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一
、
は
じ
め
に

　

関
西
大
学
博
物
館
は
平
成
六
年
に
開
館
し
、
学
生
の
教
育
・
研
究
の
場
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
大
学
と
い
う
枠
を
取
り
払
い
、
社
会
連
携
を
実

践
す
る
場
と
し
て
、
大
学
と
地
域
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

　

こ
の
関
西
大
学
博
物
館
は
館
と
し
て
の
歴
史
は
ま
だ
十
数
年
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ

の
前
身
は
「
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
室
」
で
あ
り
、
末
永
雅
雄
先
生
が
昭
和
二
七

年
に
着
任
さ
れ
て
ま
も
な
く
、
本
山
彦
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
嚆

矢
と
す
る
。
よ
っ
て
、
六
〇
年
近
い
歴
史
を
重
ね
て
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
筆

者
は
在
学
中
よ
り
折
に
触
れ
、
所
蔵
資
料
を
観
察
し
、
学
ぶ
機
会
を
得
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
資
料
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
の
弄
石
家
の
手
元
に

あ
っ
た
石
製
品
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
活
動
は
、

近
代
博
物
館
の
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
弄
石

家
が
石
器
の
収
集
に
熱
を
上
げ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
当
時
に
作
ら
れ
た
石
器
の
「
贋

作
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
贋
作
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
資
料
と
し

て
は
明
確
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
贋
作
が
製
作
さ
れ
た
背

景
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
博
物
館
に
所
蔵
す
べ
き
資
料
と
な
り
う
る
と
い
う
結
論

を
提
示
し
た
。

　

さ
て
、
小
稿
で
は
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
資
料
の
中
に
、
明
治
六
年
に
開
催
さ
れ

た
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
石
棒
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
明

治
一
ケ
タ
と
い
う
時
代
は
、
ま
だ
「
考
古
学
」
と
い
う
言
葉
す
ら
存
在
せ
ず
、
も
ち

ろ
ん
「
博
物
館
」
と
は
な
ん
た
る
か
も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の

中
で
開
催
さ
れ
た
「
博
覧
会
」
と
い
う
事
業
を
振
り
返
り
、
そ
の
開
催
意
義
を
考
え

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
「
モ
ノ
」
を
出
品

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
一
四
〇
年
ほ
ど
前
の
博
物
館
活
動
か
ら
、
今
日
、
博

物
館
が
「
冬
の
時
代
」
と
い
わ
れ
る
状
況
を
打
開
し
て
い
く
際
の
糸
口
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
思
い
を
込
め
て
記
述
を
進
め
て
い
き
た
い
。

二
、
明
治
初
期
に
お
け
る
博
物
館
政
策
に
つ
い
て

　

今
回
取
り
上
げ
る
「
博
覧
会
」
は
、
明
治
六
年
に
博
覧
会
事
務
局
（
山
下
門
内
博

物
館
）
が
主
催
し
、
四
月
一
五
日
か
ら
七
月
三
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
展
示
会
で
あ

る
。
本
節
で
は
こ
の
博
覧
会
の
趣
旨
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
明
治
政
府

に
よ
る
行
政
的
な
動
き
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
明
治
前
半
代
に
お
け

る
博
物
館
政
策
は
め
ま
ぐ
る
し
く
所
管
官
庁
が
入
れ
替
わ
り
、
非
常
に
複
雑
な
動
き

を
見
せ
る
。
こ
の
混
沌
と
し
た
状
況
こ
そ
が
ま
さ
に
「
博
物
館
」
誕
生
の
前
史
で
あ



一
八

る
が
、
博
物
館
成
立
史
に
つ
い
て
は
椎
名
仙
卓
氏
や
関
秀
夫
氏
ら
に
よ
っ
て
蓄
積
さ

れ
た
研
究
成
果
が
あ
る①
。
よ
っ
て
両
氏
の
業
績
に
導
か
れ
な
が
ら
記
述
を
進
め
て
い

く
が
、
大
き
く
は
人
文
系
と
自
然
系
の
博
物
館
活
動
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
る
事
項
が
、
日
本
が
は
じ
め
て
国
と
し
て
参
加
す
る
こ

と
と
な
っ
た
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
は
、
新

生
日
本
が
国
際
舞
台
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
と
し
て
何
と
し
て
も
成
功
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
多
く
の
人
物
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
小
稿
で
は
、
博
物
館
行
政
を
担
当
し
た
人
物
の
主
な
活
躍
分
野
に
よ
っ
て

「
人
文
系
」・「
自
然
系
」
そ
し
て
「
万
博
系
」
と
い
う
区
分
を
用
い
て
記
述
を
進
め
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
「
人
文
系
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
が
作
り
出
し
て
き
た
「
モ
ノ
」
を
保

存
・
収
集
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
博
物
館
活
動
の
主
業
務
に
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
人
々
と
規
定
す
る
。
こ
の
動
き
は
ま
ず
、
明
治
四
年
五
月
に
太
政
官
か
ら
「
古
器

旧
物
保
存
方
」
の
布
告
と
い
う
形
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
後
の
文
部
省
と
い

う
組
織
に
な
る
「
大
学
」
が
、
そ
の
前
月
に
太
政
官
に
向
け
て
「
集
古
館
」
の
設
置

を
献
言
し
た
こ
と
を
受
け
た
措
置
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
じ
五
月

に
は
招
魂
社
境
内
で
、
新
政
府
が
主
催
す
る
は
じ
め
て
の
「
物
産
会
」
が
開
催
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
人
文
系
の
博
物
館
政
策
を
推
し
進
め
た
人
物
と
し
て
は
、
町
田
久
成
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
旧
薩
摩
藩
士
で
あ
る
が
、
新
政
府
へ
は
外
務
省
へ
出
仕
し

た
の
ち
、
文
部
省
へ
異
動
し
博
物
館
行
政
に
従
事
す
る
。
そ
し
て
明
治
一
五
年
に
は
、

上
野
に
誕
生
し
た
「
博
物
館
」
の
初
代
館
長
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
彼
は
開
館
後
ま
も
な
く
館
長
を
辞
し
、
出
家
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
は
表
舞
台

か
ら
は
遠
ざ
か
り
、
明
治
三
〇
年
九
月
に
逝
去
す
る
。
そ
の
墓
は
、
彼
が
出
家
し
た

琵
琶
湖
畔
に
あ
る
法
名
院
の
裏
山
に
ひ
っ
そ
り
と
営
ま
れ
て
い
る
（
写
真
1
）。

　

も
う
一
人
「
人
文
系
」
の
代
表
人
物
と
し
て
は
、
蜷
川
式
胤
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

彼
の
最
も
著
名
な
活
動
は
明
治
五
年
に
政
府
と
し
て
は
じ
め
て
実
施
し
た
宝
物
調
査

を
担
当
し
た
こ
と
で
あ
り
、い
わ
ゆ
る「
壬
申
検
査
」を
牽
引
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ

の
調
査
は
先
述
し
た
「
集
古
館
」
建
設
の
献
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
当
時
「
厭
旧
尚

新
」
の
風
潮
が
強
ま
り
、
古
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
古
器
旧
物
が
隠
滅
し
て
い
る
現
状

を
憂
い
、
保
護
す
る
政
策
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧

来
の
価
値
観
を
否
定
し
過
ぎ
た
結
果
、
一
般
に
「
廃
仏
毀
釈
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

寺
院
の
什
宝
が
失
わ
れ
る
と
い
う
事
態
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
博
物
館
の
収
蔵
品
を
確
保
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
。

　

こ
の
「
人
文
系
」
の
活
動
は
、
確
か
に
江
戸
幕
府
の
瓦
解
に
伴
う
価
値
観
の
転
換

に
よ
っ
て
多
く
の
器
物
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
す
る
が
、
古
器
旧
物
の
保

護
と
い
う
事
業
の
萌
芽
は
江
戸
時
代
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
松
平

定
信
に
よ
る
『
集
古
十
種
』
の
編
纂
事
業
を
そ
の
代
表
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
定
信
が
老
中
を
退
任
し
た
の
ち
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇

〇
）
に
全
八
五
冊
で
刊
行
さ
れ
た
。「
十
種
」
と
あ
る
よ
う
に
「
碑
銘
部
」「
鐘
銘
部
」

「
兵
器
部
」「
銅
器
部
」「
楽
器
部
」「
文
房
部
」「
印
章
部
」「
扁
額
部
」「
肖
像
部
」「
古

書
画
部
」
に
わ
け
て
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
保
存
す
べ
き
古
器
物
が
描
か
れ
て
い
る②
。

こ
の
区
分
は
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
の
別
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
、
保
存
す
べ
き
三
一

部
門
と
の
類
似
性
が
、よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る③
。
こ
の
『
集
古
十
種
』

は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
集
古
図
の
手
本
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
刊
行
か
ら
約
半



一
九

世
紀
後
に
は
水
野
忠
央
に
よ
っ
て
『
丹
鶴
外
書
』
の
一
冊
と
し
て
『
ち
と
せ
の
た
め

し
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
譜
に
描
か
れ
て
い
る
古
器
物
の
区
分
も
基
本
的

に
は
『
集
古
十
種
』
の
分
類
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
明
治
維
新
に
よ
る
「
厭
旧
尚
新
」
の
風
潮
が
、
新
政
府
を
し
て
古

器
物
の
保
護
に
取
り
組
む
一
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
何
を
保
護
し
て
い
く
か
と

い
う
大
枠
は
江
戸
時
代
に
す
で
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
町
田
と
い
い
蜷
川
に
し
ろ
人
文
系
の
博
物
館
活
動
は
、
明
治
新
政
府

に
よ
る
業
務
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
も
の
の
、
根
底
に
は
彼
ら
の
性
質
に
好

古
的
嗜
好
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
上
で
彼
ら
は
古
器
物
が
、
制
度
や
風

俗
の
沿
革
を
考
証
す
る
た
め
に
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
べ
く
活
動

す
る
。
す
な
わ
ち
「
古
器
旧
物
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
言
葉

の
中
に
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
使
用
す
る
「
文
化
財
」
と
し
て
の
価
値
を
見
い
だ
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

続
い
て
「
自
然
系
」
の
博
物
館
活
動
を
実
践
し
た
人
物
と
し
て
は
、
田
中
芳
男
が

筆
頭
に
名
前
が
あ
が
る
。
彼
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
現
在
の
長
野
県
飯
田
市

に
生
ま
れ
、
一
七
歳
の
時
に
名
古
屋
へ
出
向
き
伊
藤
圭
介
の
門
下
に
お
い
て
本
草
学

と
医
学
を
学
ん
で
い
る
。
伊
藤
は
尾
張
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
嘗
百
社
の
中
心
メ

ン
バ
ー
で
あ
り
、
の
ち
に
幕
府
の
学
問
所
で
あ
る
蕃
書
調
所
に
出
役
し
た
。
さ
ら
に

こ
の
組
織
が
明
治
政
府
に
接
収
さ
れ
る
形
で
大
学
南
校
物
産
局
へ
引
き
継
が
れ
て
い

く
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
文
部
省
と
名
前
を
変
え
て
か
ら
も
、
彼
は
そ
の
ま
ま
勤
務

を
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
先
述
し
た
招
魂
社
境
内
で
開
催
し
た
物
産
会
の
企
画
と
展

示
運
営
は
伊
藤
を
主
担
者
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
田
中
芳
男
は

伊
藤
の
一
番
弟
子
と
し
て
、
師
の
事
業
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
彼
ら
の
本

質
は
、
あ
く
ま
で
も
江
戸
時
代
の
「
本
草
学
」・「
物
産
学
」
を
基
本
と
し
て
、
博
物

館
及
び
博
覧
会
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
「
物
産
学
」
を
簡
潔
に
記
述
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
の
代
表
的

な
活
動
と
し
て
は
、
平
賀
源
内
を
主
催
者
と
し
て
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
江

戸
湯
島
天
神
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
東
都
薬
品
会
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
薬
品
と
し

て
有
用
な
植
物
を
全
国
各
地
か
ら
集
め
、
薬
用
植
物
標
本
を
一
堂
に
会
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
成
果
は
平
賀
に
よ
っ
て
『
物
類
品
隲
』
と
い
う
書
物
に
ま
と
め
ら
れ

た④
。

江
戸
時
代
の
「
物
産
学
」
に
は
、植
物
を
中
心
と
す
る
「
本
草
学
」
は
も
と
よ
り
、鉱

物
を
含
む
石
の
収
集
を
目
的
と
し
た
グ
ル
ー
プ
も
出
現
し
、
そ
の
代
表
的
人
物
が
木

写真 1　町田久成墓（滋賀県法明院）



二
〇

内
石
亭
で
あ
る⑤
。

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
物
産
会
は
、
植
物
・
鉱
物
等
を
収
集
し
、
さ
ら
に
は
分

類
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
名
称
を
統
一
し
、
そ
の
有
用
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
活
動

の
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
会
期
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
人
々
に
展
覧
す

る
こ
と
も
大
き
な
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
物
産
会
」

は
、
博
物
館
機
能
と
し
て
の
「
普
及
」・「
収
集
」・「
研
究
」
と
い
う
活
動
と
一
致
す

る
部
分
が
あ
り
、
伊
藤
や
田
中
が
新
政
府
に
お
い
て
博
物
館
政
策
に
従
事
し
た
こ
と

も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
博
物
館
と
決
定
的
に
異
な
る
点
は
、

主
催
者
が
個
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
決
ま
っ
た
展
示
場
を
持
つ
こ
と
も
な
く
、
展
示
品

も
個
人
の
収
集
品
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
展
示
さ
れ
た

物
品
の
売
買
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
収
集
資
料
の
永
続
的
な
保
存
は
意
図
し

て
い
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
本
草
学
の
流
れ
を
汲
ん
だ
二
人
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た

自
然
系
の
博
物
館
活
動
と
、
町
田
・
蜷
川
等
に
よ
る
人
文
系
の
博
物
館
活
動
と
は
相

容
れ
る
部
分
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
町
田
の
あ
と
を
継
い
で
田
中
は
上

野
に
で
き
た
「
博
物
館
」
の
館
長
と
な
る
が
、
半
年
ほ
ど
で
退
官
し
て
い
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
初
期
の
博
物
館
政
策
は
人
文
系
の
背
景
を
持
つ
人
物

と
、
自
然
系
の
流
れ
を
汲
む
人
物
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

こ
へ
大
き
な
課
題
と
し
て
持
ち
上
が
っ
て
き
た
出
来
事
が
、
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会

へ
の
日
本
国
と
し
て
の
参
加
と
い
う
事
業
で
あ
る
。
こ
の
万
国
博
覧
会
に
参
加
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、わ
が
国
の
「
博
物
館
」
は
次
の
段
階
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
、こ

の
博
覧
会
に
関
与
し
た
人
物
を
「
万
博
系
」
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝

フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
の
冶
世
二
五
周
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、会
期
は
約
半
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
博
覧
会
へ
の
参
加
要
請
を
受
け
た
政
府
は
、早

速
政
府
内
に
博
覧
会
事
務
局
を
設
置
し
、
参
加
の
準
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
博
覧
会
へ
の
参
加
は
新
生
日
本
の
世
界
に
向
け
た
デ
ビ
ュ
ー
で
あ
り
、
さ
ら
に

は
殖
産
興
業
の
起
爆
剤
と
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
博
覧
会
に
お
い
て
日
本
国

内
の
物
産
や
工
芸
品
の
優
れ
た
技
術
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陶
器
・
漆
器
・

織
物
な
ど
の
輸
出
が
増
加
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
出
品
物

は
工
芸
品
だ
け
で
な
く
、
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
物
品
も
選
定

さ
れ
た⑥
。

　

こ
の
博
覧
会
事
務
局
は
参
議
の
大
隈
重
信
を
総
裁
と
し
、
さ
ら
に
は
工
部
大
丞
の

佐
野
常
民
が
副
総
裁
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
務
作
業
は
、
町
田
久
成
と

田
中
芳
男
が
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
。
彼
ら
は
先
述
し
た
よ
う
に
政
府
内
で
博
物
館

政
策
を
担
当
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
且
つ
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
開
催
さ
れ

た
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
博
覧
会
事
務
局
に
加

え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
組
織
が
で
き
、
従
事
す
る
顔
ぶ
れ
が
揃
う
と
と
も
に
、
出
品
物
の
選
定

作
業
に
入
る
。
そ
の
選
定
作
業
に
は
、
ド
イ
ツ
出
身
の
お
雇
い
外
国
人
教
師
で
あ
っ

た
ゴ
ッ
ド
フ
リ
ー
ド
・
ワ
グ
ネ
ル
が
佐
野
の
要
請
を
受
け
て
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
は
、
江
戸
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医
と
し
て
来
日
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｆ
・

シ
ー
ボ
ル
ト
の
息
子
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
と
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
兄
弟
も
加
わ
っ

て
い
る
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
彼
の
考
古
学
的
な
功
績
を
ま
と
め
た

こ
と
が
あ
る
が⑦
、
蜷
川
等
の
好
古
家
と
も
親
し
く
交
際
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

お
り
、
外
国
人
の
目
か
ら
見
て
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
品
す
べ
き
も
の
の
選
定
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を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
選
定
作
業
を
経
て
、
博
覧
会
事
務
局
へ
は
各
地
の
特
産
品
が
多
数
集

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
物
品
は
す
べ
て
二
品
ず
つ
集
め
ら
れ
、
そ
の
う
ち

の
一
つ
が
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
送
付
さ
れ
、
も
う
一
点
は
国
内
に
留
め
置
か
れ

て
博
物
館
資
料
と
し
て
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

以
上
、明
治
初
期
の
博
物
館
を
め
ぐ
る
動
き
を
「
人
文
系
」「
自
然
系
」「
万
博
系
」

に
区
別
し
て
述
べ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
が
こ
の
区
分
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
り
、
実
際
に
は
同
じ
部
署
で
活
動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
協

力
し
て
業
務
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ

の
出
自
の
違
い
は
、「
博
物
館
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
へ
の
理
解
に
お
い
て
、
お
互

い
の
考
え
を
十
分
統
一
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
明
治
六
年
の
博
覧
会
と
出
品
者

　

ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
は
明
治
六
年
五
月
一
日
に
開
会
し
た
が
、
出
品
物
は
一
月

三
〇
日
に
横
浜
港
か
ら
発
送
さ
れ
た
。そ
し
て
こ
の
間
、三
月
に
は
文
部
省
博
物
館
・

書
籍
館
・
小
石
川
薬
園
が
博
覧
会
事
務
局
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
併

合
が
文
部
省
系
と
内
務
省
系
の
対
立
を
招
く
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
前
年

に
内
山
下
町
に
移
転
し
て
い
た
博
覧
会
事
務
局
に
古
器
旧
物
か
ら
自
然
系
資
料
、
さ

ら
に
は
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
品
し
た
残
り
の
特
産
品
が
集
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
こ
に
博
覧
会
事
務
局
に
属
す
る
「
博
物
館
」
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
り
、

所
在
地
名
を
と
っ
て「
山
下
門
内
博
物
館
」と
呼
称
さ
れ
る
施
設
が
で
き
あ
が
る
。
こ

の
敷
地
内
に
は
六
棟
の
陳
列
館
が
存
在
し
、
古
器
旧
物
を
展
示
す
る
陳
列
館
か
ら
、

動
・
植
物
さ
ら
に
は
鉱
物
を
展
示
す
る
施
設
が
存
在
し
た
。
他
に
農
業
館
と
農
具
の

展
示
施
設
、
さ
ら
に
は
国
内
で
製
造
さ
れ
た
品
々
、
あ
る
い
は
舶
来
品
が
陳
列
さ
れ

る
展
示
館
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
山
下
門
内
博
物
館
」
は
、

古
器
旧
物
の
保
護
を
目
的
と
し
た
博
物
館
機
能
と
、
殖
産
興
業
を
目
的
と
し
た
博
覧

会
機
能
が
並
列
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
は
「
博
物
館
」
と
い
う
看
板
が
掛
け
ら

れ
て
い
た
も
の
の
、そ
の
中
に
は
「
植
物
園
」「
動
物
園
」
も
同
居
す
る
施
設
で
あ
っ

た
。

　

そ
し
て
こ
の
博
覧
会
事
務
局
は
、
四
月
一
五
日
か
ら
六
月
一
五
日
ま
で
の
二
ヶ
月

間
の
予
定
で
「
博
覧
会
」
を
開
催
す
る
こ
と
を
立
案
し
た
。
こ
の
時
の
「
公
示
文
」

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
左
記
に
引
用
し
て
お
く⑧
。

　
　

於
山
下
御
門
博
覧
会
事
務
局
来
ル
四
月
十
五
日
ヨ
リ

　
　

六
月
十
五
日
迄
毎
日
午
前
第
九
時
ヨ
リ
午
後
第
四
時
迄

　
　

博
覧
会

　

�

今
般　

澳
国
博
覧
会
ヘ
列
ネ
シ
品
物
並
ニ
博
物
館
及
諸
家
珍
蔵
ノ
奇
品
ヲ
一
所
ニ

陳
列
シ
テ　

普
ク
衆
人
ノ
来
観
ヲ
許
ス

　
　

一　

来
観
人
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ス
一
人
一
枚
ヅ
ツ
切
手
ヲ
以
テ
縦
観
可
致
事

　
　
　
　

但�

、
切
手
ハ
博
覧
会
事
務
局
ニ
於
テ
売
渡
シ
可
申
、
且
代
価
ハ
一
枚
ニ
付

二
銭
ヅ
ツ
ノ
事

　
　

一�　

珍
奇
ノ
品
物　

新
発
明
ノ
器
械
等
ヲ
蔵
ス
ル
者
ハ
、
出
品
シ
テ
此
会
ノ
欠

ヲ
補
ン
事
ヲ
乞
フ
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�

但
、
品
物
預
リ
證
書
相
渡
シ
置
、
入
用
ノ
節
ハ
何
時
ニ
テ
モ
證
引
換
差
戻
シ

可
申　

又
重
大
ノ
品
ハ
運
搬
人
夫
差
出
可
申
事

　
　

一�　

澳
国
博
覧
会
ヘ
陳
列
セ
シ
剰
余
ノ
品
ハ
、
価
ヲ
定
テ
払
下
ニ
相
成
候
条
望

ノ
者
ハ
掛
リ
官
員
ヘ
可
申
出
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
六
年
三
月　

博
覧
会
事
務
局

　

こ
の
「
公
示
文
」
を
見
て
い
く
と
、こ
の
「
博
覧
会
」
の
主
旨
が
見
え
て
く
る
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
第
一
の
目
的
は
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
品
し
た
残
り
を
広
く

展
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
男
女
を
問
わ
ず
入
場
を
許
可
す
る
こ
と
、
入
場

料
と
し
て
一
人
二
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
二
銭
が
ど

れ
ほ
ど
の
価
格
で
あ
る
か
は
、
比
較
す
る
物
価
に
よ
っ
て
も
変
動
す
る
た
め
一
概
に

い
え
な
い
が
、
観
覧
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い

て
、
一
般
か
ら
の
出
品
物
を
さ
ら
に
募
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
文
中
に
あ

る
「
珍
奇
」
と
い
う
言
葉
は
今
日
的
に
は
や
や
不
適
切
な
用
語
に
も
思
え
る
が
、
あ

く
ま
で
も
博
物
館
に
展
示
す
る
意
義
が
あ
る
も
の
と
理
解
し
た
い
。
そ
し
て
最
後
の

一
項
目
は
、
余
剰
品
の
販
売
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
江
戸
時
代

以
来
の
「
物
産
会
」
的
な
要
素
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
「
博
覧
会
」
は
当
初
二
ヶ
月
の
予
定
で
始
ま
っ
た
が
、
観
覧
者
が
多
数
つ
め

か
け
た
結
果
、
二
回
の
延
長
と
な
り
結
果
的
に
は
七
月
三
一
日
に
終
了
し
た
。
博
覧

会
事
務
局
に
と
っ
て
は
大
成
功
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
入
場
料
収
入
も
予
想
以
上
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
但
し
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
「
博
覧
会
」
の
意
義
を
ど

こ
ま
で
理
解
し
て
い
た
も
の
か
、
換
言
す
る
と
「
見
せ
物
」
的
な
興
行
と
の
違
い
を

十
分
に
理
解
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
「
博
覧
会
」
に
展
示
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
『
博
覧
会
列
品
目
録
』

「
人
造
物
部
一
号
」「
人
造
物
部
二
号
」
と
し
た
紙
本
墨
摺
の
印
刷
物
二
枚
が
残
さ
れ

て
い
る
（
写
真
2
・
3
）。
こ
の
「
人
造
物
」
と
は
「
人
が
作
っ
た
も
の
」
と
い
う
区

分
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
他
に
「
動
物
部
」
の
目
録
一
部
も
残
さ
れ
て
い
る⑨
。
そ
の

他
の
部
門
に
つ
い
て
は
『
目
録
』
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
製
作
さ
れ
た
か
否
か
も
含

め
て
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
『
目
録
』
か
ら
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
出
品
し
た
か
は
一
目
瞭

然
で
あ
る
が
、
出
品
さ
れ
た
人
造
物
に
は
考
古
遺
物
・
歴
史
資
料
か
ら
最
新
機
器
類

ま
で
を
含
ん
で
お
り
、
整
理
・
区
分
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
あ
え
て
区
分
す
る
の
で

あ
れ
ば
、「
古
器
旧
物
保
存
方
」
の
別
表
に
あ
げ
ら
れ
た
三
一
項
目
に
そ
っ
た
分
類
に

な
ろ
う
。

　

よ
っ
て
今
回
は
出
品
物
で
は
な
く
、
出
品
者
の
区
分
を
試
み
た
い
。
ま
ず
出
品
者

の
顔
ぶ
れ
の
中
で
、
博
物
館
事
務
局
に
関
係
し
た
人
物
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
は
容

易
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
こ
れ
ま
で
に
も
登
場
し
た「
町
田
久
成
」「
蜷
川
式
胤
」「
田

中
芳
男
」
の
三
氏
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
内
田
正
雄
」「
小
野
職
愨
」
も
博
物
局
に
勤
務

し
た
人
物
で
あ
る
。
田
中
に
つ
い
て
は
「
自
然
系
」
の
代
表
者
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、「
人
造
物
」
に
お
い
て
も
舶
来
品
な
ど
一
二
件
を
出
品
し
て
い
る
。
ま
た
、「
織

田
信
徳
」
は
、
古
器
物
か
ら
ア
イ
ヌ
の
民
俗
資
料
な
ど
最
多
と
な
る
三
〇
件
の
資
料

を
出
品
し
て
い
る
が
、
彼
は
こ
の
博
覧
会
以
前
に
明
治
政
府
か
ら
謹
慎
処
分
を
受
け

て
お
り
、
多
数
の
出
品
は
政
府
へ
の
恭
順
的
協
力
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。
学
問
と
し
て
は
動
物
学
を
主
に
学
ん
で
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
自

然
系
」
の
人
物
に
区
分
で
き
よ
う
。

　

一
方
、「
人
文
系
」
の
人
物
と
し
て
は
蜷
川
が
実
施
し
た
「
壬
申
検
査
」
に
同
行
し
、



二
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仁
徳
天
皇
陵
の
前
方
部
石
室
が
露
出
し
た
際
に
は
、
現
地
に
お
い
て
見
取
り
図
を
描

い
た
「
柏
木
政
矩
」
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
明
治
四
年
に
大
学
南

校
が
主
催
し
た
「
物
産
会
」
に
お
い
て
も
古
器
物
（
石
器
類
）
を
出
品
し
て
お
り
、博

覧
会
の
出
品
者
と
し
て
は
常
連
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
う
一
人
、
好
古
家
と

し
て
も
著
名
な
「
松
浦
武
四
郎
」
も
古
瓦
を
出
品
し
て
い
る
。
彼
は
「
北
海
道
」
の

名
付
け
親
で
あ
り
、
蝦
夷
地
の
探
検
に
お
い
て
名
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で

古
器
物
の
収
集
家
で
も
あ
り
、
そ
の
成
果
は
彼
が
刊
行
し
た
『
撥
雲
余
興
』
と
い
う

図
譜
に
示
さ
れ
て
い
る⑩
。

　

そ
の
ほ
か
の
出
品
者
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
博
覧
会
事
務
局
職
員
以
外
の
政
府
役

人
と
い
う
区
分
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
中
に
「
神
田
孝
平
」
も
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
他
に
は
教
育
者
と
し
て
著
名
な
文
部
省
の
「
辻
新
次
」、
あ
る
い
は

外
務
省
に
勤
務
し
た
「
志
賀
親
朋
」、
司
法
関
係
で
功
績
を
残
し
た
「
大
久
保
親
正
」

ら
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
う
一
つ
出
品
者
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
と
す
れ
ば
、「
文
化
人
・
医
師
」
と
い
う

区
分
け
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
木
挽
町
狩
野
派
に
繋
が
る
「
狩
野
勝
川
」

や
、
同
じ
絵
師
と
し
て
は
植
物
画
に
才
能
を
発
揮
し
た
「
加
藤
竹
齋
」
で
あ
る
。
ま

た
、
医
師
と
し
て
は
旧
薩
摩
藩
医
「
前
田
元
温
」
や
、「
高
嶋
祐
啓
」・「
須
田
経
哲
」

も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
目
録
』
に
個
人
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
六
二
名
を
分
類
し
て
い
く

と
、
そ
の
中
で
姓
名
の
上
に
官
位
が
記
さ
れ
て
い
る
人
々
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
官
位
を
持
つ
人
物
は
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
藩
主
で
あ
っ
た
と
考
え
て

間
違
い
が
な
い
。
最
も
官
位
の
高
い
従
三
位
を
持
つ
人
物
は
「
前
田
慶
寧
」
で
あ
り
、

彼
は
加
賀
藩
最
後
の
藩
主
で
あ
っ
て
、
一
一
代
将
軍
家
斉
の
外
孫
に
あ
た
る
人
物
で

あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
従
五
位
の
官
位
を
持
つ
人
物
が
多
数
登
場
す
る
が
、
い
ず
れ

も
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
旧
藩
主
で
あ
る
。
一
覧
に
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

朽
木
為
綱　

（
丹
波
国　

福
知
山
藩
）

　

堀
田
正
頌　

（
下
野
国　

佐
野
藩
）

　

大
久
保
教
義
（
相
模
国　

荻
野
山
中
藩
）

　

久
松
勝
慈　

（
下
総
国　

多
胡
藩
）

　

佐
竹
義
理　

（
出
羽
国　

新
田
藩
（
岩
崎
藩
））

　

内
藤
政
挙　

（
日
向
国　

延
岡
藩
）

　

毛
利
高
謙　

（
豊
後
国　

佐
伯
藩
）

　

石
川
成
之　

（
伊
勢
国　

亀
山
藩
）

　

伊
東
祐
帰　

（
日
向
国　

飫
肥
藩
）

　

森　

忠
儀　

（
播
磨
国　

赤
穂
藩
）

　

森　

俊
滋　

（
播
磨
国　

三
日
月
藩
）

こ
の
よ
う
に
旧
藩
主
が
、
数
多
く
の
出
品
物
を
展
示
し
た
理
由
は
次
の
博
覧
会
事
務

局
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
口
達
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る⑪
。

「
御
国
ニ
於
而
も
追
而
ハ
永
世
之
博
物
館
御
取
設
相
成
候
ニ
付
而
ハ
普
く
諸
物

品
御
取
集
可
有
之
ニ
付
銘
々
祖
先
以
来
伝
来
之
宝
物
重
器
を
始
め
其
外
珍
物
奇

品
所
持
之
族
者
不
漏
様
銘
書
取
調
可
差
出
尤
売
払
候
而
も
不
苦
品
ハ
相
当
之
代

価
を
以
御
買
上
可
相
成
候
（
以
下
、
略
）」

こ
の
口
達
は
、
明
治
五
年
四
月
に
在
京
の
華
族
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

時
代
、
旧
藩
主
で
あ
る
大
名
華
族
が
古
器
旧
物
の
最
大
の
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
く
、
彼
ら
に
所
蔵
品
の
出
品
を
求
め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
大
名
華
族
が
所
持
品
を
貸
与
す
る
こ
と
は
明
治
五
年
に
湯
島
聖
堂
で

開
催
さ
れ
た
文
部
省
博
物
館
博
覧
会
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
一
例
と
し
て

は
福
岡
藩
藩
主
で
あ
っ
た
黒
田
長
溥
が
志
賀
島
で
出
土
し
た
金
印
を
出
品
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
博
覧
会
に
出
品
し
た
旧
藩
主
は
、
戊
辰
戦
争
に
あ
っ
て
は
幕
府
方
、
朝

廷
方
様
々
で
あ
る
が
、
各
華
族
は
素
直
に
博
覧
会
事
務
局
へ
所
持
品
目
録
を
提
出
し

た
よ
う
で
あ
る⑫
。
但
し
、
博
覧
会
事
務
局
が
ど
の
程
度
の
資
料
を
買
い
上
げ
た
か
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
、
明
治
六
年
の
博
覧
会
を
、
そ
の
出
品
者
か
ら
見
て
き
た
。
こ
の
博
覧
会
以

降
、
山
下
門
内
博
物
館
が
展
示
会
場
と
し
て
固
定
さ
れ
、
上
野
へ
移
転
す
る
ま
で
こ

の
地
を
拠
点
と
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
近
代
的
な「
博
物
館
」と
い
え
る
が
、出

品
物
の
多
数
が
個
人
の
所
蔵
品
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
余
剰
品
は
そ
の
場
で
売
買
で

き
る
点
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
「
物
産
会
」
的
な
色
彩
を
ま
だ
残
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。

四
、
神
田
孝
平
所
蔵
の
石
棒
と
森
俊
滋
所
蔵
の
銅
鐸

　

こ
れ
ま
で
明
治
六
年
に
開
催
さ
れ
た
「
博
覧
会
」
に
至
る
経
緯
と
、
そ
の
出
品
者

を
見
て
き
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
「
博
覧
会
」
に
展
示
さ
れ
た
考
古
品
の
う
ち
、神
田

孝
平
が
出
品
し
た
石
棒
と
、
森
俊
滋
が
出
品
し
た
銅
鐸
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
神
田
孝
平
の
出
品
し
た
石
棒
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
前
に
神
田
の
略

歴
で
あ
る
が
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
、
現
在
の
岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
で
生

ま
れ
、
幕
末
に
は
蕃
書
調
所
の
教
授
と
し
て
出
役
す
る
。
そ
の
ま
ま
明
治
政
府
に
も

出
仕
し
、
明
治
四
年
に
は
兵
庫
県
令
を
拝
命
し
て
い
る
。
博
覧
会
の
開
催
さ
れ
た
明

治
六
年
に
は
神
戸
在
住
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
件
の
人
造
物
を
出
品
し
て

い
る
。
そ
し
て
兵
庫
県
令
を
退
い
た
後
、
明
治
一
〇
年
に
は
文
部
小
輔
と
し
て
、
大

森
貝
塚
出
土
品
の
天
覧
に
も
係
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
元
老
院
議
官
、
貴
族
院
議

員
を
歴
任
し
、
逝
去
直
前
に
男
爵
を
授
け
ら
れ
て
い
る⑬
。

　

こ
の
よ
う
に
神
田
は
明
治
新
政
府
に
お
い
て
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し
て
の
生
涯
を

送
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
好
古
家
と
し
て
の
活
躍
も
数
多
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
端
を
示
す
事
柄
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
が
刊
行
し
た
大
森
貝
塚
の
発
掘

調
査
報
告
書
に
お
い
て
、
蜷
川
式
胤
等
と
と
も
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
モ
ー
ス
を
し
て
「
日
本
ほ
ど
考
古
学
に
関
心
を
持
つ
人
が
多
い
国
は

世
界
中
他
に
ど
こ
に
も
な
い
」
と
言
わ
し
め
た
、
そ
の
一
人
が
神
田
で
あ
っ
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る⑭
。
神
田
が
い
つ
頃
か
ら
古
器
物
の
収
集
を
始
め
た

か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
明
治
四
年
に
横
山
由
清
が
刊

行
し
た
『
尚
古
図
録
』
に
は
、神
田
が
所
蔵
す
る
考
古
遺
物
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、そ

れ
以
前
に
収
集
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る⑮
。

　

な
お
、
横
山
も
明
治
政
府
に
出
仕
し
て
お
り
、
神
田
と
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
田
の
好
古
趣
味
に
つ
い
て
も
、
彼
の
影
響
が

あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
明
治
六
年
の
博
覧
会
に
神
田
が
出
品
し
た
資
料
は
、『
博
覧
会
列
品
目
録
』

「
人
造
物
部
二
」
下
段
中
央
に
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
石
棒
で
あ
る
（
写
真
4
）。
そ

し
て
、絵
図
の
横
に
は
「
霹
靂
碪
（
へ
き
れ
き
ち
ん
）」
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
霹
靂

碪
と
い
う
用
語
は
、江
戸
時
代
の
弄
石
家
が
石
器
に
付
し
た
名
称
で
あ
る
。「
碪
」
と

は
、
本
来
衣
を
砧
で
打
つ
台
の
意
味
で
あ
る
が
、
台
石
に
限
ら
ず
石
斧
・
石
環
な
ど

石
器
全
般
の
名
称
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
霹
靂
」
と
は
、「
落
雷
」
や



二
六

「
雷
」
の
こ
と
で
あ
り
、弄
石
家
は
今
日
で
い
う
石
器
を
雷
神
の
使
用
し
て
い
た
道
具

と
い
う
意
味
を
込
め
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
る⑯
。
考
古
学
と
い
う
概
念
が
存
在
し
な

い
時
代
に
あ
っ
て
は
、
石
器
が
人
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識

が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
雷
神
」
の
道
具
と
い
う
想
定
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
よ
っ
て
、
こ
の
命
名
の
是
非
を
今
日
的
な
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
は
無
意
味
で

あ
る
。
し
か
し
今
日
で
も
雨
上
が
り
に
遺
物
の
表
面
採
取
が
お
こ
な
い
や
す
い
こ
と

を
考
え
る
と
、
雷
雨
の
あ
と
に
石
鏃
な
ど
の
石
器
が
採
取
さ
れ
る
こ
と
は
多
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
石
器
を
雷
と
結
び
つ
け
た
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
「
霹
靂
碪
」
が
明
治
六
年
の
展
覧
会
へ
出
品
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し

て
は
、「
古
器
物
保
存
方
」
の
別
表
に
示
さ
れ
た
三
一
品
目
の
中
に
「
石
弩
雷
斧
之

部
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、具
体
的
に
は
「
石
弩
」「
雷
斧
」「
霹
靂
碪
」「
石
剣
」「
天

狗
の
飯
匙
」
等
と
し
て
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
六
年
の
段
階
で
は
、
こ
の
「
霹
靂
碪
」
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
解
釈
は
江
戸
時

代
の
ま
ま
で
あ
り
、
名
称
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
繰
り
返

す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
自
体
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
そ
の
是
非
を
問

題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
保
存
す
べ
き
古
器
物
と
し
て
「
霹
靂
碪
」
を
含
め

て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
そ
し
て
「
人
造
物
部
」
に
含
め
て
い
る
以
上
、「
霹
靂

碪
」
が
人
に
よ
っ
て
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
こ
と
に
意
義
を

見
い
だ
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
神
田
は
単
に
古
器
物
の
収
集
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
治
一
七
年
に
は
自
ら

の
所
蔵
品
と
同
好
の
人
々
が
所
蔵
し
て
い
た
石
器
、
さ
ら
に
は
明
治
天
皇
に
献
上
さ

れ
た
御
物
石
器
（
現
在
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
を
掲
載
し
た
『N

O
T
ES�O

N
�

写真 4 　神田孝平出品霹靂碪絵図（写真 3一部拡大）



二
七

A
N
CIEN

T
�ST
O
N
E�IN

PLM
EN
T
S,�&
c.,�O
F�JA

PA
N

』（
日
本
名
『
日
本
大
古

石
器
考
』）を
刊
行
し
て
い
る⑰
。
こ
の
図
書
は
神
田
の
収
集
と
研
究
の
集
大
成
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
本
書
に
示
さ
れ
た
研
究
成
果
を
見
て
お
き
た
い
。
神
田
は

今
日
「
石
棒
」
と
呼
称
し
て
い
る
石
器
に
対
し
「
雷
槌
」
と
命
名
し
、
四
つ
の
分
類

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
用
途
に
つ
い
て
は
「
其
用
ハ
明
ラ
カ
ナ
ラ
ス
ト
雖
恐

ク
ハ
争
闘
ヲ
ナ
シ
又
ハ
武
威
ヲ
示
ス
ノ
具
ト
ナ
セ
シ
ナ
ラ
ン
」
と
記
述
す
る
。
そ
の

あ
と
こ
の
「
雷
槌
」
を
使
用
し
た
人
々
に
つ
い
て
も
、
大
森
貝
塚
の
発
掘
成
果
を
踏

ま
え
て
考
察
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
名
称
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
以
来
の

「
雷
」
の
文
字
を
付
し
て
い
る
が
、
型
式
分
類
と
そ
の
用
途
の
考
察
は
、
十
分
に
考
古

学
の
成
果
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
明
治
六
年
の
博
覧
会
か
ら
十
年
足
ら
ず
の
年
月

し
か
経
て
い
な
い
も
の
の
、
学
問
と
し
て
の
進
歩
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
こ
の
『
日
本
大
古
石
器
考
』
に
は
、
明
治
六
年
の
『
目
録
』
に
掲
載
さ
れ

た
石
棒
の
う
ち
二
点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
写
真
5
）。『
目
録
』
の
一
番
上
に
示
さ

れ
た
石
棒
は
『
日
本
大
古
石
器
考
』
第
Ⅶ
図
の
4
で
あ
り
、
上
か
ら
三
本
目
は
同
書

第
Ⅶ
図
の
1
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
1
の
解
説
文
は
「
原
形
三
分
一
、
両

頭
ア
リ
質
ハ
石
盤
石
ナ
リ
○
両
頭
ア
ル
モ
ノ
ヲ
第
一
種
ト
ス
」
と
あ
り
、
4
の
解
説

文
は
「
原
形
三
分
一
、
両
頭
ア
リ
両
頭
接
近
ノ
所
ニ
浮
輪
ア
リ
又
其
一
頭
及
ヒ
之
ニ

近
接
セ
ル
棍
体
ノ
一
部
ニ
飾
紋
ヲ
刻
セ
リ
質
ハ
板
状
粘
石
ナ
リ
○
別
ニ
一
図
ヲ
附
シ

頭
部
ノ
全
面
ノ
原
形
ヲ
見
メ
ス
全
面
ノ
中
部
ニ
把
鼻
ア
リ
其
両
側
ニ
小
孔
ア
リ
然
レ

ト
モ
貫
通
セ
ス
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
解
説
文
を
見
て
も
、
今
日
の
考
古
学
的
な

観
察
と
ひ
け
を
と
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
明
治
六
年
の
展
覧
会
に
神
田
が
出
品
し
た
石
棒
四
点
の
う
ち
、
三
点
が
関

西
大
学
博
物
館
所
蔵
品
の
中
に
同
定
で
き
た
の
で
紹
介
し
て
お
く
。『
目
録
』の
一
番

写真 5　『日本大古石器考』図版Ⅶ（註17文献より転載）



二
八

上
に
描
か
れ
た
石
棒
は
（『
日
本
大
古
石
器
考
』
第
Ⅶ
図
4
）、
長
さ
が
「
一
尺
五
寸

八
分
」、中
央
部
の
太
さ
が
「
一
寸
四
分
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
き
さ
の
記
述

と
形
状
か
ら
、
こ
の
石
棒
は
本
山
資
料
番
号
二
四
四
の
「
磨
製
両
頭
石
棒
」
で
あ
る

と
判
断
し
た
（
写
真
6
）。
そ
の
長
さ
は
四
七
・
六
セ
ン
チ
を
測
り
、「
一
尺
五
寸
八

分
」
と
は
数
ミ
リ
の
誤
差
し
か
な
い
。
そ
し
て
一
端
の
頭
部
に
は
小
突
起
が
二
つ
作

ら
れ
て
お
り
、
貫
通
し
て
い
な
い
孔
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
ち
ら
側
の
端
部
か

ら
二
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
二
条
の
沈
線
を
刻
み
、
そ
の
間
に
は
不
整
形
な
菱

形
の
連
続
文
様
を
施
す
。
こ
の
形
状
と
文
様
は
刀
、
若
し
く
は
剣
の
柄
の
表
現
の
よ

う
に
も
見
え
、石
棒
の
用
途
と
し
て
神
田
が
推
定
し
た
よ
う
に
「
武
威
ヲ
示
ス
ノ
具
」

と
い
う
も
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
石
材
は
、近
年
の
調
査
で
は「
蛇

紋
岩
（Serpentinite

）」
と
鑑
定
さ
れ
て
い
る⑱
。

　

続
い
て
『
目
録
』
の
三
番
目
に
描
か
れ
た
石
棒
は
（『
日
本
大
古
石
器
考
』
第
Ⅶ
図

1
）、
本
山
資
料
番
号
二
四
一
の
「
両
頭
石
棒
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
（
写
真
7
）。

『
目
録
』
に
は
、
長
さ
が
「
一
尺
九
寸
八
分
」、
中
央
部
の
太
さ
が
「
二
寸
二
分
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
現
状
で
は
六
〇
・
〇
セ
ン
チ
、
体
部
最
大
径
六
・
六
セ
ン
チ
を
計

測
し
、
こ
の
数
値
が
一
致
す
る
。
さ
ら
に
大
き
さ
だ
け
で
は
な
く
、
原
物
の
片
方
の

頭
部
は
少
し
欠
損
し
て
お
り
円
形
の
剥
離
痕
が
認
め
ら
れ
、
描
か
れ
た
図
に
お
い
て

も
右
側
に
描
か
れ
た
頭
部
が
円
形
に
剥
離
し
て
い
る
状
況
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
大
き
さ
と
、
欠
損
し
て
い
る
頭
部
の
特
徴
か
ら
こ
の
同
定
は
ま
ち
が
い
な
い
と

判
断
し
た
。

　

も
う
一
つ
『
目
録
』
の
一
番
下
に
描
か
れ
た
石
棒
は
、
図
の
一
部
が
欠
損
し
て
お

り
全
長
の
記
載
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
図
の
頭
部
付
近
が
破
損
し

て
い
る
た
め
形
状
も
一
部
不
明
確
で
あ
る
。
よ
っ
て
同
定
作
業
に
は
一
部
不
確
か
な

写真 6　関西大学博物館所蔵石棒（本山資料番号244）

写真 7　関西大学博物館所蔵石棒（本山資料番号241）

写真 8　関西大学博物館所蔵石棒（本山資料番号217）



二
九

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、本
山
資
料
番
号
二
一
七
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
（
写
真
8
）。
絵

図
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
と
し
て
は
、
体
部
の
直
径
が
「
二
寸
一
分
」
で
あ
り
、
現

状
で
計
測
し
た
六
・
四
九
セ
ン
チ
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
本
品
は
出
土
地
が
「
車
郷
村

富
岡
」
と
あ
り
、
現
在
の
群
馬
県
高
崎
市
箕
郷
町
富
岡
周
辺
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

石
材
は
緑
泥
片
岩
で
あ
り
、
こ
の
地
域
で
産
出
す
る
石
材
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
石

棒
は
『
日
本
大
古
石
器
考
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
、
神
田
が
所
蔵
し
、
明
治
六
年
の
「
博
覧
会
」
に
出
品
さ
れ
た
石
棒
を
見
て

き
た
。
彼
は
博
覧
会
以
後
も
こ
れ
ら
の
石
棒
を
所
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
明
治

一
七
年
に
刊
行
し
た
著
書
に
掲
載
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
生

前
は
手
放
さ
ず
、
没
後
本
山
彦
一
に
引
き
継
が
れ
、
そ
し
て
現
在
は
関
西
大
学
博
物

館
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
神
田
以
前
の
所
蔵
者
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
。
彼
が
短
期
間
で
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を

鑑
み
る
と
、
そ
の
収
集
方
法
は
古
物
商
か
ら
一
括
し
て
買
い
上
げ
る
方
法
を
と
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
出
土
地
等
の
情
報
は
不
明
で
あ
り
、
来
歴
が
わ
か
る
資

料
は
少
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

続
い
て
、
森
俊
滋
が
出
品
し
た
銅
鐸
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
彼
の
略
歴

で
あ
る
が
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
、
播
磨
国
三
日
月
藩
第
八
代
藩
主
長
国
の

次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
第
九
代
の
藩
主
と
な
る
。
そ
し

て
明
治
二
年
に
は
版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
藩
知
事
と
な
り
、
結
果
的
に
は
最
後
の
三
日

月
藩
主
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

さ
て
、
出
品
さ
れ
た
銅
鐸
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
結
論
を
先
に
記
す
と
、
こ
の
銅

鐸
は
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
、
三
日
月
藩
内
下
本
郷
で
出
土
し
た
も
の
で
あ

り
、
現
在
は
米
国
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
こ
の
銅
鐸
を
め
ぐ
っ
て
は
、
諸
先
学
の
研
究
に
従
っ
て
記
述
を
進
め
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
銅
鐸
を
最
初
に
学
界
に
紹
介
し
た
人
物
は
、
島
田
貞
彦
氏
で
あ
り
大
正
一
四

年
刊
行
の
『
考
古
学
雑
誌
』
に
「
播
磨
国
三
日
月
村
本
郷
発
見
の
銅
鐸
に
就
て
」
と

い
う
論
文
を
発
表
し
た⑲
。
論
文
の
要
旨
と
し
て
は
、
銅
鐸
の
図
が
描
か
れ
た
史
料
が

発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
図
の
詳
細
な
解
説
と
出
土
状
況
な
ど
を
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
史
料
は
写
真
9
に
示
し
た
よ
う
に
出
土
日
・
出
土
状
況
を
伝
え
る
文
章
が
記
さ

れ
て
お
り
、
文
化
一
一
年
（
甲
戌
）
五
月
一
七
日
に
地
元
の
農
民
が
自
分
の
畑
か
ら

不
時
に
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
当
時
は
用
途
が
不
明
で
あ

り
、「
宝
鐸
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
絵
図
の
記
述

の
中
に
は
「
総
高
サ
四
尺
八
寸
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
筒
ノ
高
サ
二
尺
五
寸
五
分
」

「
上
ノ
歯
高
サ
八
寸
三
分
」と
い
う
記
述
が
あ
る
。
鐸
身
の
数
値
と
鈕
の
数
値
を
足
す

と
「
三
尺
三
寸
八
分
」
で
あ
り
、
記
載
さ
れ
て
い
る
総
高
と
の
間
に
「
一
尺
四
寸
」

以
上
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
大
き
さ
の
記
述
の
曖
昧
さ
が
、
こ
の
銅
鐸
の
同

定
を
難
し
く
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

　

さ
て
、
島
田
氏
は
こ
の
銅
鐸
の
所
在
に
つ
い
て
、
発
見
さ
れ
た
当
時
に
藩
主
に
献

上
さ
れ
た
と
の
情
報
か
ら
、
東
京
に
居
住
し
て
い
た
旧
藩
主
で
あ
る
森
子
爵
家
に
問

い
合
わ
せ
た
も
の
の
「
斯
か
る
も
の
ヽ
片
影
も
な
い
」
と
い
う
返
事
で
あ
り
、「
其
の

存
在
の
有
無
に
就
て
は
今
の
處
、判
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」と
結
ん
で
い
る
。
問

い
合
わ
せ
た
時
点
の
当
主
は
、
俊
滋
か
ら
二
代
後
の
俊
成
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
俊

滋
と
は
従
弟
の
続
柄
に
な
る
が
、
彼
が
家
督
を
継
い
だ
時
に
は
（
明
治
三
三
年
）
す

で
に
森
家
に
は
な
く
、
そ
の
存
在
さ
え
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

続
い
て
こ
の
銅
鐸
を
検
討
し
た
論
考
と
し
て
は
、
梅
原
末
治
氏
が
大
著
『
銅
鐸
の



三
〇

研
究
』
に
お
い
て
「
下
本
郷
銅
鐸
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る⑳
。
梅
原
氏
も
先
述
の

絵
図
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
銅
鐸
の
行
方
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
鐸
そ
の
も
の
は
藩
侯
の
家
に
伝
え
ら
れ
明
治
に
及
ん
だ
が
数
年
前
に
故
あ
つ

て
こ
れ
を
他
に
売
却
し
、
為
に
い
ま
行
方
を
失
し
た
と
の
事
で
あ
る
。」

こ
の
記
述
に
お
い
て
梅
原
氏
は
売
却
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
明
治
に
な
っ
て
も
旧

藩
主
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
俊
滋
が
博
覧
会
事
務
局
に
対
し
一
個

の
銅
鐸
を
記
載
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
注
記
を
付
し
た
書
状
を
提
出
し
た
事
実
を

伝
え
る
。

「
文
政
之
度
旧
縣
地
ヨ
リ
掘
出
候
品
惣
尺
二
尺
九
寸
二
分
少
々
損
ジ
有
之
」

こ
こ
で
も
問
題
と
な
る
こ
と
が
銅
鐸
の
大
き
さ
で
あ
り
、
梅
原
氏
も
「
三
尺
三
寸
八

分
」
と
、
こ
の
書
状
に
あ
る
数
値
と
の
差
が
五
寸
近
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
絵
図
に
描

か
れ
た
「
下
本
郷
銅
鐸
」
と
、
俊
滋
が
博
覧
会
事
務
局
に
示
し
た
銅
鐸
が
同
一
で
あ

る
も
の
か
の
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。

　

梅
原
氏
が
示
し
た
博
覧
会
事
務
局
宛
の
書
状
は
、
そ
の
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い

た
め
に
、
そ
の
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
書
状
の
存
在

は
、
先
述
し
た
博
覧
会
事
務
局
か
ら
旧
藩
主
に
発
し
た
「
口
達
」
が
そ
れ
な
り
に
効

力
が
あ
り
、
明
治
六
年
の
博
覧
会
に
こ
の
銅
鐸
が
出
品
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
こ
の
「
下
本
郷
銅
鐸
」
が
現
在
米
国
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
置
田
雅
昭
氏
の
論
考
を
見
て
い
く�
。
置
田
氏
は
勤
務

す
る
天
理
参
考
館
に
先
ほ
ど
の
絵
図
に
よ
く
似
た
銅
鐸
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
銅

鐸
の
行
方
を
追
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
を
記
す
。
そ
し
て
「
下
本
郷
銅
鐸
」
に

つ
い
て
、
江
戸
時
代
か
ら
の
文
献
史
料
を
網
羅
し
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
が
所

蔵
す
る
銅
鐸
が
こ
の
「
下
本
郷
銅
鐸
」
に
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
。

し
か
し
な
が
ら
唯
一
の
解
消
で
き
な
い
不
安
と
し
て
、
や
は
り
「
法
量
」
を
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
現
在
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
が
所
蔵
す
る
銅
鐸
は
高
さ
一
一
〇
・

五
セ
ン
チ
（
四
三
・
五
イ
ン
チ
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
数
値
は
こ
れ
ま
で
示
し
た

文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ど
れ
と
も
一
致
し
な
い
（
写
真
10
）。
よ
っ
て
、現
在
行
方

不
明
と
な
っ
て
い
る
絵
図
と
、
大
正
年
間
の
初
め
頃
ま
で
は
地
元
に
あ
っ
た
と
い
う

銅
鐸
の
破
片
が
発
見
さ
れ
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
銅
鐸
と
接
合
す
る
と
い

う
事
実
が
な
い
限
り
不
安
は
解
消
で
き
な
い
と
結
ん
で
い
る
。

　

以
上
、「
下
本
郷
銅
鐸
」
の
出
土
し
た
経
緯
か
ら
、
旧
藩
主
森
家
に
伝
わ
っ
た
事
実

と
、
現
在
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
銅
鐸
の
可
能
性
が
高
い

こ
と
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
明
治
六
年
の
博
覧
会
に
お
い
て
刊
行

さ
れ
た
『
目
録
』
の
図
を
見
て
い
き
た
い
。
図
は
写
真
11
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る

が
、
こ
の
図
の
上
に
は
「
三
尺
六
寸
八
分
」
と
い
う
法
量
が
記
述
し
て
あ
る
。
こ
の

写真 9　�「下本郷銅鐸」絵図（註20文
献より転載）



三
一

数
値
を
セ
ン
チ
に
換
算
す
る
と
一
一
一
・
五
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

ン
所
蔵
銅
鐸
と
の
誤
差
は
一
セ
ン
チ
程
度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
明

治
六
年
に
森
俊
滋
が
出
品
し
た
銅
鐸
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
銅
鐸
と
法

量
、
文
様
等
の
諸
特
徴
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
ま
ち
が
い
な
い
と
判
断
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
『
目
録
』
に
描
か
れ
た
図
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
置
田
氏

の
同
定
は
正
し
い
こ
と
が
証
明
で
き
、
唯
一
心
配
と
し
て
あ
げ
た
法
量
が
一
致
し
な

い
と
い
う
問
題
も
解
決
し
た
も
の
と
考
え
る
。
結
果
的
に
は
大
正
年
間
に
発
見
さ
れ

た
絵
図
に
記
さ
れ
て
い
た
数
値
、
そ
し
て
俊
滋
が
博
覧
会
事
務
局
に
提
出
し
た
と
さ

れ
る
文
書
の
数
値
が
間
違
っ
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。

　

な
お
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
と
、
こ
の
銅
鐸

は
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
に
同
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
た
と
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
島
田
氏
が
論
考
を
発
表
し
た
大
正
一
四
年
に
は
、
こ
の
銅
鐸
は
す
で

に
海
を
渡
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
の
当
主
俊
成
は
、
俊
滋
の
直
系
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
こ
の
銅
鐸
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
推
定
で
は
あ
る
が
、
こ
の
銅
鐸
は
俊
滋
が
逝
去
し

た
明
治
一
二
年
に
当
主
と
な
っ
た
、
第
一
〇
代
長
祥
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
流
出
ル
ー
ト
は
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、

売
立
目
録
等
の
有
無
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
、
明
治
六
年
の
博
覧
会
に
際
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
目
録
』
に
絵
図
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
神
田
孝
平
所
蔵
石
棒
と
、
森
俊
滋
所
蔵
銅
鐸
に
つ
い
て
現
在
残
さ
れ
て
い

る
資
料
と
の
同
定
作
業
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
石
棒
は
関
西
大
学
博
物
館
に
所
蔵

さ
れ
て
お
り
、
銅
鐸
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
る
も
の
に
ま
ち
が

い
な
い
と
い
う
結
論
を
得
た
。
筆
者
は
銅
鐸
に
つ
い
て
は
不
勉
強
で
あ
る
が
、
型
式

学
的
に
最
も
新
し
い
銅
鐸
の
出
土
地
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
は
、
十
分
に
今
日
の
考

古
学
資
料
と
し
て
の
価
値
を
見
い
だ
せ
る
も
の
と
考
え
る
。

　

ま
た
神
田
が
所
蔵
し
て
い
た
石
棒
は
、
結
果
的
に
は
そ
の
来
歴
は
明
ら
か
に
し
難

い
も
の
で
は
あ
る
が
、
石
棒
の
用
途
を
考
察
し
て
い
く
う
え
で
は
有
文
石
棒
の
一
例

と
し
て
資
料
的
価
値
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る�
。

写真11　�森俊滋出品銅鐸絵図
（写真 2一部拡大）

写真10　�メトロポリタン美術館所蔵銅
鐸（註21より転載）



三
二

五
、
ま
と
め

　

二
〇
〇
九
年
に
世
界
中
で
開
催
さ
れ
た
展
示
会
の
う
ち
、
一
日
あ
た
り
で
最
も
多

く
入
場
者
を
集
め
た
も
の
は
、
東
京
国
立
博
物
館
を
会
場
と
し
た
「
興
福
寺
創
建
一

三
〇
〇
年
記
念　

国
宝
阿
修
羅
展
」
で
あ
り
、
一
五
九
六
〇
人
／
日
で
あ
っ
た
こ
と

が
報
じ
ら
れ
た�
。
同
じ
く
第
二
位
は
「
第
六
一
回　

正
倉
院
展
」
の
一
四
九
六
五
人

／
日
、
三
位
は
「
皇
室
の
名
宝
―
日
本
美
の
華
」
九
四
七
三
人
／
日
、
四
位
「
ル

ー
ブ
ル
美
術
館
展
」九
二
六
七
人
／
日
と
続
く
。五
位
に
よ
う
や
く
フ
ラ
ン
ス
国
ケ
・

ブ
ラ
ン
リ
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
示
会
が
入
っ
て
い
る
が
、
一
位
か
ら
四
位
ま
で

を
日
本
で
お
こ
な
わ
れ
た
展
示
会
が
占
め
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
デ
ー
タ
を
発
表
し

た
英
国
雑
誌
は「
日
本
の
展
覧
会
好
き
は
不
況
知
ら
ず
」と
題
し
て
報
じ
て
い
る�
。
確

か
に
興
福
寺
の
阿
修
羅
像
が
東
京
で
公
開
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
七
年
以
来
約
六
〇

年
ぶ
り
と
の
こ
と
で
あ
り
、
入
場
を
待
つ
人
々
の
長
い
行
列
が
報
じ
ら
れ
た
こ
と
は

記
憶
に
新
し
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
八
月
一
七
日
の
読
売
新
聞
で
は
、
戦

後
一
貫
し
て
増
加
し
て
き
た
博
物
館
が
減
少
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る�
。
博
物
館
が

減
少
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
閉
館
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
博
物
館
が
珍
し
く
な

い
こ
と
は
身
近
に
聞
く
話
で
あ
っ
て
、
大
阪
府
下
の
博
物
館
に
お
い
て
も
経
済
効
率

を
錦
の
御
旗
と
し
て
、
閉
館
を
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
館
は
少
な
く
な
い
。
前
者
の

事
実
と
後
者
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
た
時
、
わ
が
国
の
現
状
は
「
博
物
館
大
国
」
な
の

で
あ
ろ
う
か
、「
博
物
館
貧
国
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
戸
惑
い
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

　

筆
者
の
こ
と
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
先
の
報
道
で
入
館
者
数
第
三
位
と
な
っ
た
「
皇

室
の
名
宝
―
日
本
美
の
華
」
展
に
考
古
部
門
の
担
当
者
と
し
て
係
わ
っ
た
。
そ
の

わ
ず
か
な
経
験
か
ら
、
以
下
の
記
述
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。
こ

の
展
示
会
は
今
上
陛
下
ご
即
位
二
〇
周
年
と
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
ご
成
婚
五
〇
周
年

を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
宮
内
庁
の
各
部
局
が
所
管
す
る

美
術
品
・
考
古
品
が
一
堂
に
会
す
こ
と
と
な
り
、
正
倉
院
御
物
も
約
二
〇
年
ぶ
り
に

東
京
で
展
示
さ
れ
た
。
特
に
、
三
の
丸
尚
蔵
館
が
所
管
す
る
優
品
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
展
示
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
く
、
特
に
伊
藤
若
沖
の
代
表
作
『
動
植
綵
絵
』
三
〇

幅
が
一
室
に
並
べ
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
筆
者
の
担
当
し

た
考
古
品
で
は
、
正
倉
院
御
物
に
至
る
ま
で
の
美
術
を
代
表
す
る
資
料
と
し
て
、
縄

文
時
代
の
御
物
石
器
か
ら
古
墳
時
代
の
銅
鏡
や
埴
輪
、
さ
ら
に
は
飛
鳥
時
代
の
四
環

壺
を
展
示
し
た�
。
こ
の
考
古
品
は
会
期
の
後
半
に
展
示
さ
れ
、
展
示
会
場
を
入
っ
て

す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
並
べ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
常
に
お
お
ぜ
い
の
観
覧
者
で
賑
わ

っ
て
い
た
。

　

筆
者
が
所
属
す
る
書
陵
部
に
は
常
設
の
展
示
場
が
な
く
、
所
管
す
る
考
古
品
も
庁

外
の
博
物
館
に
貸
与
す
る
こ
と
で
し
か
、
一
般
の
方
々
が
目
に
す
る
機
会
は
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
回
の
展
示
会
に
お
い
て
多
数
の
方
に
ご
覧
い
た
だ
い
た

こ
と
は
大
変
嬉
し
い
こ
と
で
あ
り
、
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て

多
く
の
方
々
か
ら
「
御
物
石
器
の
名
称
の
由
来
を
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
」「
御
物
石

器
っ
て
、
何
に
使
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
で
あ
る
と
か
、
直
弧
文
鏡
の
文
様
を
見
て

「
ど
う
や
っ
て
描
い
た
の
で
し
ょ
う
か
」「
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」

等
々
、
多
数
の
ご
質
問
も
頂
戴
し
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
方
が
当
庁
の
考
古
品
に

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
展
示
担
当
者
と
し
て
の
喜
び
で
あ
り
、
会
場
に
お
い

て
観
覧
者
の
生
の
声
を
聞
く
こ
と
は
、
一
般
の
方
々
が
考
古
資
料
を
ど
の
よ
う
に
見



三
三

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
知
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
質
問
を
受
け
な
が
ら
残
念
と
い
う
か
、
申
し
訳
の

な
い
気
持
ち
を
抱
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
御
物
石
器
と
直
弧
文
鏡

の
一
面
は
、
こ
こ
何
年
も
「
皇
室
の
名
宝
」
展
が
開
催
さ
れ
た
と
同
じ
東
京
国
立
博

物
館
平
成
館
一
階
に
あ
る「
考
古
展
示
室
」に
展
示
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、こ

の
こ
と
が
い
か
に
知
ら
れ
て
い
な
い
か
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
結
果
で
あ
っ
た
た
め
で

あ
る
。
御
物
石
器
も
直
弧
文
鏡
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
遺
物
と
し
て
こ
こ

数
年
は
、
東
京
国
立
博
物
館
に
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
状
況
と
な
っ

て
い
る
も
の
の
、
今
回
「
皇
室
の
名
宝
」
展
に
来
観
さ
れ
た
方
の
何
人
が
同
じ
建
物

の
階
下
に
あ
る
展
示
室
で
、
い
つ
で
も
こ
の
資
料
を
観
覧
で
き
る
こ
と
を
ご
存
じ
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
な
質
問
を
受
け
る
た
び
に
、
こ
れ
ま
で
貸
与
し

た
こ
と
だ
け
で
満
足
し
、
こ
の
遺
物
に
つ
い
て
の
広
報
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
を
思

い
知
ら
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

こ
の
点
で
は
阿
修
羅
像
も
同
様
で
あ
り
、
興
福
寺
国
宝
館
に
お
い
て
（
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
前
で
あ
っ
て
も
）
い
つ
で
も
拝
観
可
能
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
ち
が
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
御
物
石
器
も
直
弧
文
鏡
も
阿
修
羅
像
も
、
常
時
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
価
値
が
下
が
る
も
の
で
は
な
く
、
特
別
展
の
展
示
構
成
に
お

い
て
必
要
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
場
に
出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
資
料
の
価

値
に
は
ま
っ
た
く
違
い
が
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
常
設
展
に
列
が
で
き
た
と
い
う
話

は
聞
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
平
成
館
の
特
別
展
会
場
が
身
動
き
の
と
れ
な
い
状
況
で

あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
階
下
の
常
設
展
示
場
は
休
館
で
あ
ろ
う
か
と
疑
う
ほ
ど
人
が

い
な
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
こ
そ
が
、
わ

が
国
が
「
博
物
館
大
国
」
で
も
あ
り
、
そ
の
一
方
「
博
物
館
貧
国
」
で
も
あ
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

一
つ
に
は
「
宣
伝
」
の
有
無
が
非
常
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
と
考
え
る
。

特
別
展
と
な
れ
ば
共
催
す
る
テ
レ
ビ
局
・
新
聞
社
が
自
社
の
媒
体
を
最
大
限
に
使
用

し
、
様
々
な
観
点
か
ら
報
道
す
る
。
例
え
ば
、「
○
○
展
入
場
者
数
○
○
人
突
破
」
と

い
う
見
出
し
が
躍
り
、
関
連
行
事
と
し
て
開
催
さ
れ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が
大
々

的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
今
回
の
阿
修
羅
像
は
約
六
〇
年
ぶ
り
の
東
京
に
お
け
る
出

品
で
あ
り
、
今
後
い
つ
東
京
で
展
示
さ
れ
る
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

報
道
に
接
す
れ
ば
、
こ
の
機
会
に
是
非
見
て
お
き
た
い
と
い
う
の
が
人
情
で
あ
ろ
う
。

「
煽
る
」
と
い
う
表
現
は
不
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
、
連
日
の
よ
う
に
新
聞
・
テ
レ
ビ

で
宣
伝
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の
人
が
足
を
向
け
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
決

し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
わ
が
国
が
「
博
物
館
大
国
」
た
る
べ
く
潜
在
的
能
力
を

示
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
開
催
で
き
る
会
場
が
あ
り
、
多

く
の
人
を
魅
了
す
る
美
術
品
が
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
安
全
に
輸
送
し
、
展
示
す

る
技
術
力
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
世
界
で
第

一
位
か
ら
第
四
位
を
占
め
る
ほ
ど
、
人
々
が
博
物
館
に
関
心
を
持
ち
、
観
覧
す
る
時

間
と
金
銭
を
費
や
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
民
度
の
高
さ
を
証
明
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
よ
か
ろ
う
。

　

一
方
、「
博
物
館
貧
国
」
に
陥
る
危
険
性
と
し
て
は
、
宣
伝
量
が
多
い
も
の
が
よ
い

展
示
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
人
々
に
与
え
る
こ
と
と
考
え
る
。
さ
ら
に
は
珍

し
い
も
の
、
あ
る
い
は
初
公
開
さ
れ
た
出
品
物
の
み
に
展
示
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
、

誤
っ
た
印
象
を
植
え
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
展
示
会
で
あ
れ
、
担
当
す
る

学
芸
員
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
そ
の
出
品
物
を
並
べ
て
い
る
意
義
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
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珍
し
い
も
の
を
並
べ
る
だ
け
で
は
、
よ
り
珍
し
い
も
の
、
よ
り
大
き
い
も
の
を
陳
列

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
際
限
の
な
い
ス
パ
イ
ラ
ル
へ
陥
る
だ
け
で
あ
る
。
観

覧
者
を
「
初
公
開
」「
史
上
最
大
」「
空
前
絶
後
」
と
い
う
よ
う
な
宣
伝
文
句
で
集
め

た
と
す
れ
ば
、「
次
は
」「
次
は
」
と
い
う
よ
り
大
き
な
刺
激
を
期
待
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
、
い
ず
れ
行
き
詰
ま
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。

　
「
博
物
館
貧
国
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
筆
者
が
で
き
る
こ
と
と
し
て

は
、
常
時
平
成
館
に
御
物
石
器
や
直
弧
文
鏡
が
展
示
し
て
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

う
べ
く
努
力
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
マ
ス
コ
ミ
が
常
設
展
示
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
少
な
い
。
こ
れ
は
協
賛
と
い
う
事
実
が
な
い
に
し
て
も
、
マ
ス
コ
ミ
は
非
日

常
を
報
道
す
る
こ
と
が
使
命
で
あ
り
、
常
設
展
示
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
期
待
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ど
う
や
っ
て
広
報
す
る
か
と
い
う
課
題
は
残
る
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
を
利
用
し
て
地
道
に
説
明
を
重
ね
て
い
く
し
か
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、
入
場
者
が
多
い
展
示
会
が
成
功
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
間
違
っ
た
判
断
を
良
し
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
展
示
会
の
善
し
悪
し
が
、

入
場
者
数
だ
け
で
測
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
学
芸
員
に
は
珍
し
い
も
の
を
陳
列

す
る
こ
と
だ
け
が
求
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
展
示
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
も
何
も

な
く
、
と
に
か
く
珍
し
い
も
の
が
並
び
、
さ
ら
に
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
宣
伝
が
加
わ
れ

ば
集
客
は
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は「
博
物
館
」以
前
の
、江

戸
時
代
に
お
け
る
「
見
せ
物
」
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
観
覧

者
を
集
め
る
こ
と
だ
け
を
、
展
示
会
の
目
的
に
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
効

果
と
い
う
点
だ
け
で
博
物
館
の
存
在
意
義
を
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
博
物

館
に
お
い
て
そ
の
資
料
が
、
そ
の
展
示
会
に
出
品
さ
れ
て
い
る
意
義
を
も
う
一
度
、

一
四
〇
年
前
の
博
覧
会
に
遡
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

小
稿
で
は
、
明
治
六
年
に
何
を
並
べ
る
こ
と
が
博
物
館
の
使
命
で
あ
る
か
を
、
暗

中
模
索
し
て
い
た
時
代
の
展
覧
会
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
今
の
博
物
館

で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
多
種
多
様
な
資
料
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の

中
か
ら
人
が
作
っ
て
き
た
も
の
か
ら
歴
史
を
復
元
す
る
と
い
う
概
念
が
誕
生
し
、
考

古
学
と
い
う
学
問
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
今
、博
物
館
は「
冬

の
時
代
」
と
い
わ
れ
、
学
芸
員
の
需
要
も
先
細
り
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
一
方
、

わ
が
国
で
は
世
界
で
最
も
人
が
集
ま
る
展
示
会
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

り
、
博
物
館
需
要
の
潜
在
意
識
は
高
い
と
も
い
え
る
。
こ
の
意
識
を
確
実
に
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
冬
の
時
代
」
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
信
じ
て

い
る
。
そ
し
て
名
実
と
も
に
文
化
立
国
と
し
て
、観
覧
者
数
世
界
一
を
誇
る
真
の「
博

物
館
大
国
」
と
な
る
日
を
期
待
し
、
そ
の
一
端
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
て

い
き
た
い
。

註①　

椎
名
仙
卓
『
明
治
博
物
館
事
始
め
』
思
文
閣
出
版　

一
九
八
九

　
　

椎
名
仙
卓
『
日
本
博
物
館
成
立
史
―
博
覧
会
か
ら
博
物
館
へ
―
』
雄
山
閣　

二

〇
〇
五

　
　

関
秀
夫
『
博
物
館
の
誕
生
―
町
田
久
成
と
東
京
帝
室
博
物
館
―
』
岩
波
新
書
（
新

赤
版
）
九
五
三　

二
〇
〇
五

②　
『
集
古
十
種
』
に
つ
い
て
は
、
左
記
展
示
会
図
録
を
参
照
し
た
。

　
　

福
島
県
立
博
物
館　
『
あ
る
く
・
う
つ
す
・
あ
つ
め
る　

松
平
定
信
の
古
文
化
財
調

査 
集
古
十
種
』
二
〇
〇
〇
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五

③　

吉
田
衣
里
「
古
物
―
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
継
承
―
」『
近
代
画
説
』
一
二　

明
治

美
術
学
会　

二
〇
〇
三

④　

平
賀
國
倫
編
『
日
本
古
典
全
集　

物
類
品
隲
』
日
本
古
典
全
集
刊
行
会　

一
九
二
八

⑤　

斎
藤
忠
『
木
内
石
亭
』
人
物
叢
書　

新
装
判　

吉
川
弘
文
館　

一
九
八
九

⑥　

ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
を
参
照
し
た
。

　
　

角
山
幸
洋
『
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
の
研
究
』
関
西
大
学
出
版
部　

二
〇
〇
〇

⑦　

徳
田
誠
志
「
Ｈ
・
Ｖ
・
シ
ー
ボ
ル
ト
と
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
資
料
―
日
本
考
古

学
黎
明
期
の
一
断
面
―
」『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
九　

二
〇
〇
三

⑧　
「
告
示
文
」
は
、
左
記
の
図
書
か
ら
引
用
し
た
。

　
　
「
明
治
六
年
の
博
覧
会
」『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』
九
〇
頁　

東
京
国
立
博
物
館　

一
九
七
三

⑨　

東
京
文
化
財
研
究
所『
明
治
期
府
県
博
覧
会
出
品
目
録
―
明
治
四
年
～
九
年
』　

中

央
公
論
美
術
出
版　

二
〇
〇
四

⑩　
『
撥
雲
余
興
』
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
を
参
照
し
た
。

　
　

斎
藤
忠
編
『
日
本
考
古
学
史
資
料
集
成
』
2　

明
治
時
代
一　

吉
川
弘
文
館　

一
九

七
九

⑪　
「
口
達
」
は
、
左
記
の
図
書
よ
り
引
用
し
た
。

　
　
「（
3
）
博
覧
会
事
務
局
、在
京
華
族
に
口
達
す
る
」『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』
資

料
編　

六
一
〇
頁　

東
京
国
立
博
物
館　

一
九
七
三

⑫　
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』
資
料
編
に
は
、一
例
と
し
て
「
土
岐
頼
知
」
が
博
覧
会

事
務
局
へ
提
出
し
た
書
類
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　
「（
5
）
在
京
華
族
土
岐
頼
知
ら
所
持
品
目
録
を
届
け
出
る
」『
東
京
国
立
博
物
館
百
年

史
』
資
料
編　

六
一
〇
頁　

東
京
国
立
博
物
館　

一
九
七
三

⑬　

神
田
孝
平
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
左
記
論
考
を
参
照
し
た
。

　
　

角
田
芳
昭
「『
日
本
大
古
石
器
考
』
資
料
論
考
」『
考
古
学
叢
考
』
斎
藤
忠
先
生
頌
寿

記
念
論
文
集
刊
行
会　

吉
川
弘
文
館　

一
九
八
八

⑭　

Ｅ
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
の
出
版
し
た
大
森
貝
塚
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
を
参

照
し
た
。

　
　

近
藤
義
郎
・
佐
原
真
編
訳
『
大
森
貝
塚　

付
関
連
史
料
』
岩
波
文
庫　

青
四
三
二

－

一　

岩
波
書
店　

一
九
八
八

⑮　
『
尚
古
図
録
』
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
を
参
照
し
た
。

　
　

斎
藤
忠
編
『
日
本
考
古
学
史
資
料
集
成
』
2　

明
治
時
代
一　

吉
川
弘
文
館　

一
九

七
九

⑯　
「
霹
靂
碪
」
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
を
参
照
し
た
。

　
　

斎
藤
忠
「
へ
き
れ
き
ち
ん
」『
日
本
考
古
学
用
語
辞
典
』
学
生
社　

一
九
九
二

⑰　
『
日
本
大
古
石
器
考
』
に
つ
い
て
は
、
左
記
復
刻
版
を
参
照
し
た
。

　
　

神
田
孝
平
『
日
本
大
古
石
器
考
』
復
刻
日
本
考
古
学
文
献
集
成　

第
六
回
配
本　

第

一
書
房　

一
九
八
三

⑱　

各
石
棒
の
石
材
の
同
定
に
つ
い
て
は
、
左
記
図
書
を
参
照
し
た
。

　
　
『
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
室
所
蔵　

石
器
資
料
の
石
質
調
査
』
古
文
化
財
保
存
科

学
研
究
会
調
査
報
告　

関
西
大
学
工
業
技
術
研
究
所　

一
九
九
〇

⑲　

島
田
貞
彦
「
播
磨
國
三
日
月
村
本
郷
発
見
の
銅
鐸
に
就
て
」『
考
古
学
雑
誌
』　

第
十

五
巻
第
十
号　

一
九
二
五

⑳　

梅
原
末
治
「（
二
）
下
本
郷
銅
鐸
」『
銅
鐸
の
研
究
』
大
岡
山
書
店　

一
九
二
七

�　

置
田
雅
昭
「
兵
庫
県
佐
用
郡
三
日
月
町
下
本
郷
発
見
の
銅
鐸
に
つ
い
て
」

　
　
『
兵
庫
県
の
歴
史
』
26　

兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会　

一
九
九
〇

　
　

な
お
、
天
理
大
学
付
属
天
理
参
考
館
所
蔵
の
銅
鐸
に
つ
い
て
は
、
同
館
学
芸
員
藤
原

郁
代
氏
よ
り
ご
教
示
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

�　

有
文
石
棒
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
左
記
論
考
を
参
照
し
た
。

　
　

山
田
康
弘
「
有
文
石
棒
の
摩
滅
痕　

―
茨
城
県
岩
井
市
香
取
塚
古
墳
表
採
品
の
石
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棒
を
中
心
に
―
」『
筑
波
大
学　

先
史
学
・
考
古
学
研
究
』
第
五
号　

一
九
九
四

�　

朝
日
新
聞　

東
京
版　

二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
「
阿
修
羅
展
、
入
場
者
数
で
世
界
一

位　

英
誌
が
〇
九
年
調
査
」

�　
「Japans�love�of�exhibitions�proves�recession-proof

」『T
H
E�A
RT
�N
EW
S-
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』　N
O
.212�A

PRIL�2010

�　

読
売
新
聞　

東
京
版　

夕
刊
二
〇
一
〇
年
八
月
一
七
日
「
博
物
館　

攻
め
て
生
き
残

る
」

�　

東
京
国
立
博
物
館
「
第
一
章　

古
の
美　

考
古
遺
物
・
法
隆
寺
献
納
宝
物
・
正
倉
院

宝
物
」『
皇
室
の
名
宝
―
日
本
美
の
華
』
2　

二
〇
〇
九

備
考
：
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