
代

の
製
品
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
形
状
的
に
違
和
感
が
な
い
こ
と
、
笠
状

部
な
ど
の
文
様
に
つ
い
て
も
、
そ
の
施
文
方
法
を
含
め
、
本
来
の
鍬
形
石
に
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
使
用
石
材
は
分
析
に
よ
っ
て
碧
玉
で
あ
る

⑤

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
材
質
の
面
で
も
真
の
鍬
形
石
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
原
品
を
仔
細
に
観
察
す
る
と
笠
状
部
と
環
状
部
の
接
点
付
近
に
わ
ず
か

に
赤
色
顔
料
の
付
着
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
状
況
は
赤
色
顔
料
を
窓
意
的
に
塗
布
し

た
状
況
と
は
考
え
難
く
、
古
墳
の
内
部
施
設
に
お
い
て
付
着
し
た
結
果
と
見
る
。
こ

の
よ
う
に
本
鍬
形
石
は
古
墳
時
代
の
製
品
と
考
え
て
よ
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
奈
良

県
島
の
山
古
墳
か
ら
の
出
土
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
も
、
逆
説
的
で
は

あ
る
が
今
回
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
項
で
は
、
図
１
の
鍬
形
石
と
思
わ
れ
る
個
体
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
江
戸
時
代

三
、
文
献
史
料
に
描
か
れ
た
鍬
形
石

一
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こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
所
蔵
者
、
大
き
さ
、
出
土
地
材
質
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

描
か
れ
た
図
と
と
も
に
詳
細
を
見
て
い
こ
う
。
図
は
今
日
で
い
う
板
状
部
を
上
に
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
天
地
を
逆
に
し
て
見
た
と
き
、
突
起
部
が
左
側
に
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
念
の
た
め
今
日
で
い
う
裏
面
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
文
献
史
料
（
絵
図
）
を
見
て
い
く
。

．
『
雲
根
志
』

『
雲
根
志
』
は
江
戸
時
代
の
弄
石
家
で
あ
り
、
考
古
学
的
な
視
点
も
含
め
て
石
を

蒐
集
し
た
木
内
石
亭
の
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
。
木
内
石
亭
の
人
物
像
に
つ
い
て
は

⑥

斎
藤
忠
氏
に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
他
に
も
考
古
学
的
な
面
か
ら
あ
る
い
は

⑦

博
物
館
学
的
な
面
か
ら
の
考
察
も
多
い
。
よ
っ
て
詳
し
く
触
れ
な
い
が
、
今
回
扱
っ

て
い
る
鍬
形
石
と
思
わ
れ
る
個
体
が
『
雲
根
志
』
三
編
巻
之
五
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

⑧

や
や
長
く
な
る
が
全
文
を
引
用
し
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
を
示
し
た
（
図
２
参
照
）
。

「
神
代
石
四

安
永
四
年
乙
未
八
月
廿
八
日
、
浪
華
に
遊
で
、
兼
葭
堂
を
訪
ふ
。
主
人
奇
石
を

翫
ぶ
事
年
あ
り
。
此
頃
神
代
石
一
つ
を
得
た
り
と
て
見
せ
ら
る
。
古
今
数
な
き

奇
石
な
り
。
そ
の
形
状
鍬
が
た
の
如
く
、
長
さ
七
寸
中
四
寸
ば
か
り
。
根
の
方

厚
さ
一
寸
ば
か
り
。
末
は
薄
く
し
て
三
五
分
、
本
せ
ば
く
末
ひ
ろ
し
。
本
の
方

に
二
寸
に
一
寸
ば
か
り
な
る
一
穴
あ
り
。
表
裏
に
高
く
筋
を
彫
上
た
り
。

全
体
青
璃
瑠
に
て
、
奇
な
り
。
美
な
り
。
愛
す
る
に
堪
た
り
。
玉
工
の
及
ぶ
所

に
あ
ら
ず
し
て
、
其
根
源
は
彫
刻
の
物
な
り
。
さ
き
に
述
る
濃
州
三
宅
氏
が
鍬

形
石
と
同
物
に
て
、
至
っ
て
上
品
に
し
て
形
ま
た
異
な
り
。
古
代
神
工
の
物
に

て
い
か
な
る
物
と
も
し
る
人
な
し
。
大
和
国
唐
院
村
の
山
中
に
て
狐
の
穿
出
せ

り
と
。
又
奇
な
ら
ず
や
。
形
図
の
ご
と
し
。
」

根
志
』
掲
載
の
鍬
形
石
と
図
１
の
鍬
形
石
の
同
定
作
業
は
後
述
し
、
引
き
続
き
史
料

（
絵
図
）
を
見
て
い
こ
う
。

そ
の
史
料
は
神
代
石
を
描
い
た
巻
子
で
あ
る
。
石
亭
ら
が
活
躍
し
た
江
戸
時
代
の

疑
い
を
持
つ
が
、
内
孔
周
縁
の
平
坦
面
を
示
す
線
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
表
面
を

描
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
図
の
よ
う
に
天
地
を
逆
に
描
い
て
い
る
こ
と
は
、

⑨

本
誌
創
刊
号
に
お
い
て
鍬
形
石
の
名
称
を
検
討
し
た
際
に
も
記
述
し
た
よ
う
に
、
鍬

が
た
と
は
農
具
の
鍬
で
は
な
く
、
兜
の
正
面
に
取
り
付
け
ら
れ
る
鍬
形
の
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
き
さ
の
記
述
に
つ
い
て
は
全
長
七
寸
と
あ
り
内
孔
の
径
は
長
軸
二
寸
、
短
軸
一

寸
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
色
調
、
材
質
は
青
礪
瑠
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
出

土
地
は
大
和
国
唐
院
村
と
あ
り
、
図
上
の
記
述
か
ら
安
永
元
年
（
一
七
七
三
の
八

月
に
出
土
し
た
と
さ
れ
る
。
石
亭
は
安
永
四
年
に
こ
の
鍬
形
石
を
実
見
し
、
享
和
元

年
二
八
○
二
刊
行
の
『
雲
根
志
』
三
編
に
掲
載
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
雲

恥
じ
Ｉ
Ｊ
Ｗ
学
で
仏
〃
１
ノ
ム
く
Ｉ
．

①

そ
け
ん
、
ｉ
″

身
出
す
浪
塁
ｌ
墓
蔑
堂

ｆ
軸
へ
、
ｒ
１
．
凸

裁
証
ノ

鉢

悪
永
九
孝
公
合
川
和
洲

岸
ヤ
と

虎
隠
対
山
士
ｌ
野
狐
入

A，

一
一
ハ図2



寛
政
年
間
に
石
を
集
め
る
こ
と
を
楽
し
み
と
し
た
同
好
の
人
々
の
間
で
、
自
ら
所
有

す
る
神
代
石
を
描
き
、
巻
子
を
作
り
そ
れ
を
交
換
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
そ
の
巻
子
を
懐
中
に
友
人
宅
を
訪
問
し
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
披
瀝
し
た
り
、
あ

る
い
は
神
代
石
に
つ
い
て
の
議
論
を
楽
し
む
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
弄
石
社
の
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
一
時
期
、
お
そ
ら
く
一
七
五
○

年
か
ら
一
八
○
○
年
ほ
ど
の
五
○
年
間
に
多
数
の
『
神
代
石
之
図
』
が
作
成
さ
れ
、

あ
る
い
は
模
写
さ
れ
、
今
日
そ
の
い
く
つ
か
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
多
く
の

『
神
代
石
之
図
』
に
つ
い
て
は
系
統
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
回
は
実
見
で
き

た
四
種
類
の
『
神
代
石
之
図
』
に
描
か
れ
た
鍬
形
石
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

．
『
神
代
石
之
図
』
国
立
公
文
書
館
蔵

天
地
一
四
セ
ン
チ
ほ
ど
を
測
る
小
形
の
巻
子
で
あ
る
。
冒
頭
に
「
木
内
重
暁
自

筆
」
と
書
か
れ
た
付
菱
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
亭
の
自
筆
本
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
描
か
れ
て
い
る
神
代
石
の
図
は
次
掲
の
『
神
代
石
之
図
』
と

比
べ
る
と
稚
拙
で
あ
り
、
図
自
体
も
縮
小
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
原
本
と
思
え
な
い

部
分
も
あ
る
。
小
形
の
巻
子
は
先
述
し
た
よ
う
に
懐
中
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
同
好

の
友
人
を
訪
問
す
る
際
に
携
え
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
鍬
形
石
は
図
示
で
き
な
か
っ
た
が
、
板
状
部
を

上
に
し
、
「
大
和
虎
隠
村
山
中
得
之
浪
華
兼
葭
堂
蔵
長
五
寸
横
三
寸
三
分
質

青
砺
瑠
」
と
の
説
明
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
細
部
は
十
分
に
は
描
か
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
が
、
緑
色
に
着
色
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
巻
子
が
石
亭
の
自
筆
本
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
が
必
要
で
あ
り
、

製
作
年
代
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
鍬
形
石
が
『
雲
根
志
』
に
描
か
れ
て
い

る
鍬
形
石
と
同
一
個
体
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
但
し
法
量
に
つ
い
て
の
記
述

は
相
違
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
改
め
て
検
討
す
る
。

．
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
関
西
大
学
図
書
館
蔵

こ
の
巻
子
は
平
成
八
年
夏
に
東
京
本
郷
の
古
書
店
よ
り
関
西
大
学
が
購
入
し
た
史

料
で
あ
る
。
図
は
他
の
史
料
と
同
じ
く
板
状
部
を
上
に
し
て
描
か
れ
、
「
大
和
虎
隠

村
山
中
得
之
浪
華
兼
葭
堂
蔵
質
青
璃
瑠
」
の
説
明
文
の
記
載
が
あ
る
（
図
３
参

照
）
。
薄
緑
色
に
着
色
さ
れ
、
ほ
ぼ
実
大
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
法

量
の
記
述
は
な
い
。
こ
の
巻
子
は
次
の
東
京
大
学
所
蔵
史
料
と
同
系
統
の
写
本
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
東
大
本
を
記
述
し
た
後
両
者
を
比
較
す
る
。

．
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
所
蔵

こ
の
史
料
は
現
在
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
が
所
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か

っ
て
は
同
大
学
理
学
部
人
類
学
教
室
が
所
蔵
し
、
長
谷
部
言
人
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ

⑩

れ
て
い
る
。
今
回
総
合
研
究
博
物
館
が
所
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
に
、
長
谷
部
氏

、

の
紹
介
し
た
す
べ
て
で
は
な
い
が
い
く
つ
か
の
写
本
を
実
見
で
き
た
。
本
稿
で
は
図

４
に
示
し
た
、
『
神
代
石
之
図
』
上
巻
に
描
か
れ
た
鍬
形
石
に
つ
い
て
の
み
記
述
し

て
い
く
。
板
状
部
を
上
に
し
て
描
か
れ
た
状
況
や
、
陰
影
の
付
け
方
も
関
大
本
と
共

通
す
る
。
ま
た
記
載
さ
れ
て
い
る
説
明
文
は
全
く
同
文
で
あ
り
、
そ
の
記
述
さ
れ
て

い
る
位
置
も
ほ
ぼ
等
し
い
。
よ
っ
て
同
一
系
統
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
図
を
仔
細
に
比
較
す
る
と
東
大
本
の
図
に
は
内
孔
周
縁
平
坦
面
を
表
現
す
る

縦
線
が
一
本
省
略
さ
れ
て
い
る
。
他
の
図
や
、
原
品
と
比
較
し
た
と
き
内
孔
周
縁
平

坦
面
を
示
す
た
め
に
は
二
本
の
縦
線
が
描
か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
東
大
本
は

転
写
の
際
に
描
き
忘
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
よ
う
。

さ
て
、
も
う
一
点
触
れ
て
お
く
べ
き
事
と
し
て
、
長
谷
部
氏
が
紹
介
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
『
神
代
石
之
図
』
を
神
田
孝
平
（
淡
崖
）
が
所
蔵
し
て
い
た
事
実

一
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で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
田
は
江
戸
時
代
に
神
代
石
と
呼
称
さ
れ
た
石
器
そ
の
も
の
を

蒐
集
す
る
と
と
も
に
、
寛
政
年
間
か
ら
ほ
ぼ
一
○
○
年
を
経
た
後
に
、
石
亭
ら
弄
石

家
の
活
動
を
復
元
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

．
『
神
代
石
之
図
』
高
山
市
郷
土
館
所
蔵

こ
の
『
神
代
石
之
図
』
は
現
在
岐
阜
県
高
山
市
郷
土
館
が
所
蔵
す
る
も
の
で
、
図

⑫

５
に
示
し
た
。
写
真
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
鍬
形
石
は
線
描
き
で
あ
り
、
他
の
図
が

着
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
図
を
見
る
限
り
写
本
の

下
書
き
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
説
明
文
の
内
容
は
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
が
、
先

の
『
神
代
石
之
図
』
と
は
系
統
が
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

高
山
市
郷
土
館
に
は
石
亭
ら
と
交
友
関
係
に
あ
っ
た
二
木
長
輔
の
蒐
集
し
た
神
代

石
が
当
時
の
ま
ま
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
活
動
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴

重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

図5
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、
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
鍬
形
石
が
江
戸
時
代
に
海
外
に
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
事
実
を

付
け
加
え
て
お
く
。
そ
の
図
は
ド
イ
ツ
人
フ
ィ
ー
リ
ッ
プ
Ⅱ
フ
ラ
ン
ッ
Ⅱ
フ
ォ
ン
Ⅱ

シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
『
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
』
に
つ
い
て
は
一
八
三
二
年
か
ら
二
○
年
以
上
の
年
月
を

か
け
て
一
三
分
冊
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
図
６
に
示
し
た
も
の
は
そ
の
後

⑬

出
版
さ
れ
た
『
縮
小
第
２
版
』
の
復
刻
版
に
よ
っ
た
。
こ
の
著
作
は
シ
ー
ボ
ル
ト
が

江
戸
時
代
後
期
に
広
く
日
本
の
文
物
を
蒐
集
し
、
帰
国
後
そ
の
研
究
成
果
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
中
で
日
本
の
歴
史
、
考
古
学
分
野

に
つ
い
て
触
れ
た
中
に
、
他
の
石
器
類
と
と
も
に
鍬
形
石
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

シ
ー
ボ
ル
ト
が
日
本
の
考
古
学
分
野
に
興
味
を
持
ち
、
弟
子
の
伊
藤
圭
介
か
ら
勾
玉

⑭

の
情
報
を
吸
収
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
自
身

が
収
集
し
た
和
書
の
中
に
『
雲
根
志
』
も
含
ま
れ
て
お
り
、
図
６
に
示
し
た
も
の
の

原
図
が
『
雲
根
志
』
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
鍬
形
石
に
つ
い
て
の
記
述
が
特

に
な
い
こ
と
か
ら
シ
ー
ボ
ル
ト
が
鍬
形
石
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
図
書
に
よ
っ
て
海
外
に
ま
で
も
こ
の
鍬
形
石
が
紹
介
さ

れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
が
石
亭
の
『
雲
根
志
』
が
国
内
に
広

く
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

続
い
て
関
西
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
を
作
り
上
げ
た
神
田
の
著
作
に
示
さ
れ

以
上
江
戸
時
代
の
『
雲
根
志
』
、
『
神
代
石
之
図
』
に
描
か
れ
た
鍬
形
石
を
見
て
き

た
。
こ
れ
ら
の
図
を
見
る
限
り
原
品
が
同
一
個
体
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
も
ち

ろ
ん
先
述
し
た
よ
う
に
『
神
代
石
之
図
』
に
つ
い
て
の
系
統
の
整
理
は
必
要
で
あ
る

が
、
江
戸
時
代
に
知
ら
れ
て
い
た
鍬
形
石
は
ほ
ぼ
こ
の
個
体
に
限
ら
れ
て
い
た
と
言

た
鍬
形
石
を
見
て
お
く
（
図
７
）
。
神
田
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
石
器
の
蒐
集
と

そ
の
研
究
に
情
熱
を
傾
け
て
い
る
が
、
そ
の
成
果
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
が
明
治
一

七
年
、
英
文
で
出
版
さ
れ
た
『
ｚ
三
＄
目
シ
胃
蔚
員
聾
目
巴
日
亘
の
日
自
誘
Ｏ
陣
ａ

⑮

苛
冨
ご
』
（
日
本
題
『
日
本
大
古
石
器
考
』
）
で
あ
る
。
序
文
に
お
い
て
特
に
記
述
の

な
い
も
の
は
自
ら
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
が
図
１
に
示

し
た
鍬
形
石
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
鍬
形
石
の
説
明
は
以
下
の
通
り
で
あ

う
（
》
Ｏ

「
四
目
一
匿
円
さ
甸
侭
．
』
の
日
巴
｝
臼
ゴ
言
弓
霊
夢
壷
巳
の
冨
周
胆
の
言
宅
局
○
℃
○
鼻
ざ
ロ
．
弓
彦
①

巨
己
己
①
Ｈ
己
○
円
画
○
口
堅
○
℃
一
口
ｍ
庁
○
○
国
の
囚
・
の
、
当
國
の
己
の
【
・
闇
○
○
四
』
岸
昌
○
局
。
厨
○
○
ぐ
の
吋
顎

弓
○
冒
日
匡
吋
画
冒
目
四
日
異
○
．
」

ル

錨
猟織

儀
Ｐ
５

宮
研
歴
叱
討

髄

彰電

鱗

一
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こ
の
よ
う
に
神
田
の
著
作
を
介
し
て
安
永
元
年
に
出
土
し
た
鍬
形
石
と
現
関
西
大

学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
鍬
形
石
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ

ら
に
こ
の
点
を
補
強
す
る
た
め
に
図
に
示
さ
れ
た
法
量
と
原
品
を
比
較
し
て
お
く
。

史
料
の
う
ち
最
も
細
か
く
法
量
の
記
述
が
あ
る
も
の
は
明
治
年
間
に
刊
行
さ
れ
た

今
泉
雄
作
の
手
稿
本
『
古
制
徴
證
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
本
に
あ
た
る

こ
の
説
明
文
の
う
ち
個
体
の
記
述
は
特
に
重
要
で
は
な
い
が
、
横
線
部
を
付
し
た
出

土
地
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
先
の
『
雲
根
志
』
を
は
じ
め
と
す
る
史
料
の
中
で

出
土
地
は
「
唐
院
村
」
と
あ
り
、
神
田
の
記
述
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
図
の

近
似
だ
け
で
な
く
、
出
土
地
の
記
述
か
ら
も
『
雲
根
志
』
な
ど
の
史
料
に
描
か
れ
た

鍬
形
石
と
図
１
の
鍬
形
石
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

；

リ

図7

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
清
野
謙
次
氏
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
日
本
考
古
学
．

⑯

人
類
学
史
』
に
掲
載
さ
れ
た
図
面
に
よ
っ
た
。
計
測
は
笠
状
部
と
板
状
部
が
平
行
に

な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
全
長
、
幅
な
ど
に
つ
い
て
は
測
定
方
法
に
よ
っ
て
誤
差
が
生

じ
や
す
い
。
よ
っ
て
最
も
計
測
し
や
す
く
誤
差
も
生
じ
に
く
い
と
判
断
す
る
内
孔
の

長
径
と
短
径
で
比
較
す
る
。
実
物
の
計
測
値
は
長
径
七
・
一
三
セ
ン
チ
、
短
径
五
・

一
九
セ
ン
チ
で
あ
り
、
『
古
制
徴
證
』
に
よ
る
と
長
径
二
寸
三
分
、
短
径
一
寸
六
分

八
厘
と
あ
る
。
よ
っ
て
そ
の
誤
差
は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
雲
根
志
』
の
記
述
は
長
径
二
寸
、
短
径
一
寸
ば
か
り
な
り
と
あ
り
、
正
確
で
な
い

こ
と
が
分
か
る
。
『
雲
根
志
』
は
全
長
に
つ
い
て
も
七
寸
と
記
述
し
て
あ
り
、
実
物

（
一
四
・
四
一
セ
ン
チ
）
と
大
き
な
誤
差
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
鍬
形
石
が

石
亭
の
手
元
に
な
か
っ
た
こ
と
が
誤
差
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
国
立
公
文
書
館

所
蔵
の
『
神
代
石
之
図
』
に
は
五
寸
と
の
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
誤
差
で

は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
『
古
制
徴
證
』
に
掲
載
さ
れ
た
図
が
何
を
原
本
に
し
て
い

る
か
不
明
で
あ
り
、
こ
の
正
確
な
数
値
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
計
測
さ
れ
た
か
は
不

明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
数
値
が
正
し
い
こ
と
は
実
物
と
の
比
較
に
お
い
て
確
認
で

き
、
こ
の
こ
と
か
ら
関
大
本
、
東
大
本
の
図
は
原
寸
に
近
く
、
形
状
の
み
で
な
く
大

き
さ
の
精
度
も
高
い
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
、
図
１
に
示
し
た
鍬
形
石
を
め
ぐ
る
文
献
史
料
を
見
て
き
た
が
確
認
で
き
た

こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。

．
『
雲
根
志
』
、
『
神
代
石
之
図
』
に
描
か
れ
た
鍬
形
石
は
突
起
部
が
左
側
に
あ
る

こ
と
が
共
通
し
、
大
き
さ
な
ど
の
情
報
か
ら
も
、
そ
の
実
物
が
現
関
西
大
学
博

物
館
所
蔵
品
で
あ
る
。

・
出
土
地
は
大
和
国
唐
院
村
山
中
で
あ
り
、
出
土
年
月
日
は
安
永
元
年
八
月
で
あ

一

一
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本
項
で
は
鍬
形
石
が
出
土
し
た
と
考
え
ら
れ
る
奈
良
県
島
の
山
古
墳
に
つ
い
て
触

れ
て
お
く
。

出
土
地
の
記
述
は
『
雲
根
志
』
に
「
大
和
国
唐
院
村
の
山
中
」
と
あ
り
、
図
上
の

説
明
文
で
は
「
和
州
虎
隠
村
山
中
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
名
が
現
在
の
奈

良
県
磯
城
郡
川
西
町
唐
院
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
出
土
地
の
記
述
に
「
唐
院
」

あ
る
い
は
「
虎
隠
」
の
表
記
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
田
が
英
文
で
表
記
し
た

「
弓
。
旨
」
と
訓
む
も
の
で
あ
り
で
あ
り
同
一
と
考
え
て
よ
い
。

フ
（
》
◎

・
所
蔵
者
は
当
時
大
阪
に
居
住
し
た
木
村
兼
葭
堂
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
神
田
が
『
日
本
大
古
石
器
考
』
を
執
筆
し
た
段
階
で
は
自
明
の
こ

と
で
あ
り
、
神
田
孝
平
も
出
土
地
を
「
目
○
言
昌
員
２
と
記
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に

神
田
が
『
神
代
石
之
図
』
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
鍬
形
石
が
兼
葭
堂
の

手
元
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

神
田
の
死
後
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
本
山
彦
一
の
手
に
移
る
が
、
そ
の
時
点
で
こ

の
来
歴
が
不
明
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
一
○
年
に
出
版
さ
れ
た
『
本
山

⑰

考
古
室
要
録
』
で
は
、
こ
の
鍬
形
石
は
出
土
地
不
詳
と
な
っ
て
い
る
。

神
田
が
い
つ
こ
の
鍬
形
石
を
入
手
し
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
購
入
と
い
う
手
段
を
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
兼
葭
堂
の
死
去
（
一

八
○
二
年
）
か
ら
、
神
田
が
明
治
一
七
年
に
刊
行
し
た
著
作
に
掲
載
す
る
ま
で
の
約

八
○
年
間
の
流
転
は
い
ま
だ
闇
の
中
で
あ
る
。

三
、
出
土
地
奈
良
県
「
島
の
山
古
墳
」
に
つ
い
て

，
し
い
◎

さ
て
、
今
回
紹
介
し
て
い
る
鍬
形
石
は
前
方
部
が
未
盗
掘
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

後
円
部
埋
葬
施
設
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
。
こ
の
内
部
施
設
が

さ
て
『
雲
根
志
』
に
は
出
土
地
が
山
中
と
な
っ
て
い
る
が
、
腕
輪
形
石
製
品
が
出

土
す
る
場
所
と
し
て
は
古
墳
が
一
般
的
で
あ
り
、
し
か
も
古
墳
時
代
前
期
に
築
造
さ

れ
た
大
形
前
方
後
円
墳
で
あ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
出

土
地
が
唐
院
に
あ
る
島
の
山
古
墳
で
あ
る
こ
と
も
自
明
で
あ
ろ
う
（
図
８
）
。

島
の
山
古
墳
は
島
根
山
古
墳
と
の
別
称
も
あ
る
が
、
現
在
は
島
の
山
古
墳
で
統
一

さ
れ
て
い
る
。
周
囲
に
周
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
全
長
一
九
○
メ
ー
ト
ル
を
測
る
前
方
後

円
墳
で
あ
り
、
奈
良
県
下
第
二
○
位
の
規
模
を
誇
る
。
立
地
は
大
和
川
に
合
流
す
る

⑬

寺
川
と
飛
鳥
川
に
挟
ま
れ
た
微
高
地
に
あ
る
。
こ
の
島
の
山
古
墳
前
方
部
の
粘
土
榔

か
ら
、
平
成
八
年
初
夏
多
量
の
腕
輪
形
石
製
品
が
出
土
し
た
ニ
ュ
ー
ス
は
記
憶
に
新

一
一
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竪
穴
式
石
室
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
隣
接
す
る
比
売
久
波
神
社
な
ど

に
残
さ
れ
て
い
る
石
材
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
円
部
の
埋
葬
施
設
は
明
治
時
代
に
も
盗
掘
さ
れ
た
と
の
記
録
が
あ
り
、
島

の
山
古
墳
出
土
と
さ
れ
る
腕
輪
形
石
製
品
が
東
京
国
立
博
物
館
、
奈
良
県
立
橿
原
考

古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
天
理
大
学
天
理
参
考
館
、
地
元
な
ど
に
保
存
さ
れ
て
い

る
。

⑲

そ
の
う
ち
天
理
参
考
館
が
所
蔵
す
る
車
輪
石
に
つ
い
て
実
見
し
た
。
そ
の
車
輪
石

は
楕
円
形
の
も
の
五
点
、
円
形
の
も
の
一
点
で
あ
る
。
楕
円
形
の
も
の
は
長
径
一
八

セ
ン
チ
～
一
二
セ
ン
チ
を
測
る
も
の
で
あ
り
、
円
形
の
も
の
は
直
径
一
○
セ
ン
チ
前

後
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
匙
面
取
り
の
放
射
状
凹
帯
が
め
ぐ
り
、
後
者
は
山
部
、

⑳

谷
部
に
沈
線
が
施
さ
れ
た
折
面
帯
の
文
様
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
材
質
、
色
調
は
流
紋

岩
質
溶
結
凝
灰
岩
と
い
う
い
わ
ゆ
る
緑
色
凝
灰
岩
（
グ
リ
ー
ン
タ
フ
）
で
あ
る
。
色

調
は
基
本
的
に
淡
緑
色
で
あ
る
が
、
全
体
に
錆
が
付
着
し
た
よ
う
な
茶
褐
色
に
変
色

し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
色
調
、
石
材
を
図
１
に
示
し
た
鍬
形
石
と
比
較
す
る
と
、
鍬
形

石
が
硬
質
感
の
あ
る
碧
玉
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
理
参
考
館
が
所
蔵
す
る
車
輪
石
の

材
質
及
び
色
調
と
は
か
な
り
相
違
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
相
違
が
図
１

の
鍬
形
石
を
も
っ
て
島
の
山
古
墳
出
土
と
確
定
す
る
の
に
や
や
傭
跨
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
後
円
部
出
土
と
思
わ
れ
る
刀
子
形
石
製
品
が
比
較
的
新
相
を
示
す
個

体
で
あ
る
こ
と
も
、
同
一
の
主
体
部
か
ら
の
出
土
品
と
し
て
よ
い
か
の
疑
問
を
抱
か

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
平
成
八
年
の
前
方
部
粘
土
榔
か
ら
出
土
し
た
腕
輪
形
石
製
品
は
型
式
的

に
も
、
ま
た
材
質
的
に
も
非
常
に
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、

先
の
懸
念
が
払
拭
さ
れ
た
。
前
方
部
出
土
品
に
つ
い
て
は
整
理
途
中
の
た
め
詳
細
は

⑳

不
明
で
あ
る
が
、
現
地
で
確
認
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
天
理
参
考
館
が
所
蔵
す
る
車
輪

石
と
同
様
の
石
材
か
ら
、
硬
質
感
の
あ
る
個
体
も
共
存
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
こ
の

よ
う
な
前
方
部
の
状
況
を
見
る
と
多
量
に
腕
輪
形
石
製
品
が
埋
納
さ
れ
た
主
体
部
に

お
い
て
は
、
石
材
・
型
式
に
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
傾
向
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
多
量
に
腕
輪
形
石
製
品
が
出
土
し
た
奈
良
県
新
山
、
巣
山
古

墳
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
量
埋
納
は
腕
輪
形
石
製

品
を
副
葬
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
比
較
的
新
し
い
段
階
の
副
葬
状
況
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
量
埋
納
は
そ
れ
ま
で
伝
世
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
古
相
の
腕

輪
形
石
製
品
も
埋
納
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
新
古
の
腕
輪
形
石
製
品
や
新
相

の
そ
の
他
石
製
品
が
混
在
し
、
石
材
に
つ
い
て
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
結
果
と

な
っ
て
、
今
日
出
土
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
本
論
か
ら
離
れ
た
が
、
図
１
の
鍬

形
石
の
石
材
が
他
の
車
輪
石
な
ど
の
石
材
と
異
な
る
こ
と
が
必
ず
し
も
出
土
地
を
否

定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
図
１
の
鍬
形
石
が
島
の
山
古
墳
出
土
で
あ
る
こ
と
を
補
強
す
る
た
め
に
、

江
戸
年
間
に
島
の
山
古
墳
か
ら
腕
輪
形
石
製
品
が
出
土
し
て
い
る
資
料
を
示
し
て
お

く
。

そ
の
史
料
は
現
在
愛
知
県
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
が
所
蔵
す
る
『
諸
国
産
出

記
』
と
『
石
亭
翁
所
蔵
石
製
品
産
志
』
で
あ
る
。
両
史
料
と
も
旧
国
別
に
出
土
す
る

石
の
名
称
と
出
土
地
点
を
記
述
し
た
図
書
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
今
日
で
言
う
考
古
品

だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
自
然
石
（
鉱
物
）
が
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
大
和

国
の
項
目
に
以
下
の
文
章
が
見
ら
れ
る
。

「
車
輪
石
右
両
種
有
之
処
稀
ニ
ア
リ
大
小
形
状
光
彩
不
一
又
葛
城
山
ノ
麓
辨
天

一
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本
項
で
は
鍬
形
石
の
旧
所
蔵
者
で
あ
る
木
村
兼
葭
堂
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

兼
葭
堂
に
つ
い
て
は
高
梨
光
司
氏
の
言
葉
を
借
用
す
る
と
「
徳
川
時
代
の
大
阪
が
産

、

出
し
た
最
も
教
養
豊
か
な
一
大
文
化
人
」
と
の
一
語
に
尽
き
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
る
兼
葭
堂
の
人
物
に
つ
い
て
そ
の
す
べ
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

⑳

が
、
諸
先
学
の
研
究
成
果
を
援
用
し
な
が
ら
記
述
し
て
い
く
。

木
村
兼
葭
堂
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
大
阪
に
生
ま
れ
、
名
は
孔
恭
、
字
を

巽
斎
と
い
い
、
兼
葭
堂
の
堂
号
は
庭
の
井
戸
か
ら
出
た
芦
の
根
に
ち
な
む
と
い
う
。

享
保
二
年
（
一
八
○
三
に
六
七
歳
の
寿
命
を
全
う
す
る
。
家
業
は
酒
造
業
で
あ
り
、

通
称
坪
井
屋
吉
右
衛
門
と
い
う
。
彼
は
こ
の
酒
造
業
を
営
む
傍
ら
、
本
草
・
物
産
学
、

絵
画
、
漢
籍
詩
文
を
修
得
し
、
当
時
最
新
の
学
問
で
あ
っ
た
蘭
学
に
つ
い
て
も
か
な

⑳

り
の
知
識
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

彼
の
人
物
像
は
二
代
目
賀
川
秀
哲
の
編
修
し
た
『
南
陽
叢
書
』
巻
二
（
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
兼
葭
堂
自
伝
記
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

⑳

フ
（
》
◎

自
伝
及
び
諸
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
六
歳
の
時
津
島
桂
庵
に
師
事
し
、
津
島

の
死
後
、
小
野
蘭
山
の
も
と
で
博
物
学
を
学
ぶ
。
小
野
を
師
と
し
た
こ
と
か
ら
石
亭

山
坂
口
村
又
虎
隠
村
等
ニ
テ
得
之
」
（
横
線
部
筆
者
）

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
虎
隠
村
か
ら
、
す
な
わ
ち
島
の
山
古
墳
か
ら
鍬
形
石
の
み
で
は

な
く
車
輪
石
が
出
土
す
る
こ
と
も
江
戸
時
代
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
言
え

し
‐
手
、
旬
ノ
○五

、
旧
所
蔵
者
木
村
蒙
葭
堂
に
つ
い
て

と
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
歴
の
中
で
、
今
回
扱
っ
て
い

る
鍬
形
石
が
出
土
し
た
前
後
の
時
期
に
つ
い
て
、
年
譜
を
参
照
し
な
が
ら
兼
葭
堂
の

状
況
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

鍬
形
石
が
出
土
し
た
年
月
日
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）

八
月
で
あ
り
、
兼
葭
堂
三
七
歳
で
あ
る
。
こ
の
前
後
の
状
況
は
明
和
五
年
（
一
七
六

八
）
に
長
女
ス
エ
が
誕
生
し
、
続
い
て
明
和
八
年
に
次
女
ヤ
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
。

長
女
ヤ
ス
は
安
永
三
年
に
病
死
す
る
が
、
二
一
歳
で
結
婚
し
た
も
の
の
、
長
く
子
に

恵
ま
れ
ず
、
妻
妾
同
居
と
い
う
当
時
に
お
い
て
も
変
則
的
な
家
庭
生
活
の
中
で
、
待

望
の
子
供
の
誕
生
を
迎
え
た
時
期
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
物
産
学
の
面
か
ら
は
安
永

二
年
に
石
亭
の
『
雲
根
志
』
前
編
が
刊
行
さ
れ
、
石
を
蒐
集
し
研
究
す
る
と
い
う
弄

石
社
の
活
動
が
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
安
永
四
年
石
亭
が
木
村

邸
を
訪
問
し
た
と
き
兼
葭
堂
は
四
○
歳
で
あ
り
、
こ
の
年
大
阪
で
物
産
会
が
開
催
さ

れ
て
い
る
。
兼
葭
堂
が
こ
の
物
産
会
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
事
は

容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
兼
葭
堂
は
家
庭
的
な
面
で
も
、

物
産
学
の
面
で
も
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
時
期
と
い
え
よ
う
。

石
亭
が
兼
葭
堂
の
所
蔵
し
た
鍬
形
石
を
評
し
て
「
奇
な
り
。
美
な
り
。
愛
す
る
に

堪
え
た
り
。
」
と
垂
誕
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
す
文
章
を
残
し
て
い
る
が
、
兼

葭
堂
に
と
っ
て
も
自
慢
の
品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
鍬
形
石
を
ど
の

よ
う
に
入
手
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
の
広
い
交
友
関
係
の
中
で
情
報
が
も
た

ら
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
で
き
、
お
そ
ら
く
購
入
と
い
う
手
段
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

兼
葭
堂
の
興
味
は
石
の
み
で
は
な
く
広
く
万
物
に
わ
た
っ
て
お
り
、
自
伝
に
お
い

て
自
ら
の
収
集
品
を
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
書
画
の
類
か
ら
、
動
植
物
、
魚
貝

類
ま
で
も
が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
古
器
物
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
用
途
を
す
べ
て
「
考
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索
ノ
用
ト
ス
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
彼
自
身
の
研
究
態
度
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。

兼
葭
堂
に
つ
い
て
も
う
一
点
触
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
と
し
て
、
彼
が
私
設
博
物
館

の
創
立
者
で
あ
り
、
そ
の
館
長
あ
る
い
は
学
芸
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
木
村
邸
が
広
く
門
戸
を
開
い
た
私
設
博
物
館
的
な
性
格
を
有
し
て
い

た
こ
と
は
、
彼
の
交
友
関
係
が
上
は
大
名
ク
ラ
ス
の
武
士
階
級
か
ら
、
庶
民
一
般
に

ま
で
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
指
摘
さ
れ
る
。
彼
の
蒐
集
品
が
今
日
で
い
う
考
古

学
分
野
か
ら
自
然
科
学
分
野
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
総
合
博
物
館
と
い

っ
て
よ
い
機
能
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

兼
葭
堂
は
大
阪
と
い
う
当
時
最
大
の
商
都
と
い
う
立
地
を
背
景
と
し
て
、
多
く
の

情
報
・
文
物
に
接
し
て
い
た
。
同
時
に
こ
の
交
通
の
利
便
性
が
彼
の
存
在
を
日
本
国

内
の
み
な
ら
ず
海
外
に
も
知
ら
し
め
た
要
因
で
も
あ
ろ
う
。

木
村
邸
に
は
様
々
な
分
野
に
興
味
を
持
つ
、
い
ろ
い
ろ
な
階
級
の
人
々
が
出
入
り

し
、
蒐
集
さ
れ
た
文
物
を
前
に
口
角
泡
を
飛
ば
す
議
論
を
楽
し
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
石
亭
が
鍬
形
石
を
実
見
し
た
こ
と
も
こ
の
よ
う
な
中
の
一
コ
マ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
活
動
を
も
っ
て
兼
葭
堂
を
博
物
館
活
動
の
創
始
者
と
し
て
位
置
付
け

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
活
動
も
彼
の
存
命
中
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
、
近
代
的
な
意
味
で
の
博
物
館
へ
続
か
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
江
戸
時
代
中
期
と
い
う
時
代
的
な
制
約
が
あ
る
の
だ
が
、
彼
の
死
後
蒐
集

品
は
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
兼
葭
堂
博
物
館
の
限
界

を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
兼
葭
堂
の
死
後
、
幕
府
が
彼
の
蒐
集
し
た
図
書
を
差
し
出

す
よ
う
に
命
じ
、
そ
の
対
価
と
し
て
五
○
○
両
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
文
物
に
つ
い
て
は
記
録
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
お
そ
ら
く
散
逸
し
、
今
回
扱
っ

た
鍬
形
石
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

兼
葭
堂
が
蒐
集
し
た
資
料
の
中
の
貝
石
標
本
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
所
蔵
先

⑳

を
転
々
と
し
た
後
、
近
年
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
貝
石
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
当
時
の
標
本
箱
に
収
め
ら
れ
た
状
態
で
保
存
さ
れ
て
お
り
、
木
村
邸

に
お
け
る
保
管
状
況
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
状
況
を
保

っ
た
姿
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
兼
葭
堂
が
蒐
集
し
た
文
物
の

中
で
も
希
有
な
例
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
重
要
視
さ
れ
る
。

江
戸
時
代
中
期
に
木
内
石
亭
、
木
村
兼
葭
堂
ら
町
人
学
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
よ

っ
て
芽
生
え
始
め
た
か
に
見
え
た
博
物
館
活
動
の
萌
芽
も
、
多
く
の
人
々
に
開
放
的

で
あ
り
、
自
然
発
生
的
な
私
設
博
物
館
で
あ
っ
た
が
た
め
に
根
付
く
こ
と
は
な
か
っ

た
。
我
国
に
お
い
て
今
日
で
い
う
博
物
館
学
と
し
て
の
学
問
導
入
は
、
明
治
維
新
以

後
の
欧
米
か
ら
の
知
識
導
入
に
よ
っ
て
、
官
主
導
の
も
と
組
織
的
に
開
始
さ
れ
る
こ

と
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
兼
葭
堂
、
石
亭
ら
の
活
動
が
博
物
館

活
動
の
母
体
と
し
て
あ
り
、
こ
の
礎
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
欧
米
か
ら
の
知
識
導
入

が
短
期
間
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
図
１
に
示
し
た
鍬
形
石
が
安
永
元
年
に
今
日
の
奈
良
県
島
の
山
古
墳

か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
当
時
大
阪
に
居
住
し
た
木
村
兼
葭
堂
の
手

元
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

最
後
に
ま
と
め
と
し
て
関
西
大
学
博
物
館
の
考
古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
に
つ

い
て
、
博
物
館
機
能
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
調
査
・
研
究
機
能
の
観
点
か
ら
ま
と

六
、
ま
と
め
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め
て
お
き
た
い
。

関
西
大
学
の
考
古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
神
田
孝
平
、
本
山

彦
一
に
よ
っ
て
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
蒐
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
、
出
土
地
、
来
歴
な
ど
が
不
明
な
も
の
が
多
く
含
ま
れ
、

そ
の
点
で
は
一
級
資
料
で
な
い
と
さ
れ
る
点
が
あ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
今
回
そ
の
中
の
鍬
形
石
一
点
で
は
あ
る
が
、
出
土
地
、
来
歴
を
明
ら
か
に

し
た
点
に
本
稿
の
意
義
を
求
め
た
い
。

出
土
後
二
○
○
年
以
上
の
年
月
が
過
ぎ
た
今
日
、
博
物
館
活
動
の
潜
在
的
創
始
者

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
木
内
石
亭
、
木
村
義
葭
堂
ら
が
手
に
し
た
で
あ
ろ
う
鍬
形

石
を
偶
然
で
は
あ
る
が
関
西
大
学
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
、
博
物
館
活
動
の
学
史

を
振
り
返
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

今
回
は
鍬
形
石
一
点
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
突
起
部
が
左
側
に
取
り
付
く
と
い
う

特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
の
史
料
に
描
か
れ
た
神
代
石
と
同
定

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
そ
ら
く
現
在
関
西
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
他
の
石
器
も

江
戸
時
代
弄
石
家
の
手
元
に
あ
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
は
『
雲
根
志
』
、
『
神
代
石
之
図
』
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
図
と
の
精
綴
な
同
定
作
業
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
作
業
は
困
難
で
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
来
歴
が
明
確
で
な
い
資
料
を
一
級
資

料
へ
と
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
○
○
年
前
大
阪
に
居
住
し
、
文
化
人
と
し
て
の
名
声
の
高
か
っ
た
木
村
兼
葭
堂

の
所
蔵
品
が
、
今
日
大
阪
の
地
に
あ
る
関
西
大
学
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
事
実
を
、
そ

こ
で
学
ん
だ
一
人
と
し
て
幸
運
に
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
筆
者
は
本
誌
創
刊
号
で
「
腕
輪
形
石
製
品
の
名
称
と
そ
の
用
途
ｌ
博
物
館

註①
徳
田
誠
志
「
資
料
紹
介
鍬
形
石
」
『
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
室
紀
要
』
第
２
号

一
九
八
五
年

②
木
下
尚
子
「
鍬
形
石
の
誕
生
」
『
日
本
と
世
界
の
考
古
学
ｌ
現
代
考
古
学
の
展
開
ｌ
』

岩
崎
卓
也
先
生
退
官
記
念
論
集
一
九
九
四
年

③
徳
田
誠
志
他
「
書
陵
部
所
蔵
石
製
品
Ｉ
」
『
書
陵
部
紀
要
』
四
二
号
一
九
九
一
年

④
徳
田
誠
志
「
腕
輪
形
石
製
品
の
に
せ
も
の
Ｉ
そ
の
存
在
と
博
物
館
に
お
け
る
保
管
・
収

集
業
務
に
つ
い
て
ｌ
」
『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
二
号
一
九
九
六
年

⑤
関
西
大
学
工
業
技
術
研
究
所
『
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
室
所
蔵
石
器
資
料
の
石
質

の
展
示
に
あ
た
っ
て
ｌ
」
と
題
し
、
続
く
二
号
で
「
腕
輪
形
石
製
品
の
に
せ
も
の
ｌ

そ
の
存
在
と
博
物
館
に
お
け
る
保
管
・
収
集
業
務
に
つ
い
て
ｌ
」
を
執
筆
し
た
。
前

者
は
博
物
館
活
動
の
展
示
・
普
及
活
動
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
副

題
に
も
あ
る
よ
う
に
保
管
・
収
集
業
務
を
扱
っ
た
。
そ
し
て
今
回
博
物
館
活
動
（
機

能
）
の
三
つ
目
と
し
て
、
調
査
・
研
究
活
動
に
主
眼
を
置
く
も
の
と
し
て
論
述
し
て

き
た
。古

墳
時
代
前
期
の
社
会
を
腕
輪
形
石
製
品
に
よ
っ
て
考
察
し
て
い
く
た
め
、
そ
の

資
料
収
集
を
通
じ
て
博
物
館
を
利
用
し
て
い
く
中
で
、
腕
輪
形
石
製
品
を
題
材
と
し

て
博
物
館
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
創
刊
号
で
も
述
べ
た
よ
う
に
筆
者
は
日
々
博

物
館
に
身
を
置
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
学
芸
員
と
し
て
の
業
務
に
精
通
し
て

お
ら
ず
、
そ
の
た
め
観
念
的
な
考
察
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
。

ま
た
、
江
戸
時
代
史
料
の
扱
い
に
は
不
十
分
な
点
も
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
は
今
後
へ
の
課
題
と
銘
じ
、
多
数
の
ご
叱
正
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
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調
査
』
一
九
九
○
年

⑥
斎
藤
忠
『
木
内
石
亭
』
人
物
叢
書
一
九
六
二
年

⑦
中
川
泉
三
「
雲
根
志
の
著
者
木
内
石
亭
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
一
五
巻
二
号
一
九

二
四
年

中
川
泉
三
編
『
石
の
長
者
木
内
石
亭
全
集
』
下
郷
共
済
会
一
九
三
六
年

中
谷
治
字
二
郎
「
石
を
愛
す
る
心
木
内
石
亭
と
弄
石
社
中
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
二
六

巻
四
号
一
九
三
六
年

長
谷
部
言
人
「
木
内
石
亭
と
鈴
木
甘
井
」
『
民
族
文
化
』
一
九
四
○
年

土
井
道
弘
「
石
之
長
者
木
内
石
亭
」
『
考
古
学
の
先
覚
者
た
ち
』
一
九
八
五
年

宇
野
茂
樹
「
木
内
石
亭
」
『
國
學
院
大
學
博
物
館
学
紀
要
』
第
三
輯
一
九
八
七
年

栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
『
石
の
長
者
・
木
内
石
亭
』
企
画
展
図
録
一
九
九
五
年

⑧
斎
藤
忠
編
著
、
『
日
本
考
古
学
史
資
料
集
成
』
１
江
戸
時
代
一
九
七
九
年

⑨
徳
田
誠
志
「
腕
輪
形
石
製
品
の
名
称
と
そ
の
用
途
ｌ
博
物
館
の
展
示
に
あ
た
っ
て
ｌ
」

『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
創
刊
号
一
九
九
五
年

⑩
長
谷
部
言
人
「
神
代
石
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
○
巻
一
○
号
一
九
四
○
年

⑪
史
料
の
実
見
に
あ
た
っ
て
は
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
赤
澤
威
教
授
に
ご
高
配
賜

っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

⑫
史
料
の
実
見
に
あ
た
っ
て
は
高
山
市
郷
土
館
学
芸
員
田
中
彰
氏
に
ご
高
配
賜
っ
た
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

⑬
弔
国
．
蜀
宛
．
く
○
ｚ
望
同
国
○
田
口
『
ｚ
弓
も
Ｏ
ｚ
醇
詞
○
国
弓
国
ご
詞
国
閃
の
○
国
両
国
，

国
ご
ｚ
ｏ
ぐ
○
ｚ
］
シ
弔
少
ｚ
』
己
雪
国
胃
団
国
○
く
固
罰
ド
ン
⑦
○
の
ｚ
諺
国
罰
己
。
【
巴
宅

⑭
斎
藤
忠
「
勾
玉
に
関
す
る
記
述
」
『
シ
ー
ボ
ル
ト
「
日
本
」
の
研
究
と
解
説
』
一
九

七
七
年

⑮
神
田
孝
平
『
ｚ
三
＄
目
シ
ロ
ｇ
①
弓
聾
目
の
目
冒
亘
の
日
ｇ
誘
○
倖
呉
冨
冨
層
日
本
題

『
日
本
大
古
石
器
考
』
一
八
八
四
年

⑯
清
野
謙
次
『
日
本
考
古
學
・
人
類
學
史
』
一
九
五
四
年

⑰
末
永
稚
雄
『
本
山
考
古
室
要
録
』
一
九
三
五
年

⑱
木
下
亘
他
「
磯
城
郡
島
の
山
古
墳
発
掘
調
査
概
報
」
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
一

九
九
四
年
度
』
一
九
九
五
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

⑲
資
料
の
実
見
に
あ
た
っ
て
は
天
理
参
考
館
学
芸
員
藤
原
郁
代
氏
に
ご
高
配
賜
っ
た
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

⑳
泉
森
皎
他
『
奈
良
県
磯
城
郡
川
西
町
島
の
山
古
墳
』
一
九
九
二
年
川
西
町
教
育

委
員
会

⑳
発
掘
現
地
の
見
学
に
あ
た
っ
て
は
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
河
上
邦
彦
氏
、

西
藤
清
秀
氏
に
ご
高
配
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

⑳
高
梨
光
司
『
兼
葭
堂
小
伝
』
高
島
屋
兼
葭
堂
会
一
九
二
五
年

⑳
南
木
芳
太
郎
編
「
兼
葭
堂
号
」
『
上
方
』
一
四
六
号
一
九
四
三
年

大
阪
史
談
会
「
木
村
兼
葭
堂
百
五
十
年
忌
展
観
目
録
」
『
大
阪
史
談
』
復
刊
第
二
号

一
九
五
七
年

水
田
紀
久
『
兼
葭
堂
日
記
』
翻
刻
編
兼
葭
堂
日
記
刊
行
会
一
九
七
二
年

田
村
利
久
「
木
村
兼
葭
堂
の
古
代
学
」
『
考
古
学
の
先
覚
者
た
ち
』
一
九
八
五
年

有
坂
道
子
「
木
村
兼
葭
堂
の
交
遊
ｌ
大
阪
・
京
都
の
友
人
た
ち
ｌ
」
『
大
阪
の
歴
史
』

四
六
大
阪
市
史
編
纂
所
一
九
九
五
年

⑳
有
坂
道
子
「
市
井
の
蘭
学
ｌ
木
村
兼
葭
堂
に
み
る
ｌ
」
『
日
本
史
研
究
』
四
○
五

一
九
九
六
年

有
坂
道
子
「
西
欧
文
物
の
受
容
と
大
阪
の
知
識
人
ｌ
履
軒
・
永
錫
・
兼
葭
堂
を
め
ぐ
っ

て
ｌ
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
五
一
号
一
九
九
六
年

⑳
水
田
紀
久
「
本
自
同
根
生
」
『
國
文
学
』
第
五
四
号
関
西
大
学
国
文
学
会
一
九
七

七
年

⑳
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
「
木
村
兼
葭
堂
の
貝
石
標
本
江
戸
中
期
の
博
物
コ
レ
ク

一
一
一
ハ
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シ
ョ
ン
」
『
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
収
蔵
資
料
目
録
』
第
一
四
集
一
九
八
二
年

｜
）

’

１
１
１
１
Ｉ
ｌ
１
１
Ｉ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
」

一

一

七




