
古
墳
か
ら
出
土
す
る
遺
物
に
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
括
し
て
腕
輪
形
石
製
品
と
総
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

個
々
の
名
称
の
由
来
、
存
在
意
義
等
に
つ
い
て
は
本
誌
前
号
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
遺
物
が
古
墳
時
代
前
期
の
社
会
を
考
察
し
て
い
く
上
で
極
め

て
重
要
な
鍵
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
研
究
史
を
振
り
返
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か

②

で
あ
り
、
筆
者
も
資
料
紹
介
等
を
通
じ
て
考
察
し
て
き
た
。

小
稿
は
腕
輪
形
石
製
品
の
資
料
収
集
を
行
っ
て
い
る
過
程
で
、
い
く
つ
か
の
模
造

品
と
思
わ
れ
る
個
体
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
端
緒
で
あ
り
、
い
わ
ば
腕
輪
形
石
製
品
研

究
の
副
産
物
で
あ
る
。
模
造
品
と
は
す
な
わ
ち
に
せ
も
の
（
Ⅱ
贋
作
）
で
あ
る
の
だ

が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
の
か
を
追
及
し
て
い
く
と
、
江
戸
時
代
中

期
の
弄
石
家
の
活
動
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
小
稿
で
は
こ
れ
ら
腕

輪
形
石
製
品
の
模
造
品
の
紹
介
と
、
そ
の
存
在
理
由
を
考
究
し
て
い
く
と
と
も
に
、

博
物
館
に
お
け
る
保
管
・
収
集
業
務
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

｜
は
じ
め
に

司
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
」

●
●
●
●

さ
て
、
関
西
大
学
博
物
館
に
も
い
く
つ
か
腕
輪
形
石
製
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
品
に
は
出
土
地
不
詳
の
も
の
が
少
な
く
な
く
、

こ
の
点
で
は
考
古
学
研
究
に
あ
た
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
第
一
級
の
資
料
と
い
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
。
そ
の
う
ち
鍬
形
石
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て

は
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
る
伽
、
そ
の
際
に
も
こ
れ
ら
の
全
て
が
古
墳
時
代
遺
物
で
あ

る
か
否
か
判
断
に
苦
し
む
も
の
が
あ
り
、
若
干
の
嫌
疑
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
古
墳
時
代
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
出
土
地
、
及

び
出
土
状
況
が
明
確
な
遺
物
と
、
こ
れ
ら
嫌
疑
の
持
た
れ
る
も
の
を
、
形
状
、
使
用

さ
れ
て
い
る
石
材
、
製
作
技
法
、
施
文
方
法
等
に
つ
い
て
多
方
面
か
ら
厳
格
に
比
較

検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
実
際
、
さ
ほ
ど
複
雑
で
な
い
形
状
の
腕
輪
形
石
製
品
で

あ
れ
ば
、
同
様
の
石
材
を
使
用
し
て
後
世
に
作
り
出
す
こ
と
は
十
分
可
能
性
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
作
り
出
さ
れ
た
も
の
に
施
さ
れ
た
、
古

色
を
帯
び
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
無
理
に
風
化
さ
せ
る
な
ど
の
作
為
は
、
今
日
の
研
究

者
に
と
っ
て
、
何
と
は
な
く
不
自
然
な
感
じ
を
抱
か
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
科
学
的

な
分
析
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
に
不
自
然
な
感
と

徳
田
誠
志

一
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い
う
感
覚
的
な
判
断
が
可
能
な
個
体
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
で
改
め
て
関
西
大
学
博
物
館
の
所
蔵
品
を
見
る
と
、
次
章
で
紹

介
す
る
資
料
の
よ
う
に
明
ら
か
な
模
造
品
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、

同
様
の
例
を
他
の
博
物
館
に
求
め
た
結
果
、
今
回
紹
介
す
る
よ
う
な
個
体
が
散
見
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
は
大
半
が
出
土
地
不
詳
で
あ
り
、
多
く
が
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中

に
あ
る
。
よ
っ
て
な
か
な
か
世
間
の
耳
目
を
集
め
る
も
の
で
は
な
い
し
、
博
物
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
個
体
の
醸
し
出
す
不
自
然
さ
か
ら
蔵
品

目
録
等
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
い
。
よ
っ
て
、
実
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
な
か

な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
一
○
、
二
○
個
と
い
う
数
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

フ
ー
や
Ｏ

考
古
資
料
に
限
ら
ず
美
術
品
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
文
献
史
料
で
も
贋
作
、
偽
書
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
の
結
果
、
古
今
東
西
を
限
ら
ず
に
せ
も
の
騒
ぎ
が

起
き
、
多
く
の
場
合
売
買
に
伴
う
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
故
に
贋
作
に

つ
い
て
は
闇
の
話
、
あ
る
い
は
醜
聞
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
論
考
の

④

対
象
に
す
る
こ
と
も
憧
ら
れ
る
風
潮
が
な
い
と
は
い
え
ま
い
。

今
回
、
こ
の
よ
う
な
腕
輪
形
石
製
品
の
に
せ
も
の
を
扱
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
腕
輪

形
石
製
品
の
模
造
品
が
存
在
す
る
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
の
存
在
理
由
を
考
え
て
い
く

こ
と
に
あ
る
。
よ
っ
て
醜
聞
の
類
と
は
縁
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
冒
頭
に
記
し
て

お
き
た
い
。

で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
腕
輪
形
石
製
品
の
に
せ
も
の
を
取
り
扱
う
か
と
い
う
理
由

は
、
今
回
の
腕
輪
形
石
製
品
を
は
じ
め
江
戸
時
代
の
弄
石
家
が
競
っ
て
〃
も
の
〃
を

収
集
し
た
活
動
が
今
日
の
博
物
館
活
動
の
礎
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
当
時
の
本
草
学
、
あ
る
い
は
物
産
学
と
呼
ば
れ
た
実
証
性
を
重
ん
じ
た
実
学
の

本
章
で
は
今
回
実
見
し
、
実
測
図
を
作
成
で
き
た
四
例
を
提
示
し
、
腕
輪
形
石
製

品
の
模
造
品
の
実
態
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

・
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
品
（
第
１
図
写
真
１
）

全
長
一
三
・
四
セ
ン
チ
を
測
り
、
頂
辺
が
や
や
尖
っ
た
楕
円
形
に
近
い
形
状
を
呈

す
る
。
現
在
は
中
央
付
近
で
二
つ
に
割
れ
て
い
る
も
の
を
接
合
し
て
い
る
。
上
半
部

に
横
方
向
の
六
条
の
沈
線
を
施
し
、
中
央
に
も
縦
位
の
沈
線
を
施
す
。
中
央
や
や
上

に
ほ
ぼ
円
形
の
孔
を
あ
け
て
い
る
。
形
状
と
し
て
は
車
輪
石
の
よ
う
で
も
あ
り
、
新

相
を
示
す
鍬
形
石
の
よ
う
で
も
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
左
右
対
称
形
の
鍬
形
石

を
模
造
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
少
し
細
か
く
観
察
す
る
と
、
形
状
は
逆
台
形
に
近
い
上
半
部
と
半
円
形
の
下

半
部
か
ら
な
り
、
最
大
幅
は
九
・
五
五
セ
ン
チ
を
測
る
。
製
作
の
順
序
と
し
て
は
全

体
の
形
状
を
作
り
出
し
た
の
ち
、
中
央
の
孔
を
最
初
に
穿
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
状
況
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
腕
輪
形
石
製
品
の
に
せ
も
の
が
、
博
物
館
の
機
能
の
ひ
と
つ
で
あ
る
保

管
・
収
集
業
務
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
材
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

ま
た
、
腕
輪
形
石
製
品
に
限
ら
ず
、
今
日
の
膨
大
な
出
土
資
料
の
洪
水
の
な
か
で

省
み
ら
れ
る
機
会
の
少
な
い
、
考
古
学
史
を
振
り
返
る
こ
と
で
も
あ
り
、
ひ
い
て
は
、

腕
輪
形
石
製
品
に
よ
っ
て
古
墳
時
代
前
期
の
社
会
を
考
察
し
て
い
く
際
の
血
肉
に
な

っ
て
い
く
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

二
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
の
諸
例

一
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第1図関西大学博物館所蔵品実測図(1/2)

こ
の
孔
は
長
径
四
・
一
四
セ
ン
チ
、
短
径
三
・
六
二
セ
ン
チ
を
測
る
や
や
縦
長
の
も

の
で
、
断
面
図
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
表
裏
か
ら
削
り
取
る
よ
う
に
穿
孔
し
て
い

き
、
そ
の
結
果
断
面
が
鼓
形
を
呈
す
る
。
す
な
わ
ち
本
来
の
鍬
形
石
、
車
輪
石
の
孔

は
抜
き
取
っ
た
も
の
が
円
筒
形
に
な
る
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
穿
孔
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
本
品
の
孔
の
形
状
は
本
来
の
腕
輪
形
石
製
品
と
大
き
く
異
な
る
と
い
え
る
。
次

に
、
こ
の
孔
か
ら
上
方
に
向
け
て
一
条
の
沈
線
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
横
方
面
の
沈
線

に
比
べ
や
や
幅
広
い
も
の
で
あ
る
。
横
方
面
の
沈
線
は
す
べ
て
中
央
か
ら
外
方
に
向

け
て
刻
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
○
・
四
’
○
・
六
セ
ン
チ
ほ
ど
の
幅
で
あ
り
、
沈

線
の
断
面
形
は
三
角
形
を
呈
し
、
い
ず
れ
も
鋭
利
な
刃
物
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
て
い
る

も
の
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
他
、
裏
面
は
無
文
で
あ
り
、
周
囲
は
角
を
落
と
し
て
丸

く
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
表
面
に
は
不
定
方
向
の
研
磨
痕
が
残
さ
れ
、
下
半
部
は
基

本
的
に
横
方
向
の
研
磨
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
色
調
は
全
体
に
暗
茶
灰
色
を
呈
し
、
土
、

朱
等
は
現
状
で
は
観
察
さ
れ
な
い
。
石
材
は
砂
粒
を
多
く
含
む
石
材
で
あ
り
、
肉
眼

観
察
で
は
あ
る
が
、
砂
岩
系
の
石
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
は
っ
き
り
し
な
い
。

少
な
く
と
も
通
常
の
腕
輪
形
石
製
品
に
使
用
さ
れ
る
碧
玉
や
緑
色
凝
灰
岩
で
な
い
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
後
述
す
る
高
山
市
郷
土
館
が
保
管
す
る
資
料
と
極
め
て
よ
く
似

た
石
材
を
使
用
し
て
い
る
。

⑤

さ
て
、
本
品
の
来
歴
で
あ
る
が
昭
和
一
○
年
刊
行
の
『
本
山
考
古
室
要
録
』
に
よ

る
と
「
滑
石
製
假
器
出
土
地
不
詳
真
偽
不
詳
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て

本
品
が
本
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
出
土
地
等

の
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
真
偽
に
つ
い
て
疑
問
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
以
前
の
所
蔵
先
を
考
え
る
と
、
本

品
が
本
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
を
な
し
て
い
る
神
田
孝
平
の
所
蔵
品
で
あ
ろ
う
と

一
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い
う
点
も
想
定
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
神
田
の
著
し
た
『
日
本
太
古
石

⑥
⑦

器
考
』
の
中
に
同
様
の
個
体
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
神
田
が
こ
れ
ら
の
遺
物
に

強
い
興
味
を
抱
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
個
体
そ
の
も
の
に
つ
い

て
、
神
田
が
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
類
例
調
査
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、
後
述
す
る
二
木
長
嚥
が
残
し
た
文
書
の

中
に
、
本
品
の
拓
本
、
略
図
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
は
一
枚
の

半
紙
に
も
う
一
点
別
の
模
造
品
と
思
わ
れ
る
個
体
の
略
図
と
と
も
に
描
か
れ
た
も
の

で
あ
る
（
写
真
２
）
。
た
だ
、
こ
の
半
紙
に
つ
い
て
は
注
記
が
な
く
、
い
つ
だ
れ
に

よ
っ
て
採
拓
さ
れ
、
略
図
が
描
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
厳
密
に
は
不
明
で
あ
る
。
し

か
し
長
嚥
以
外
の
人
物
が
残
し
た
と
は
考
え
が
た
く
、
さ
ら
に
推
測
に
は
な
る
が
、

長
嚥
が
寛
政
年
間
に
木
内
石
亭
ら
を
訪
問
し
、
神
代
石
の
採
拓
、
模
写
を
行
っ
て
い

た
時
の
習
作
で
は
な
か
ろ
う
か
。
石
亭
の
手
元
に
あ
っ
た
か
否
か
の
個
人
名
は
と
も

か
く
、
江
戸
時
代
弄
石
家
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味

で
こ
の
拓
本
、
略
図
は
、
本
品
が
江
戸
時
代
か
ら
伝
世
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

史
料
で
あ
り
、
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
の
出
自
を
考
え
て
い
く
う
え
で
も
貴
重
な

も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
個
体
に
類
似
し
た
資
料
が
『
古
圖
類
纂
』
に
示
さ
れ
て
い
る
（
第
２

⑧図
）
。
こ
こ
に
示
し
た
も
の
は
石
亭
の
手
元
に
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
外
形
は

極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
大
き
さ
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
相
違
す
る
点
は
上
辺
中
央
か

ら
孔
に
か
け
て
の
沈
線
が
認
め
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
絵
図
の

信
懸
性
が
問
題
で
あ
り
、
関
西
大
学
所
蔵
品
と
同
一
個
体
が
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き

な
い
も
の
の
、
石
亭
の
元
に
極
め
て
よ
く
似
た
石
製
品
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
認

め
ら
れ
よ
う
。
お
そ
ら
く
第
２
図
に
示
し
た
も
の
も
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
想
定
が
正
し
け
れ
ば
、
類
似
し
た
模
造
品
が
い
く
つ
も
製

作
さ
れ
、
江
戸
時
代
弄
石
家
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

・
天
理
参
考
館
所
蔵
資
料

天
理
参
考
館
に
は
以
下
に
述
べ
る
二
点
の
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。

第
３
図
に
示
し
た
も
の
は
、
か
つ
て
梅
原
末
治
氏
が
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
伽
、

ま
ず
そ
の
形
状
を
記
述
し
て
い
く
（
第
３
図
写
真
３
）
。
本
品
は
鍬
形
石
の
模
造

品
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
取
り
敢
え
ず
本
来
の
鍬
形
石
の
名
称
を
借
用
し
て
記
述
を

進
め
て
い
く
。
ま
た
、
表
裏
と
も
に
同
様
の
文
様
が
施
文
さ
れ
て
お
り
、
本
来
は
表

裏
の
区
別
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
便
宜
上
、
突
起
部
が
右
側
に
く
る
面
を
表

と
し
て
記
述
し
て
い
く
。

笠
状
部
に
あ
た
る
部
分
は
幅
三
・
九
六
セ
ン
チ
、
高
さ
一
・
一
五
セ
ン
チ
を
測
り
、

上
面
か
ら
見
る
と
長
楕
円
形
を
呈
し
て
い
る
。
上
端
近
く
に
弱
い
横
方
向
の
沈
線
が

一
条
施
さ
れ
て
お
り
、
一
応
文
様
と
し
て
の
意
識
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
環
状

第2図『古圖類纂』所1咽製品(注⑧より）
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部
中
央
の
孔
は
直
径
約
一
・
六
セ
ン
チ
を
測
る
ほ
ぼ
正
円
形
で
、
全
体
の
大
き
さ
に

比
べ
る
と
小
さ
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
環
状
部
に
は
四
条
の
凸
帯
を
作
り
出
し
、
そ

の
中
央
部
に
そ
れ
ぞ
れ
沈
線
を
施
す
。
こ
の
よ
う
な
形
状
の
施
文
は
一
般
に
琴
柱
形

石
製
品
に
よ
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
環
状
部
の
右
側
に
一
段
低
く
長
さ

二
・
五
二
セ
ン
チ
、
幅
○
・
六
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の
長
方
形
の
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
部
分
に
は
何
の
文
様
も
な
く
、
本
来
の
鍬
形
石
の
右
側
に
あ
る
突
起
部

を
模
倣
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
環
状
部
と
板
状
部
の
間
に
幅
七
・
八
七
セ
ン

チ
、
高
さ
二
・
○
二
セ
ン
チ
を
測
る
両
側
に
飛
び
出
し
た
横
帯
が
作
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
横
帯
の
表
面
に
七
本
の
縦
方
向
の
沈
線
が
施
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
央
に
も
横

方
向
の
沈
線
が
一
条
刻
ま
れ
て
い
る
。
側
面
に
も
同
様
の
形
状
で
十
文
字
の
沈
線
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
沈
線
は
い
ず
れ
も
シ
ャ
ー
プ
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ほ

ど
磨
耗
も
し
て
お
ら
ず
、
鋭
い
刃
物
で
施
文
き
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
板
状
部
に

は
一
切
文
様
が
な
く
、
表
裏
と
も
に
研
磨
痕
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
側
面
に
は

若
干
欠
損
が
あ
る
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
故
意
に
暇
疵
を
付
け
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
部
分
も
あ
る
。

以
上
、
形
状
は
突
起
部
を
除
き
左
右
対
称
で
あ
り
、
ま
た
表
裏
の
区
別
も
な
い
た

め
、
側
面
図
に
も
示
し
た
よ
う
に
反
り
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
全
体
の
色
調
は

灰
色
を
呈
し
、
わ
ず
か
に
緑
色
を
帯
び
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
石
材
は
緑
色
凝
灰
岩
、

碧
玉
で
は
な
く
、
粘
板
岩
系
の
石
材
で
あ
り
、
比
重
が
高
く
、
重
く
感
じ
ら
れ
る
石

材
で
、
本
来
の
腕
輪
形
石
製
品
に
使
用
さ
れ
る
石
材
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
梅
原
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
表
裏
と
も
沈
線
の
中
を
中
心
に
赤
色
顔
料

が
付
着
し
て
い
る
。
梅
原
氏
は
こ
の
事
実
を
も
っ
て
古
墳
か
ら
の
出
土
品
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
品
が
模
造
品
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
い
え
ば
、
こ
の
赤
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色
顔
料
に
も
不
自
然
な
感
を
受
け
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
赤
色
顔
料
の
科
学
的
な

分
析
を
行
わ
な
い
と
結
論
は
得
ら
れ
な
い
が
、
古
墳
時
代
の
赤
色
顔
料
で
あ
る
か
否

か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
色
調
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、
板
状
部

の
一
部
に
何
か
を
塗
り
付
け
た
よ
う
な
部
分
が
観
察
で
き
る
。
こ
れ
が
何
で
あ
る
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
古
色
を
帯
び
さ
せ
る
よ
う
な
作
為
と
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ

う
（
や
Ｏ

さ
て
、
本
品
の
性
格
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
梅
原
氏
は
本
品
に
極
め
て
類

似
し
た
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
、
古
墳
時
代
の
遺
物
と
し
て
鋏
形
石
製
品
と
い
う
名
称

を
与
え
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
梅
原
氏
も
『
出
土
地
鮎
の
詳
ら
か
で

な
い
遊
離
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
性
質
を
孜
え
る
考
古
學
上
の
資
料
と
し
て

不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
み
得
な
い
。
』
云
々
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

梅
原
氏
が
紹
介
さ
れ
た
以
後
の
調
査
で
も
古
墳
の
内
部
施
設
は
も
と
よ
り
、
古
墳
時

代
の
遺
跡
か
ら
の
出
土
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
鋏
形
石
製
品
そ
の
も

の
が
古
墳
時
代
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
か
ら
考
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

所
謂
、
石
製
模
造
品
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
、
斧
、
鎌
、
鑿
、
鉋
等
を
模
倣
し

た
遺
物
が
往
々
と
し
て
古
墳
の
副
葬
品
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
模
造
品
に
つ
い
て
は
鉄
製
の
利
器
と
し
て
の
製
品
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
。
逆

に
鍼
と
ぎ
れ
る
鉄
製
品
は
出
土
し
て
い
な
い
。
短
冊
形
鉄
斧
、
あ
る
い
は
大
形
の
鉄

製
斧
が
鍼
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
工
具
と
し
て
存
在
す
る
が
、
梅
原

氏
の
指
摘
し
た
中
国
の
製
品
に
類
似
し
た
鋏
と
考
え
ら
れ
る
鉄
製
品
は
出
土
し
て
い

な
い
。こ

の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
個
体
は
鍬
形
石
の
模
造
品
と
し
て
扱
え
る
資
料
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
梅
原
氏
が
先
の
論
文
の
中
で
紹
介
し
た
資
料
の
い
ず

れ
も
が
、
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

続
い
て
も
う
一
点
の
模
造
品
と
思
わ
れ
る
石
製
品
に
つ
い
て
記
述
す
る
（
第
４
図

写
真
４
）
。
形
状
は
鍬
形
石
と
考
え
て
よ
く
、
よ
っ
て
前
述
の
も
の
と
同
様
鍬
形
石

の
各
部
名
称
を
借
用
し
て
記
述
を
進
め
て
い
く
。
全
長
は
一
二
・
二
○
セ
ン
チ
を
測

る
、
笠
状
部
は
幅
六
・
三
八
セ
ン
チ
、
高
さ
一
・
五
一
セ
ン
チ
で
、
上
面
形
は
蒲
鉾

状
を
示
す
。
表
面
に
は
四
条
の
沈
線
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
条
の
凸
線
を
作
り

出
し
て
い
る
。
環
状
部
は
平
坦
面
が
な
く
側
面
ま
で
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
も
っ
て
裏

面
に
至
る
。
よ
っ
て
断
面
形
は
扇
状
に
近
い
形
状
を
示
す
。
孔
は
長
径
五
・
三
八
セ

ン
チ
、
短
径
四
・
○
五
セ
ン
チ
を
測
り
、
ほ
ぼ
左
右
対
称
の
楕
円
形
を
呈
す
る
。
右

側
に
作
ら
れ
て
い
る
突
起
部
は
孔
の
ほ
ぼ
中
央
付
近
の
高
さ
に
作
ら
れ
て
お
り
、
張

り
出
し
は
低
く
、
板
状
部
の
右
辺
と
ほ
ぼ
直
線
で
結
ん
だ
線
上
に
あ
る
。
こ
の
突
起

の
表
面
に
は
一
○
本
の
細
い
沈
線
に
よ
っ
て
斜
格
子
目
状
の
施
文
が
施
さ
れ
て
い
る
。

通
常
の
鍬
形
石
に
お
い
て
は
こ
の
部
分
は
無
文
で
あ
る
か
、
一
、
二
条
の
沈
線
が
施

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
個
体
の
よ
う
に
斜
格
子
目
状
の
施
文
は
管
見
で
は
知
ら
な

い
。
車
輪
石
、
石
釧
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
斜
格
子
目
の
文
様
は
極
め
て
少
な
く
、

一
般
に
腕
輪
形
石
製
品
に
は
用
い
ら
れ
な
い
文
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
が

本
品
を
模
造
品
と
考
え
る
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
。
板
状
部
に
つ
い
て
は
左
辺
が
短
く
、

よ
っ
て
下
辺
は
左
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
板
状
部
は
通
常
突
起
部
下
の
割
り
込
み

か
ら
緩
や
か
な
曲
線
を
描
く
の
が
通
常
で
あ
る
。
本
品
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
下
に
延

び
る
も
の
は
左
右
対
称
形
の
鍬
形
石
以
外
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
品
に

つ
い
て
、
右
辺
が
短
い
こ
と
と
併
せ
て
全
体
の
形
状
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
感
を
受
け

る
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

一
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裏
面
に
つ
い
て
は
笠
状
部
か
ら
孔
に
至
る
ま
で
の
縦
位
の
凹
線
が
刻
ま
れ
て
い
る

だ
け
で
、
他
の
文
様
は
一
切
認
め
ら
れ
ず
、
笠
状
部
と
環
状
部
の
境
、
あ
る
い
は
環

状
部
と
板
状
部
の
境
を
示
す
よ
う
な
線
も
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
製
品
は
滋
賀

⑩

県
北
谷
二
号
墳
に
出
土
例
が
あ
る
が
、
未
製
品
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
反
り

は
側
面
図
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
板
状
部
の
厚
み
が
先
端

に
い
く
に
従
っ
て
薄
く
な
る
の
に
伴
い
若
干
の
カ
ー
ブ
を
描
く
に
過
ぎ
な
い
。

色
調
は
淡
緑
色
を
呈
し
、
石
材
は
比
較
的
硬
質
感
の
あ
る
石
材
で
あ
り
、
碧
玉
に

近
い
石
材
で
あ
る
。
石
材
と
し
て
は
前
述
の
も
の
が
腕
輪
形
石
製
品
に
は
使
用
さ
れ

な
い
石
材
を
使
用
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
個
体
の
石
材
は
本
来
の
腕

輪
形
石
製
品
に
お
い
て
も
十
分
使
用
さ
れ
る
石
材
で
あ
る
。

さ
て
、
本
品
を
模
造
品
と
す
る
根
拠
は
、
突
起
部
の
施
文
と
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ

ョ
ン
で
あ
り
、
や
や
感
覚
的
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
石
材
に
つ
い
て
は
十
分
本

来
の
腕
輪
形
石
製
品
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
文
献
史
料

の
中
に
も
本
品
を
示
す
よ
う
な
記
述
、
絵
図
面
、
拓
本
は
見
当
ら
な
い
。
よ
っ
て
、

模
造
品
と
し
て
扱
う
に
は
不
安
も
残
る
が
、
今
回
は
前
述
し
た
不
自
然
な
感
を
抱
か

し
め
る
と
い
う
感
覚
に
従
い
模
造
品
と
し
て
扱
っ
て
い
き
た
い
。

以
上
、
天
理
参
考
館
に
所
蔵
さ
れ
る
二
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
い
ず
れ
も
出

土
地
は
不
詳
で
あ
り
、
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
購
入
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
と
い
う
。

・
高
山
市
郷
士
館
保
管
資
料

江
戸
時
代
の
弄
石
家
の
一
人
で
あ
る
二
木
長
嚥
の
所
蔵
品
の
多
く
は
、
現
在
高
山

市
郷
士
館
に
保
管
き
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
も
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
が
あ
る
。

長
嚥
に
つ
い
て
は
次
章
で
も
触
れ
る
が
、
ま
ず
、
模
造
品
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
記
述
し
て
お
く
（
第
５
図
写
真
５
）
。
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形
状
は
直
径
六
・
○
七
’
六
・
二
セ
ン
チ
を
測
る
ほ
ぼ
正
円
形
の
個
体
で
、
中

央
に
直
径
一
・
六
セ
ン
チ
ほ
ど
の
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
。
環
状
部
の
断
面
形
か
ら
車

輪
石
を
模
倣
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
模
造
品
の
た
め
に
真
の
腕
輪
形
石
製
品
と

比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
手
本
と
し
た
腕
輪
形
石
製
品
は
存
在

し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
き
さ
と
い
い
、
施
文
と
い
い
真
の
腕
輪
形
石
製
品
と
は

程
遠
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
施
文
は
、
表
面
の
斜
面
に
一
二
条
の
沈
線
を
施
し
、
さ
ら
に
各
間
を
中
央
の

孔
か
ら
外
方
に
向
け
て
凹
線
を
刻
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
様
は
極
め
て
鈍
い
も
の

で
あ
り
、
一
二
条
の
沈
線
は
一
応
断
面
三
角
形
を
呈
す
る
が
、
そ
の
間
の
凹
線
は
弱

く
、
浅
い
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
に
施
文
は
雑
で
あ
り
、
孔
の
穿
孔
も
関
西
大
学
博

物
館
所
蔵
品
と
同
じ
く
、
穿
孔
は
表
裏
か
ら
削
る
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の

色
調
は
暗
茶
灰
色
を
呈
し
、
石
材
は
砂
粒
を
多
く
含
む
も
の
で
、
先
の
関
西
大
学
所

蔵
品
に
類
似
し
、
少
な
く
と
も
本
来
の
腕
輪
形
石
製
品
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な

’

／

這
、
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裏
面
は
無
文
で
あ
る
が
、
「
和
州
古
野
社
丹
波
市
野
山
」
と
記
さ
れ
た
和
紙
が
張

り
付
け
ら
れ
て
い
る
（
写
真
６
）
。
こ
の
地
名
は
出
土
地
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
、
「
丹
波
市
」
と
い
う
地
名
は
現
在
の
奈
良
県
天
理
市
丹
波
市
町
で
あ
ろ
う
。
よ

っ
て
「
古
野
」
は
「
布
留
野
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
野
山
」
に
あ
た

る
地
名
は
不
明
で
、
こ
の
出
土
地
が
古
墳
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
「
和

州
古
野
社
丹
波
市
野
山
」
と
い
う
地
名
は
、
他
の
文
献
に
お
い
て
も
石
製
品
の
出
土

地
名
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
石
製
品
が
出
土
す
る
場
所
と
し
て
江
戸
時
代
に
有
名

な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
個
体
は
模
造
品
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
出
土
地
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
不
可
解
で
あ
り
、
却
っ

て
作
為
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
個
体
の
よ
う
に
「
和
州
」
出

土
と
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
模
造
品
に
付
加
価
値
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
推

測
で
き
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
天
理
市
周
辺
に
は
腕
輪
形
石
製
品
が
多
数
出
土
し
て

い
る
櫛
山
古
墳
を
は
じ
め
前
期
古
墳
が
集
中
し
、
ま
た
近
く
の
石
上
神
宮
か
ら
も
石

製
品
が
出
土
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
こ
の
地
域
が
腕
輪
形
石
製
品
が

多
数
出
土
す
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
弄
石

家
の
一
人
で
あ
る
大
和
普
賢
院
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
名
称
を
付
け
る
際

の
要
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
本
個
体
の
周
囲
に
は
墨
の
痕
跡
が
残
り
、
お
そ
ら
く
以
下
に
述
べ
る
絵
図

が
描
か
れ
た
時
に
付
着
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
本
品
が
ど
の
よ
う
に
長
嚥
の
手
元
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

長
嚥
の
手
元
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
写
真
７
に
示
し
た
『
神
代
石
圖
巻
之

乾
』
の
冒
頭
に
本
品
の
絵
図
が
描
か
れ
、
「
大
如
圖
厚
サ
三
分
位
圓
径
二
寸
裏

い
○

一
一
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和
州
古
野
社
丹
波
市
野
山
」
と
左
右
に
注
記
し
て
あ
る
（
写
真
８
）
。
こ
の
『
神
代

石
圖
』
は
巻
之
坤
の
巻
末
に
「
右
図
ス
ル
所
ノ
古
石
ハ
予
曽
祖
父
長
右
衛
門
俊
恭
長

嚥
ト
号
ス
性
来
石
癖
ア
リ
四
方
二
請
求
シ
テ
既
蔵
ス
ル
所
ナ
リ
（
以
下
略
）
」
と
あ

り
、
明
治
一
八
年
五
月
二
五
日
長
右
衛
門
俊
晨
の
署
名
が
あ
る
。
よ
っ
て
模
写
は
明

治
一
八
年
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
石
器
は
本
来
長
嚥
の
手

元
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
具
体
的
に
本
品
の
来
歴
を
知

る
資
料
は
な
い
が
、
長
嚥
の
収
集
品
は
飛
騨
地
方
出
土
の
縄
文
時
代
石
器
類
が
中
心

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
は
異
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実

と
は
信
じ
難
い
が
、
奈
良
県
出
土
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

寛
政
年
間
に
関
西
方
面
を
訪
れ
た
時
、
長
輔
自
身
が
買
い
求
め
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。
も
う
一
つ
の
入
手
方
法
と
し
て
は
、
石
亭
が
再
三
、
長
嚥
に
石
器
の
讓
渡
を

求
め
て
お
り
、
長
嚥
が
何
度
か
そ
の
要
請
に
答
え
た
こ
と
が
、
残
さ
れ
て
い
る
書
簡

か
ら
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
二
人
の
間
で
石
器
の
交
換
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

⑪

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
品
は
長
嚥
が
送
っ
た
飛
騨
地
方
出
土
石
器
と
交
換
に
石
亭

か
ら
送
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
石
亭
に
限
ら
ず
と
も
、
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
同
類
の
弄
石
家
と
交
換
し
合
う
こ
と
は
か
な
り
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
で
長
嚥
の
手
元
に
届
け
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
本
品
は
古
墳
時
代
の
石
製
品
で
は
な
く
明
ら
か
に
模
造
品
で
あ
る

の
だ
が
、
他
の
資
料
が
何
回
か
の
所
蔵
先
を
経
て
現
在
の
博
物
館
等
に
納
め
ら
れ
て

い
る
の
と
は
異
な
り
、
江
戸
時
代
の
弄
石
家
が
収
集
し
た
状
態
で
今
日
ま
で
伝
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
弄

石
家
の
活
動
を
遺
物
と
残
さ
れ
た
書
簡
等
の
史
料
の
両
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で

前
章
に
お
い
て
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
の
諸
例
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
遺
物
が
少

な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
性
格
を
考
察
し
、
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
模
造
品
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

結
論
を
先
に
述
べ
る
と
前
章
で
紹
介
し
た
資
料
の
い
ず
れ
も
が
、
江
戸
時
代
中
期

（
一
八
世
紀
後
半
）
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は

個
々
の
記
述
で
も
指
摘
し
た
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
模
造
品
は
出
土
地
が
不
詳
で
あ
る
。
長
輔
の
所
蔵

き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
に
つ
い
て
今
回
実
見
で
き
た
四
例
を
紹
介
し
て

き
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
種
の
模
造
品
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

今
回
は
図
示
し
な
か
っ
た
が
、
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
品
に
お
い
て
も
他
に
何
点
か

模
造
品
が
存
在
し
て
い
る
。
か
っ
て
紹
介
し
た
小
形
の
鍬
形
石
も
、
現
在
で
は
模
造

⑫

品
の
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
他
、
梅
原
氏
が
前
掲
の
論
文
の
中
で
紹
介
し
た
藤
田
美
術
館
所
蔵
品
を
は
じ

め
、
多
く
の
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

井
上
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
る
車
輪
石
に
つ
い
て
も
実
見
は
し
て
い
な
い
が
、
写

⑬

真
を
見
る
限
り
模
造
品
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
腕
輪
形
石
製

品
の
模
造
品
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
次
章
で
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
の
か
、
ま
た
そ
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す

う
（
》
○

三
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
の
性
格

一
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品
に
現
在
の
天
理
市
の
出
土
地
名
を
記
し
た
和
紙
が
張
り
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
到

底
信
ず
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
大
き
さ
、

形
状
、
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
製
作
技
法
（
特
に
穿
孔
方
法
）
、
施
文
の
種
類

と
そ
の
状
況
な
ど
い
ず
れ
の
点
を
取
り
上
げ
て
も
、
今
日
古
墳
出
土
の
腕
輪
形
石
製

品
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
出
土
地
が
不
詳
で
あ
る

こ
と
が
即
、
模
造
品
の
根
拠
と
な
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
今
日
知
ら
れ
て
い
な
い

も
の
が
す
べ
て
模
造
品
で
あ
る
と
断
定
し
て
し
ま
う
の
は
乱
暴
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
章
で
観
察
し
た
資
料
の
な
か
に
、
古
色
を
帯
び
さ
せ
る
、

あ
る
い
は
故
意
に
暇
疵
を
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
個
体
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
模
造
品
と
い
う
名
称
で
記
述
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
個

体
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
記
述
す
る
の
で
あ
れ
ば
に
せ
も
の
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
古
墳
時
代
前
期
の
社
会
を
考
察
し
て
い
く
資
料
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
れ
ら
の
に
せ
も
の
が
多
数
作
ら
れ
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か

と
い
う
点
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
え
て
い
く
と
江
戸
時
代
中

期
、
一
八
世
紀
後
半
の
木
内
石
亭
、
木
村
兼
葭
堂
、
二
木
長
嚥
ら
弄
石
家
（
奇
石
家
）

と
呼
ば
れ
た
人
達
の
活
動
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
か
れ
ら
が
〃
石
〃
を

集
め
る
こ
と
に
一
生
を
費
や
し
、
そ
の
研
究
に
没
頭
し
た
な
か
に
腕
輪
形
石
製
品
の

に
せ
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
背
景
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
ま
ず
こ
の
石
亭
、
兼
葭
堂
、
長
輔
の
三
人
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
の
活
動
状

⑭

況
を
た
ど
っ
て
み
る
。
各
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
先
学
の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
成

果
を
援
用
し
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
三
人
の
活
動
は
必
ず
し
も

今
日
の
考
古
学
分
野
の
活
動
に
限
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
石
亭
に
つ
い
て
は
『
曲

玉
問
答
』
等
の
考
古
学
分
野
の
研
究
活
動
が
顕
著
で
は
あ
る
が
、
鉱
物
等
を
含
め
た

石
の
す
べ
て
を
収
集
対
象
と
し
、
兼
葭
堂
、
長
輔
は
と
も
に
画
人
と
し
て
の
才
能
も

⑮

優
れ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
方
面
か
ら
の
考
察
も
多
い
。
彼
ら
は
当
時
の
一
流
の
文

化
人
で
あ
り
、
弄
石
家
と
し
て
の
側
面
は
そ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
小

稿
で
は
か
れ
ら
の
奇
石
収
集
の
点
に
限
っ
て
ま
と
め
て
お
く
。

⑯

彼
ら
三
人
の
略
年
譜
を
表
１
の
よ
う
に
作
成
し
た
。
生
年
は
石
亭
が
一
七
二
四
年

（
享
保
九
年
）
と
年
長
で
あ
り
、
没
年
は
一
八
○
八
年
（
文
化
五
年
）
、
享
年
八
五
歳

の
長
寿
を
全
う
し
て
い
る
。
兼
葭
堂
は
一
七
三
六
年
（
元
文
元
年
）
誕
生
、
一
八
○

二
年
（
享
和
二
年
）
没
の
享
年
六
七
歳
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
二
人
の
活
動
時
期
は

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
長
嚥
は
一
七
五
五
年
（
宝
暦
五
年
）
誕
生
、

一
八
一
四
年
（
文
化
二
年
）
没
の
享
年
六
○
歳
で
あ
り
、
三
人
の
な
か
で
も
最
も

年
小
で
あ
る
。
各
人
の
行
動
及
び
交
流
を
も
う
少
し
細
か
く
み
て
い
く
と
、
石
亭
は

自
著
の
中
で
「
予
三
歳
に
し
て
初
め
て
奇
石
を
愛
し
」
と
あ
る
よ
う
に
一
七
三
四

年
頃
か
ら
石
の
収
集
を
は
じ
め
、
一
七
四
一
年
頃
に
は
既
に
弄
石
家
と
し
て
の
名
声

を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
七
五
二
年
（
宝
暦
二
年
）
に
物
産
学
の
当

時
第
一
人
者
で
あ
っ
た
津
島
恒
之
進
（
如
藺
）
の
弟
子
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
年

一
七
五
一
年
（
宝
暦
元
年
）
に
兼
葭
堂
も
同
門
の
弟
子
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
門

人
と
し
て
は
兼
葭
堂
が
先
輩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
人
を
結
び
つ
け
た
直
接
的
な

き
っ
か
け
は
、
津
島
恒
之
進
（
如
藺
）
の
弟
子
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
二
人
に
よ
っ
て
一
七
六
六
年
（
明
和
三
年
）
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
物
産

会
の
品
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
七
七
三
年
（
安
永
二
年
）
に
大
著
『
雲
根
志
』
前

編
が
刊
行
さ
れ
、
一
七
七
九
年
（
安
永
八
年
）
に
後
編
が
出
版
き
れ
て
い
る
。
こ
の

一
一
一
一
一



表1 木内石亭、木村義葭堂、二木長嚥略年譜 一

一

四

年(年号） 木内石亭 年(年号） 木村兼葭堂 年(年号）
一
一 木長嚥

1724

(享保9）

1734頃

1741頃

1750

(寛延3）

1752

(宝暦2）

1754

(宝暦2）

1766

(明和3）

1773

(安永2）

1775

(安永4）

1779

(安永8）

1783

(天明3）

1790以降

1801

(享和元）

1808

(文化5）

生誕

初めて奇石を愛す。

奇石家として知られ
る ◎

珠光流野本道玄に入

門する。

津島恒之進(如蘭)に

入門する。

津島恒之進死去のた

め田村元雄門下とな

る ○

物産会の品評執事を

兼葭堂と共に務める。

『雲根志』前編刊行

兼葭堂を訪問する。

『雲根志』後編刊行

大病に罹かり、遺書

を認める。

頻繁に奇石の購入を

行う ◎

西遊寺鳳嶺に奇石を

譲渡することが多く
なる

『

0

雲根志』 3編刊行

没享年85歳

1736

(元文元）

1751

(宝暦元）

1760

(宝暦10)

1766

(明和3）

1772

(安永元）

1779

(安永8）

1787

(天明7）

1791

(寛政3）

1797

(寛政9）

1802

(享和2）

生誕

津島恒之進(如蘭)に

入門する。

大阪で開催された物

産会に出品する。

物産会の品評執事を

石亭と共に務める。

本年出土の鍬形石を

入手する。

小野蘭山の許へ通う。

石亭宅に宿泊する。

石亭宅に宿泊する。

石山寺畔秋月館で開

催された奇石会に出

品する。

没享年67歳

1755

(宝暦5）

1771

(明和8）

1787

(天明7）

1788

(天明8）

1790

(寛政2）

1791

(寛政3）

1799

(寛政l1)

1801

(享和元）

1814

(文化l1)

生誕

赤田臥牛に伴われ石

亭を初めて訪問する。

石亭を訪問する。

石亭と書簡の交換を

行う(1801頃まで)。

『雲根図』描く ○

関西方面を旅行し、

神代石の模写をする。

石亭を訪問し、所蔵

の神代石を描き、

家珍蔵神代石図

所収する。

』

『諸

に

石亭から『神代石図

巻』の序文が届く。

石亭を訪問し、石亭

の肖像画を描く。

没享年60歳



二
冊
が
刊
行
さ
れ
た
安
永
年
間
が
石
亭
の
絶
頂
期
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
互
い

の
交
流
に
つ
い
て
は
一
七
七
一
年
（
明
和
八
年
）
に
一
六
歳
の
長
輔
が
初
め
て
石
亭

を
訪
問
し
て
い
る
。
一
七
七
五
年
（
安
永
四
年
）
に
石
亭
は
兼
葭
堂
を
訪
問
し
、
一

七
七
二
年
（
安
永
元
年
）
に
出
土
し
た
鍬
形
石
を
実
見
し
て
い
る
。
こ
の
鍬
形
石
を

『
雲
根
志
』
三
編
の
中
に
引
用
し
て
い
る
。
一
七
八
三
年
（
天
明
三
年
）
、
石
亭
は
遺

書
を
残
す
ほ
ど
の
大
病
を
煩
い
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
全
国
を
旅
し
、
自
ら
奇
石
を

集
め
る
活
動
が
難
し
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
年
齢
も
六
○
歳
を
超
え

た
こ
と
も
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
幸
い
こ
の
病
か
ら
は
回
復
し
、
一
七

八
七
年
（
天
明
七
年
）
、
一
七
九
一
（
寛
政
三
年
）
の
二
回
兼
葭
堂
の
訪
問
を
受
け

て
い
る
。
ま
た
、
長
嚥
も
一
七
八
七
年
（
天
明
七
年
）
に
兼
葭
堂
を
訪
れ
て
い
る
。

石
亭
と
長
嚥
は
一
七
八
八
年
（
天
明
八
年
）
頃
か
ら
盛
ん
に
書
簡
に
よ
る
交
流
を
深

め
、
神
代
石
の
用
途
に
つ
い
て
議
論
を
し
、
あ
る
い
は
石
亭
か
ら
長
嚥
に
対
し
石
の

譲
渡
の
懇
願
も
な
き
れ
て
い
る
。
一
七
九
七
年
（
寛
政
九
年
）
に
石
山
寺
畔
秋
月
館

で
奇
石
会
が
再
興
さ
れ
、
石
亭
も
地
元
の
重
鎮
と
し
て
活
躍
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
蒙

葭
堂
も
先
の
鍬
形
石
等
を
出
品
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
長
輔
も
こ
の
頃
何
回
も
関

西
方
面
へ
旅
行
し
て
お
り
、
こ
の
奇
石
会
の
情
報
は
身
近
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

一
八
○
一
年
（
享
和
元
年
）
に
『
雲
根
志
』
三
編
が
刊
行
さ
れ
、
同
年
今
日
に
残
さ

れ
る
石
亭
の
肖
像
画
が
長
嚥
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
翌
一
八
○
二
年
（
享
和
二

年
）
に
蒙
葭
堂
が
逝
去
し
、
六
年
後
の
一
八
○
八
年
（
文
化
五
年
）
に
石
亭
、
さ
ら

に
六
年
後
の
一
八
一
四
年
（
文
化
二
年
）
に
長
嚥
が
逝
去
す
る
。

以
上
、
極
め
て
大
ま
か
に
三
人
の
年
譜
を
見
て
き
た
が
、
奇
石
を
収
集
し
奇
石
会

を
開
催
す
る
な
ど
の
活
動
は
、
一
七
五
一
、
二
年
に
兼
葭
堂
、
石
亭
が
相
次
い
で
津

島
恒
之
進
（
如
蘭
）
の
弟
子
と
な
っ
た
頃
か
ら
、
一
八
○
一
年
に
『
雲
根
志
』
三
編

が
刊
行
さ
れ
、
翌
一
八
○
二
年
に
兼
葭
堂
が
逝
去
す
る
ま
で
の
、
ほ
ぼ
五
○
年
間
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
五
○
年
間
に
石
亭
が
刊
行
し
た
三
冊
の
『
雲
根
志
』
を
頂

点
と
し
、
長
嚥
の
描
い
た
『
諸
家
珍
蔵
神
代
石
圖
』
等
の
巻
物
が
作
ら
れ
る
。
ま
た

全
国
に
弄
石
家
と
い
わ
れ
る
人
々
が
輩
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
性
を
活
か
し
た
石

の
収
集
を
進
め
て
い
く
。
弄
石
家
は
奇
石
会
と
称
す
る
展
示
会
に
自
ら
の
所
蔵
品
を

出
品
し
た
り
、
あ
る
い
は
懐
中
に
所
蔵
品
を
描
い
た
巻
物
を
持
ち
、
お
互
い
に
訪
問

し
あ
っ
た
活
動
状
況
が
浮
び
上
が
る
。

小
稿
で
扱
っ
て
い
る
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
が
生
ま
れ
て
き
た
背
景
は
当
然
こ

の
五
○
年
間
の
、
各
弄
石
家
の
収
集
熱
が
高
ま
っ
た
時
期
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

さ
ら
に
石
の
収
集
手
段
と
し
て
購
入
と
い
う
方
法
が
加
わ
る
に
つ
れ
て
、
模
造
品
製

作
の
必
要
性
が
生
ま
れ
て
き
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

で
は
、
実
際
に
石
亭
が
石
の
購
入
を
行
っ
た
記
録
を
石
亭
の
年
譜
か
ら
見
て
み
る

⑰

こ
と
と
す
る
。

一
七
九
○
年
六
月
晦
日

尾
州
一
ノ
宮
産
石
弾
子
を
買
い
求
め
る
。

（
寛
政
二
年
）
九
月
一
日

天
狗
飯
七
二
、
神
槍
、
蟹
石
、
サ
ル
ス
ベ
リ
化
石
、

白
水
品
を
買
い
求
め
る
。

九
月
一
二
日
和
州
生
駒
山
産
太
乙
禺
余
糧
を
買
い
求
め
る
。

一
○
月
三
日
花
立
石
二
品
を
買
い
求
め
る
。

一
○
月
一
八
日
樫
木
化
石
、
曲
玉
壺
を
買
い
求
め
る
。

二
月
以
降
卿
濁
化
石
、
玉
髄
、
木
化
石
、
飯
介
を
買
い
求
め

フ
（
》
Ｏ

一
七
九
一
年
二
月
一
二
日
黄
方
解
石
、
月
珠
、
木
化
石
を
買
い
求
め
る
。

（
寛
政
三
年
）
一
○
月
三
日
濃
州
蜂
産
木
化
石
を
買
い
求
め
る
。

一

一

五



一
○
月
一
○
日
錐
石
百
品
を
百
疋
で
買
い
求
め
る
。

一
七
九
八
年
八
月
一
七
日
越
後
産
貝
石
三
品
を
買
い
求
め
る
。

（
寛
政
十
年
）
一
○
月
三
日
金
縮
石
を
買
い
求
め
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
が
す
べ
て
で
は
な
い
と
思
わ
れ
（
実
際
、
購
入
し
損
な
っ
た
こ
と

を
悔
や
む
文
書
も
残
き
れ
て
お
り
）
石
亭
が
か
な
り
頻
繁
に
奇
石
を
購
入
し
て
い
た

⑱

こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
一
七
九
○
年
以
降
に
購
入
が
集
中
し
て
お
り
、
購
入
の
動

機
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
病
を
煩
っ
た
た
め
、
自
ら
が
奇
石
を
探
し
求
め
る
こ

と
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
と
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
寛
政
年

間
以
降
、
長
嚥
に
盛
ん
に
奇
石
の
譲
渡
を
懇
願
し
て
い
た
時
期
と
重
な
り
、
石
亭
の

飽
く
な
き
奇
石
収
集
へ
の
熱
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
晩
年
の
収
集
熱
の
高
ま
り
は
、

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
後
継
者
と
願
っ
た
西
遊
寺
鳳
嶺
へ
の
石
の

譲
渡
と
相
関
関
係
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
実
際
の
購
入
品
目
を
見
て
み
る
と
、
今
日
で
い
う
考
古
遺
物
に
限
ら
ず
、

鉱
物
、
化
石
等
の
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
石
亭
が

考
古
遺
物
の
み
を
収
集
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
石
を
収
集
し
た
状
況

を
物
語
る
。
よ
っ
て
購
入
品
は
、
当
然
今
回
扱
っ
て
い
る
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
鉱
物
、
化
石
類
は
本
物
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
石
鎌

等
の
考
古
遺
物
も
真
の
石
雛
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
考
古
遺
物
で
あ
る
が
一
七
九
一
年
（
寛
政
三
年
）
に
一
○
○
個
の
石
鑛
を
一

○
○
疋
で
購
入
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
石
鎌
一
点
が
一
○
文
と
い
う
価

格
に
な
る
が
、
こ
の
値
段
が
石
亭
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
興

味
深
い
。
江
戸
時
代
の
貨
幣
価
値
は
か
な
り
変
動
が
大
き
く
、
特
に
こ
の
一
八
世
紀

後
半
は
米
本
位
の
農
本
体
制
の
矛
盾
が
ど
う
に
も
解
決
の
目
途
が
立
た
ず
、
貨
幣
経

済
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
時
期
に
あ
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、

そ
れ
ほ
ど
高
価
な
も
の
で
は
な
い
と
も
い
え
よ
う
。

論
が
ず
れ
た
が
、
一
七
九
○
年
以
降
（
寛
政
年
間
後
半
）
に
石
亭
の
奇
石
収
集
に

購
入
と
い
う
方
法
が
加
わ
り
、
当
然
売
る
側
の
奇
石
商
と
呼
ば
れ
る
人
達
が
生
ま
れ

て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
商
人
が
活
躍
で
き
た
背
景
に
は
石
亭
に

限
ら
ず
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
全
国
的
な
奇
石
収
集
熱
の
高
ま
り
が
背
景
と
し
て
あ

り
、
石
亭
の
著
し
た
『
雲
根
志
』
が
か
な
り
の
部
数
販
売
さ
れ
た
状
況
に
も
関
係
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
奇
石
商
の
実
態
に
迫
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。

ど
の
よ
う
な
商
人
が
ど
こ
か
ら
仕
入
れ
、
ど
の
よ
う
な
価
格
で
販
売
し
、
ど
の
程
度

売
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
良
好
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
仕
入
れ
方
法
の
な
か
に
、
今
回
扱
っ
て
い
る
腕
輪
形
石
製
品
の
に
せ
も
の
作

り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
作
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
現

在
で
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
回
紹
介
し
た
よ
う
な
模
造
品
の
類

例
を
収
集
し
、
使
用
き
れ
て
い
る
石
材
等
の
諸
特
徴
を
比
較
検
討
し
て
い
く
こ
と
か

ら
は
じ
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

需
要
が
あ
れ
ば
供
給
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
極
め
て
単
純
な
経
済
原
理
で
あ
る
。
こ

の
江
戸
時
代
中
期
に
弄
石
家
あ
る
い
は
、
か
れ
ら
が
集
っ
た
弄
石
社
の
活
動
が
盛
ん

に
な
る
に
つ
れ
、
珍
し
い
石
を
収
集
す
る
熱
が
一
気
に
高
ま
る
。
当
然
偶
然
に
見
つ

か
る
も
の
だ
け
で
は
需
要
に
不
足
を
き
た
し
、
奇
石
商
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
活
躍
す

る
場
所
が
生
ま
れ
る
。
江
戸
時
代
中
期
に
貨
幣
経
済
が
発
展
し
、
こ
の
よ
う
な
趣
味

の
も
の
ま
で
も
が
商
品
と
し
て
売
買
き
れ
る
背
景
は
近
世
社
会
を
考
察
し
て
い
く
う

え
で
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
深
く
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
腕
輪
形
石
製
品
の
に
せ
も
の
が
作
ら
れ
る
時
期
は
寛
政
年
間
を
中

一
一
一
ハ



腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
に
つ
い
て
四
例
を
紹
介
し
、
そ
の
性
格
を
追
求
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
こ
れ
ら
の
模
造
品
は
江
戸
時
代
寛
政
年
間
を
中
心
に
奇
石
商
と
呼
ば

れ
る
人
々
を
介
し
弄
石
家
の
手
元
に
収
集
き
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
小
稿
の
ま
と
め
と
し
て
こ
れ
ら
の
模
造
品
を
、
今
日
の
博
物
館
の
保
管
・
収
集

業
務
と
い
う
博
物
館
の
一
つ
の
機
能
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
く
か
に

つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
。

そ
の
前
に
江
戸
時
代
の
弄
石
家
が
腕
輪
形
石
製
品
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
に

つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
の
点
は
本
誌
前
号
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
考
察
し

た
際
に
も
記
述
し
た
の
で
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
く
。

石
亭
の
著
作
の
中
で
腕
輪
形
石
製
品
は
鑛
刻
類
に
大
別
さ
れ
、
車
輪
石
は
像
形
類
、

鍬
形
石
は
神
代
石
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
工
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
意

識
と
し
て
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
縄
文
時
代
の
石
器
と
の
区
別
は
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
し
て
や
用
途
に
つ
い
て
は
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
の
視
点
は
存
在
し
な
い
。

か
み
よ

こ
の
こ
と
は
名
称
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
神
代
の
も
の
で
あ
り
、
用
途
に

つ
い
て
も
不
詳
で
「
古
代
神
工
の
も
の
に
て
い
か
な
る
も
の
と
も
知
る
人
な
し
」
と

さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
珍
奇
な
も
の
と
い
う
扱
い
で
あ
る
。
鍬
形
石
が
〃
狐
の
鍬
石
″
と

心
と
し
た
時
期
に
限
っ
た
こ
と
と
い
え
、
こ
の
先
に
も
後
に
も
そ
の
よ
う
な
模
造
品

が
作
ら
れ
る
よ
う
な
時
代
背
景
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期

の
異
常
な
ま
で
の
奇
石
収
集
熱
の
中
で
需
要
が
生
ま
れ
、
供
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

四
ま
と
め

呼
ば
れ
、
そ
の
他
の
石
器
に
も
雷
あ
る
い
は
天
狗
の
文
字
が
付
け
ら
れ
た
も
の
が
散

見
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
状
況
の
傍
証
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
考
古
学
と
い
う
学
問
が
成
立
し
て
い
な
い
段
階
で
は
当
然
の
こ
と
で

あ
り
、
考
察
す
べ
き
こ
と
は
今
日
で
い
う
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
を
に
せ
も
の
と

し
て
意
識
し
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
な
史
料
は
な
い
が
、

に
せ
も
の
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
石
亭
は
兼
葭

堂
が
所
蔵
し
て
い
た
出
所
の
明
ら
か
な
鍬
形
石
に
対
し
、
「
奇
な
り
、
美
な
り
、
愛

す
る
に
堪
た
り
」
と
述
べ
、
石
亭
は
本
物
を
見
極
め
る
眼
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
奇
石
商
が
売
買
し
た
時
に
は
お
そ
ら
く
神
代
石
と
い
う
名
称
で

売
買
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
奇
石
商
は
今
日
で
い
う
詐
欺
行
為
を
働
い
た
こ
と
に
な

う
（
句
Ｏ

さ
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
述
し
た
か
と
い
え
ば
、
今
日
こ
れ
ら
の
腕
輪

形
石
製
品
の
に
せ
も
の
を
博
物
館
と
し
て
、
特
に
保
管
・
収
集
業
務
の
中
で
ど
う
対

処
し
て
い
く
か
を
考
え
る
際
に
、
考
古
学
と
い
う
学
問
が
成
立
し
て
い
な
い
江
戸
時

代
の
段
階
と
、
今
日
お
か
れ
て
い
る
腕
輪
形
石
製
品
の
研
究
状
況
の
違
い
を
明
確
に

す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
に
せ
も
の
と
い
っ
て
も
江
戸
時
代
と
今
日
で
は
に

せ
も
の
の
持
つ
意
味
が
変
化
し
て
い
る
と
考
え
る
。
冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
考

古
資
料
の
贋
作
は
今
日
で
も
多
数
存
在
す
る
よ
う
で
あ
り
、
新
聞
紙
上
を
賑
わ
す
こ

と
も
多
い
。
ま
た
、
実
際
博
物
館
に
お
け
る
資
料
購
入
の
際
に
も
持
ち
込
ま
れ
る
こ

と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
在
、
問
題
を
含
ん
だ
贋
作
と
、
今
回
扱
っ

た
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
で
は
明
ら
か
に
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

今
日
、
江
戸
時
代
に
製
作
さ
れ
た
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
が
古
墳
時
代
前
期
の

一
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社
会
を
考
察
し
て
い
く
際
に
供
せ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
考
古
学
研
究
の
対
象
物
で
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
博
物
館
に
お
い
て
に
せ
も
の
を
に
せ
も
の
と
し
て
管

理
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

管
理
・
収
集
業
務
に
対
し
て
の
結
論
を
述
べ
る
と
、
今
回
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な

江
戸
時
代
の
奇
石
収
集
熱
の
高
ま
り
の
中
で
腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
が
生
ま
れ
て

き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
状
況
を
解
説
す
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
展
示
会
の
テ
ー
マ
と

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
今
回
紹
介
し
た
よ
う
な
遺
物
も
十
分
展
示
に
供
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
、
製
作
後
ほ
ぼ
二
○
○
年
を
経
過
し
た
段
階
で
、

先
の
奇
石
商
の
詐
欺
行
為
は
時
効
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
、
博
物
館
の
収
蔵
品

に
十
分
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
収
集
、
保
管
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る

と
結
論
付
け
た
い
。
も
ち
ろ
ん
今
日
こ
れ
ら
の
模
造
品
を
売
買
す
る
時
に
は
、
全
く

別
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
の
存
在
は
、
江
戸
時
代
と
い
う
近
世
社
会
を
考
察
し
て

い
く
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
木
内
石
亭
ら
の
奇
石
収
集
が
、
当
時
の
実
学
を
重
ん
じ

た
社
会
背
景
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
物
産
学
、
あ
る
い
は
博
物
学
に
通
じ
、
さ

ら
に
弄
石
社
の
活
動
は
今
日
の
博
物
館
活
動
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
博
物
館
学
の
側

面
か
ら
も
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

石
亭
ら
の
活
動
は
弄
石
家
と
い
う
人
々
が
逝
去
し
た
後
ほ
と
ん
ど
痕
跡
を
残
す
こ

と
な
く
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
石
亭
の
集
め
た
膨
大
な
〃
石
〃
も
ほ
と
ん

ど
あ
と
か
た
も
な
く
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

木
内
石
亭
、
木
村
兼
葭
堂
ら
の
名
前
は
考
古
学
史
、
あ
る
い
は
博
物
学
史
の
な
か
で

扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
彼
ら
の
業
績
は
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
は
石
亭
ほ
ど
の
著
作
を
他
の
弄
石
家
が
残
す
こ
と
な
く
、
ま
た
一
時
の
収
集
ブ

ー
ム
の
な
か
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
理
由
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
後
明
治
時
代

の
博
物
館
学
、
あ
る
い
は
考
古
学
が
西
洋
か
ら
の
知
識
導
入
で
進
め
ら
れ
て
い
っ
た

こ
と
に
も
原
因
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
残
し
た
〃
も
の
〃
は

そ
の
一
部
で
は
あ
ろ
う
が
今
日
い
ろ
い
ろ
な
経
緯
を
経
て
現
在
の
博
物
館
に
も
受
け

継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
再
評
価
し
て
い
く
こ
と
も
、
今
日
お
か
れ
て
い
る
博
物

館
を
考
え
て
い
く
と
き
の
ひ
と
つ
の
視
点
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

腕
輪
形
石
製
品
の
模
造
品
と
い
う
も
の
を
材
料
と
し
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
明
ら

か
に
し
、
博
物
館
の
業
務
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
。
模
造
品
、
す
な
わ
ち
に
せ

も
の
は
腕
輪
形
石
製
品
の
み
な
ら
ず
、
考
古
資
料
に
限
っ
て
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
個
々
の

博
物
館
に
つ
い
て
本
考
察
が
ど
れ
ほ
ど
有
効
で
あ
る
か
心
許
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

関
西
大
学
博
物
館
の
よ
う
に
伝
世
資
料
を
多
く
所
蔵
す
る
博
物
館
に
お
い
て
は
、
考

察
を
試
み
る
価
値
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

以
上
、
腕
輪
形
石
製
品
研
究
の
模
造
品
に
遭
遇
し
た
こ
と
を
発
端
に
一
文
を
草
し

た
こ
と
を
記
し
て
燗
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

追
記
小
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
高
山
市
郷
土
館
、
な
ら
び
に
同
館
学
芸
員

田
中
彰
氏
、
天
理
大
学
附
属
天
理
参
考
館
、
な
ら
び
に
同
館
学
芸
員

藤
原
郁
代
氏
に
ご
高
配
賜
っ
た
。
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
も
の

で
あ
る
。
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①
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

②
徳
田
誠
志
他
「
書
陵
部
所
蔵
の
石
製
品
１
１
Ⅲ
」
『
書
陵
部
紀
要
』
四
二
号
’
四
四
号

宮
内
庁
書
陵
部
一
九
九
一
’
一
九
九
三
年

③
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
二
号

一
九
八
五
年

④
考
古
学
に
お
け
る
贋
作
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
論
文
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。玉

利
勲
「
横
行
す
る
遺
物
の
贋
作
」
『
墓
盗
人
と
贋
物
づ
く
り
日
本
考
古
学
外

史
』
一
九
九
二
年
平
凡
社

⑤
末
永
雅
雄
『
本
山
考
古
室
要
録
』
一
九
三
五
年
岡
書
院

⑥
神
田
孝
平
『
日
本
太
古
石
器
考
』
言
。
房
“
○
国
言
号
員
の
ｇ
冒
里
昌
言
の
具
陣
Ｃ

Ｏ
ご
色
目
）
一
八
八
四
年

⑦
前
掲
註
⑥
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｘ
Ｖ
Ⅲ
４
．
５
及
び
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｘ
Ⅸ
８

⑧
清
野
謙
次
『
日
本
考
古
學
・
人
類
學
史
』
一
九
五
四
年
岩
波
書
店

⑨
梅
原
末
治
「
上
古
碧
玉
品
の
二
、
三
に
就
い
て
」
『
日
本
古
玉
器
雑
孜
』
一
九
七
一

年
⑩
中
司
照
世
・
川
西
宏
幸
「
北
谷
二
号
墳
の
研
究
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
六
巻
二

号
一
九
八
○
年

⑪
註
⑯
の
年
表
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。
「
寛
政
五
年
二
木
長
輔
よ

り
張
氏
石
と
石
亭
所
蔵
山
姥
釘
打
石
と
交
換
の
話
が
あ
る
が
、
す
で
に
山
姥
釘
打
石
は

人
手
に
渡
っ
て
い
た
」

⑫
前
掲
註
③
Ｐ
一
五
一
第
１
図

註

⑬
井
上
郷
太
郎
『
考
古
学
資
料
図
録
井
上
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
多
摩
考
古
学
学
会
一

九
六
二
年
図
版
二
九
○
上
段
の
中
央
に
示
さ
れ
た
車
輪
石
は
模
造
品
と
思
わ
れ
る
。

⑭
木
内
石
亭
、
木
村
兼
葭
堂
、
二
木
長
嚥
に
つ
い
て
の
参
考
文
献
は
下
記
の
通
り
で
あ

る
。
な
お
、
実
際
に
原
本
を
確
認
で
き
た
も
の
の
み
を
示
す
。

・
木
内
石
亭

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

斎
藤
忠
『
木
内
石
亭
』
人
物
叢
書
一
九
六
二
年
吉
川
弘
文
館

土
井
道
弘
「
石
之
長
者
木
内
石
亭
」
『
考
古
学
の
先
覚
者
た
ち
』
中
央
公
論
社

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
二
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

・
木
村
兼
葭
堂

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

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

冊
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

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

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

一

一

九



⑯
表
１
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
文
献
を
参
照
し
た
。

社
一
九
八

尾
関
章
「
二

一
九
八
七
年

⑮
谷
畠
博
之
「
二
木

「
二
木

「二

尾
関
章
「
二

一
九
八
七
年

⑰
以
下
の
記
事
は
、 「二

○
年

二
年

田
村
利
久
「
木
村
兼
葭
堂
の
古
代
学
」
『
考
古
学
の
先
覚
者
た
ち
』
中
央
公
論
社

一
九
八
五
年

・
二
木
長
嚥

長
谷
部
言
人
「
福
島
槍
洲
と
二
木
長
囎
亭
」
『
ひ
だ
び
と
』
八
巻
三
号
一
九
四

○
年

大
野
政
雄
「
木
内
石
亭
と
二
木
長
嚥
」
『
飛
騨
春
秋
』
一
三
巻
四
号
一
九
六
八

・
木
村
兼
葭
堂

・
木
内
石
亭

二
年

・
二
木
長
嚥

大
野
政
雄
「
二
木
檮

社
一
九
八
五
年

「
二
木
長

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

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

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

年

長
嚥
」

木
長
嚥
の
収
集
品
」

木
長
嚥
の
収
集
品
」
『
岐
阜
県
博
物
館
調
査
研
究
報
告
』
第
八
号

嚥
の
神
代
石
収
集
」
『
考
古
学
の
先
覚
者
た
ち
』
中
央
公
論

左
記
文
献
か
ら
抜
粋
し
た
。

『
岐
阜
県
の
日
本
画
（
南
画
編
）
』
郷
土
出
版
社
一
九
九

『
岐
阜
県
博
物
館
調
査
研
究
報
告
』
第
八
号

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

⑱
実
際
の
購
入
記
録
と
し
て
は
「
石
亭
奇
石
目
録
断
簡
」
に
購
入
資
料
名
と
そ
の
価

格
を
記
録
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

井
上
優
、
伊
藤
ひ
ろ
美
「
史
料
翻
刻
木
内
石
亭
書
状
Ｉ
西
遊
寺
鳳
嶺
関
係

資
料
よ
り
ｌ
」
『
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
紀
要
』
第
一
号
一
九
九
五
年
な
お
、

実
物
は
企
画
展
『
石
の
長
者
・
木
内
石
亭
』
に
展
示
さ
れ
た
も
の
を
実
見
し
た
。

○








