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□

要

旨

昭
和
五
十
三
年
に
確
認
さ
れ
た
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
百
十
五
字
の
銘
文
は
︑
日
本
古
代
史
の
研
究
上
重
要
な
発
見
で
あ
っ
た
︒
こ
の
銘
文

は
わ
れ
わ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
齎
し
て
く
れ
た
が
︑
発
見
か
ら
三
十
五
年
を
経
た
現
在
で
も
未
解
決
の
問
題
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
︒
小
論

で
は
︑
銘
文
の
字
句
に
つ
い
て
詳
細
な
注
解
を
施
し
つ
つ
︑
銘
文
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
︑
卑
見
を
開
陳
し
た
︒
と
く
に
︑
銘
文
冒
頭
の
﹁
辛
亥
年
﹂

を
四
七
一
年
と
す
る
通
説
に
つ
い
て
は
︑﹃
宋
書
﹄
に
み
え
る
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
遣
使
が
興
の
そ
れ
と
し
か
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
︑

四
七
一
年
を
獲
加
多
支
鹵
大
王
︵
＝
雄
略
天
皇
＝
倭
王
武
︶
の
治
世
と
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
し
て
︑
文
中
の
﹁
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在

斯
鬼
宮
時
﹂
を
過
去
形
に
と
り
︑
辛
亥
年
︑
す
な
わ
ち
銘
文
が
刻
ま
れ
た
年
は
五
三
一
年
で
は
な
い
か
と
考
え
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

稲
荷
山
古
墳

辛
亥
年

雄
略
天
皇

江
田
船
山
古
墳

意
冨
比
垝
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は

じ

め

に
︱

埼
玉
古
墳
群
と
稲
荷
山
古
墳

︱

埼
玉
県
行
田
市
の
埼
玉
古
墳
群
は
︑
前
方
後
円
墳
九
基
︵
消
滅
し
た
大
人
塚
古
墳
も
ふ
く
む
︶︑
方
墳
一
基
と
四
十
基
近
く
の
円
墳
か
ら

な
る
古
墳
群
で
あ
る
︒
武
蔵
国
で
は
他
に
例
の
な
い
大
規
模
な
前
方
後
円
墳
が
一
箇
所
に
集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
こ
の
古
墳
群
こ

そ
武
蔵
の
国
造
の
奥
津
城
で
は
な
い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
多
い
︒

こ
こ
に
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
は
︑
主
軸
を
異
に
す
る
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
︵
高
橋
一
夫
﹃
シ
リ
ー
ズ
遺
跡
を
学
ぶ
16

鉄
剣
銘
一
一
五
文
字
の
謎
に
迫
る

埼
玉
古
墳
群
﹄︿
新
泉
社
︑
平
成
十
七
年
五
月
﹀
参
照
︑
築
造
年
代
の
推
定
も
お
な
じ
︶︒

一
つ
は
︑
稲
荷
山
古
墳
︵
五
世
紀
末
か
︒
た
だ
し
︑
こ
の
年
代
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
の
こ
と
︶・
二
子
山
古
墳
︵
六
世
紀
前
半
か
︶・
鉄
砲
山

古
墳
︵
六
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
か
︶︑
と
い
う
稲
荷
山
古
墳
系
列
の
グ
ル
ー
プ
︒
い
ず
れ
も
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
規
模
で
︑
造
り
出
し
と

張
り
出
し
を
有
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒
な
お
︑
全
国
最
大
の
円
墳
で
あ
る
丸
墓
山
古
墳
︵
直
径
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
一
八
・
九
メ
ー
ト

ル
︶
に
つ
い
て
は
︑
埋
葬
施
設
が
未
調
査
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
築
造
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
が
︑
目
下
の
と
こ
ろ
︑
稲
荷

山
古
墳
に
つ
づ
い
て
丸
墓
山
古
墳
が
築
造
さ
れ
︑
二
子
山
古
墳
が
こ
れ
に
つ
づ
く
と
み
ら
れ
て
い
る
︵
杉
山
晋
作
﹁
有
銘
鉄
剣
に
み
る
東
国

豪
族
と
ヤ
マ
ト
王
権
﹂﹃
新
版
日
本
の
古
代
﹄
第
八
巻
︿
角
川
書
店
︑
平
成
四
年
十
月
﹀
所
収
︑
一
七
三
頁
︶︒

ま
た
︑
こ
れ
と
は
べ
つ
の
主
軸
で
統
一
さ
れ
た
︑
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
︒
愛
宕
山
古
墳
︵
六
世
紀
前
半
か
︶・
奥
の
山
古
墳
︵
六

世
紀
中
葉
の
早
い
時
期
か
︶・
瓦
塚
古
墳
︵
六
世
紀
中
葉
の
遅
い
時
期
か
︶
と
い
う
愛
宕
山
古
墳
系
列
が
そ
れ
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
よ
り
も
主
軸
が
東
に
振
れ
た
︑
い
ま
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
将
軍
山
古
墳
系
列
で
あ
る
︒
こ
の
系
列
に
ふ
く
ま
れ
る
将
軍

山
古
墳
︵
六
世
紀
後
半
か
︶・
中
の
山
古
墳
︵
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
頭
か
︶
は
︑
い
ず
れ
も
横
穴
式
石
室
を
有
し
て
お
り
︑
稲
荷
山
古
墳
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系
列
に
つ
づ
い
て
こ
の
地
域
の
首
長
権
を
継
承
し
た
人
物
の
墓
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
古
墳
群
唯
一
の
方
墳
で
あ
る
戸
場

口
古
墳
は
︑
終
末
期
古
墳
特
有
の
方
墳
だ
が
︑
こ
れ
も
将
軍
山
古
墳
の
系
列
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
︒

以
上
が
埼
玉
古
墳
群
の
主
要
な
古
墳
の
概
要
だ
が
︑
問
題
の
稲
荷
山
古
墳
は
︑
こ
の
古
墳
群
で
も
っ
と
も
は
や
く
築
造
さ
れ
た
前
方
後

円
墳
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
の
古
墳
は
私
有
地
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
は
や
く
に
前
方
部
は
削
平
さ
れ
︑
昭
和
四
十
三
年
︵
一
九
六
八
︶
八

月
の
発
掘
当
時
に
は
後
円
部
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
︵
現
在
は
︑
前
方
部
も
復
元
さ
れ
て
い
る
︶︒

発
掘
の
き
っ
か
け
は
︑
昭
和
四
十
一
年
︵
一
九
六
六
︶︑
埼
玉
県
が
こ
の
埼
玉
古
墳
群
を
﹁
風
土
記
の
丘
﹂
と
し
て
整
備
し
た
際
に
︑

適
当
な
古
墳
一
基
を
発
掘
調
査
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
︒﹁
風
土
記
の
丘
﹂
開
設
の
あ
か
つ
き
に
︑
横
穴
式
石
室
の
内
部
を
見
学
者

に
公
開
す
る
計
画
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

当
初
︑
愛
宕
山
古
墳
が
候
補
に
あ
が
っ
た
が
︑
諸
般
の
事
情
で
︑
前
方
部
の
破
壊
さ
れ
て
い
る
稲
荷
山
古
墳
に
決
ま
っ
た
と
い
う
︒
と

こ
ろ
が
︑
い
ざ
発
掘
に
取
り
か
か
っ
て
み
る
と
︑
い
く
ら
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
て
も
横
穴
式
石
室
に
は
あ
た
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑
あ
ら
た
め

て
墳
頂
部
に
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
た
と
こ
ろ
︑
礫
槨
と
粘
土
槨
の
二
つ
の
埋
葬
施
設
が
み
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
粘
土
槨
の
ほ
う
は
す
で
に

盗
掘
さ
れ
︑
武
具
や
馬
具
の
残
缺
が
み
つ
か
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
が
︑
礫
槨
の
ほ
う
は
盗
掘
を
免
れ
た
た
め
︑
多
数
の
副
葬
品
が
確
認
さ

れ
た
︒
画
文
帯
環
状
乳
四
神
四
獣
鏡
を
は
じ
め
と
し
て
︑
翡
翠
勾
玉
・
銀
製
耳
飾
り
・
帯
金
具
な
ど
の
装
飾
品
や
︑
多
く
の
武
器
・
武
具

や
馬
具
︑
砥
石
・
鉄
斧
が
出
土
し
た
︒
礫
槨
は
舟
形
で
全
長
五
・
七
メ
ー
ト
ル
︑
最
大
幅
一
・
二
メ
ー
ト
ル
︑
推
定
約
三
・
七
メ
ー
ト
ル

の
割
竹
形
木
棺
か
舟
形
木
棺
が
置
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

世
紀
の
発
見
と
い
わ
れ
た
金
錯
銘
鉄
剣
︵
こ
こ
で
は
﹁
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
﹂
と
称
す
る
︶
は
木
棺
の
な
か
の
︑
遺
体
の
腰
よ
り
下
の
部

分
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
鉄
剣
は
錆
び
て
お
り
︑
そ
の
た
め
︑
刀
身
の
表
裏
に
刻
ま
れ
た
銘
文
に
は
︑
発
掘
当
時
︑
誰
一
人

と
し
て
気
づ
か
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
十
年
後
の
昭
和
五
十
三
年
︵
一
九
七
八
︶
五
月
︑
防
蝕
加
工
の
た
め
︑
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
保

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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存
処
理
セ
ン
タ
ー
に
移
送
さ
れ
︑
そ
こ
で
七
月
に
至
っ
て
金
象
嵌
の
一
部
が
発
見
さ
れ
︑

線
に
よ
る
検
査
の
結
果
︑
金
錯
銘
の
存
在
が

X

判
明
し
た
の
で
あ
る
︒

一
︑
銘
文
の
内
容

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
銘
文
は
︑
日
本
古
代
史
の
研
究
上
重
要
な
発
見
だ
が
︑
と
り
わ
け
こ
の
鉄
剣
と
そ
の
銘
文
が
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
の
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点
に
よ
る
︒

第
一
に
︑
鉄
剣
が
正
式
な
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
︒
貴
重
な
金
石
文
と
い
え
ど
も
︑
隅
田
八
幡
宮
所
蔵

の
人
物
画
像
鏡
や
︑
中
国
西
安
郊
外
で
み
つ
か
っ
た
と
い
う
井
真
成
の
墓
誌
な
ど
の
よ
う
に
︑
出
土
場
所
や
出
土
状
況
の
は
っ
き
り
し
な

い
伝
世
品
が
少
な
く
な
い
︒
そ
れ
を
思
え
ば
︑
発
掘
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
︑
こ
の
鉄
剣
が
い
か
に
貴
い
遺
物
か
︑
よ
く
わ
か
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
文
字
の
多
さ
︒
銘
文
は
全
部
で
百
十
五
文
字
あ
る
︒
六
世
紀
以
前
の
金
石
文
で
は
︑
そ
れ
ま
で
は
︑
江
田
船
山
古
墳
出
土
の

大
刀
銘
の
七
十
五
字
が
最
高
で
︑
石
上
神
宮
所
蔵
の
七
支
刀
で
も
六
十
一
字
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
情
報

量
の
豊
富
さ
か
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
︒

第
三
に
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
は
︑
銘
文
の
す
べ
て
の
文
字
が
判
読
し
う
る
と
い
う
点
︒
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
や
七
支
刀

銘
に
し
て
も
︑
肝
心
な
と
こ
ろ
で
判
読
不
能
な
箇
所
が
あ
る
の
で
︑
全
文
が
読
み
切
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
の
銘
文
な
ら
で
は
の
特
筆

す
べ
き
点
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
つ
ぎ
に
銘
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
な
お
︑
鉄
剣
の
原
物
は
︑
現
在
︑
埼
玉
古
墳
群
近
く
の
埼
玉
県
立
さ
き

―4―



た
ま
史
跡
の
博
物
館
内
で
︑
窒
素
ガ
ス
を
封
入
し
た
ケ
ー
ス
に
保
管
・
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
容
易
に
確
認
で
き
る
︵
昭
和
五
十
六
年

に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
︑
二
年
後
に
国
宝
指
定
︶︒

以
下
︑
原
文
・
読
み
下
し
案
・
語
釈
の
順
で
︑
銘
文
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
︒

︵
表
文
︶
辛
亥
年
七
月
中
記
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
冨
比
垝
其
児
多
加
利
足
尼
其
児
名
弖
巳
加
利
獲
居
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
其
児
名
多
沙

鬼
獲
居
其
児
名
半
弖
比

︵
裏
文
︶
其
児
名
加
差
披
余
其
児
名
乎
獲
居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
来
至
今
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
吾
左
治
天
下
令
作
此
百

練
利
刀
記
吾
奉
根
原
也

︵
釈
文
︶

︵
表
文
︶
辛
亥

し
ん
が
い

年
の
と
し

七
月
中
①

に
記
す
︒
乎を

獲わ

居け

の
臣
の
上
祖

か
み
つ
お
や

②

︑
名
は
意
冨
比
垝

お

ほ

ひ

こ

③

︑
其
の
児
④

多
加

た

か

利り

の
足す
く

尼ね

⑤

︑
其
の
児
の
名
は
弖
巳

て

よ

加
利

か

り

獲わ

居け

⑥

︑
其
の
児
の
名
は
多
加
披

た

か

は

次し

獲わ

居け

⑦

︑
其
の
児
の
名
は
多
沙

た

さ

鬼き

獲わ

居け

⑧

︑
其
の
児
の
名
は
半
弖
比

は

て

ひ

⑨

︑

︵
裏
文
︶
其
の
児
の
名
は
加
差
披
余

か

さ

は

よ

⑩

︑
其
の
児
の
名
は
乎
獲
居
臣
︒
世
々
⑪

杖
じ
ょ
う

刀
人

と
う
じ
ん

の
首か
み
⑫

と
為な

り
︑
奉ほ
う

事じ

し
来き
た

り
て
今
に
至
る
︒

獲
加
多
支
鹵

わ

か

た

け

る

の
大
王

お
お
き
み

⑬

の
寺じ

⑭

︑
斯し

鬼き

の
宮
⑮

に
在
り
し
時
⑯

︑
吾
︑
天
下
を
治
め
る
こ
と
を
左た
す

く
⑰

︒
此こ

の
百
ひ
ゃ
く

練れ
ん

の
利り

刀と
う
⑱

を
作
ら
し
め
︑

吾
が
奉
事
の
根
原
を
記
す
也
⑲

︒

︻
語
釈
︼

①
辛
亥
の
年
の
七
月
中
記
す

銘
文
中
の
﹁
獲
加
多
支
鹵
大
王
﹂
は
︑
雄
略
天
皇
に
あ
て
る
説
が
有
力
︵
↓
語
釈
⑬
︶︒
ま
た
︑
雄
略
天

皇
は
︑﹃
宋
書
﹄
倭
国
伝
に
み
え
る
倭
の
五
王
の
一
人
︑
武
に
比
定
さ
れ
て
い
る
︒
武
は
︑
昇
明
二
年
︵
四
七
八
︶
に
宋
に
遣
使
し
て
い

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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る
の
で
︑
そ
こ
か
ら
︑
雄
略
天
皇
の
在
位
は
お
お
む
ね
五
世
紀
後
半
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
し
る
す
雄
略
天
皇
の

崩
年
干
支
︵
己
未
︶
は
西
暦
四
七
九
年
に
︑﹃
古
事
記
﹄
の
そ
れ
︵
己
巳
︶
は
西
暦
四
八
九
年
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
換
算
し
う
る
︒
両
者
に
相

違
は
あ
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
五
世
紀
後
半
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
︑﹃
宋
書
﹄
の
記
載
と
も
矛
盾
し
な
い
︒
そ
こ
か
ら
︑
こ
の
﹁
辛

亥
年
﹂
は
西
暦
四
七
一
年
に
あ
て
る
説
が
有
力
だ
が
︑
六
十
年
繰
り
下
げ
て
五
三
一
年
と
す
る
説
も
あ
る
︵
後
者
の
ほ
う
が
妥
当
と
思
わ
れ

る
点
に
つ
い
て
は
︑﹁
二
︑
銘
文
の
問
題
点
︵
１
︶﹁
辛
亥
年
﹂
の
実
年
代
﹂
参
照
︶︒

な
お
︑﹁
七
月
中
﹂
と
い
う
時
格
に
つ
い
て
は
︑
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
に
﹁
八
月
中
﹂︑
兵
庫
県
八
鹿
町
の
箕
谷
二
号
墳
出
土
の

鉄
刀
銘
に
﹁
五
月
中
﹂︑
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
銘
に
﹁
三
月
中
﹂
な
ど
︑
類
例
は
多
い
︒
ま
た
︑﹁
記
す
﹂
に
つ
い
て
も
︑
法
隆
寺
献
納
菩

薩
半
跏
像
銘
に
﹁
歳
次
丙
寅
年
正
月
生
十
八
日
記
﹂︵
六
〇
六
︶︑
同
観
音
菩
薩
立
像
銘
に
﹁
辛
亥
年
七
月
十
日
記
﹂︵
六
五
一
︶︑
野
中
寺

弥
勒
半
跏
像
銘
に
﹁
丙
寅
年
四
月
大
旧
八
日
癸
卯
開
記
﹂︵
六
六
六
︶
と
あ
る
な
ど
︑
七
世
紀
の
金
石
文
に
類
例
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
稲

荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
発
見
に
よ
っ
て
︑
こ
う
し
た
書
式
が
さ
ら
に
溯
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
は
有
益
で
あ
る
︵
笹
山
晴
生
︿
司
会
﹀・

岸
俊
男
・
大
塚
初
重
・
森
浩
一
﹁
謎
は
ど
う
解
明
さ
れ
る
か
︿
座
談
会
﹀﹂﹃
歴
史
と
人
物
﹄
八
九
︑
昭
和
五
十
四
年
一
月
︑
四
〇
頁
の
岸
俊
男
氏
の
発
言
︶︒

②
乎
獲
居
の
臣
の
上
祖

一
般
に
﹁
ヲ
ワ
ケ
の
臣
﹂
と
読
ま
れ
る
︵
銘
文
の
字
は
や
や
曖
昧
で
︑﹁
臣
﹂
で
は
な
く
﹁
直
﹂
だ
と
す
る
説
も
あ
る
︶︒

﹁
獲
居
︵
ワ
ケ
︶﹂
は
﹁
別
﹂
の
古
い
表
記
︒﹁
ワ
ケ
﹂
と
称
す
る
称
号
の
由
来
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
景
行
天
皇
四
年
二
月
甲
子
条

に
﹁
夫
天
皇
之
男
女
︒
前
後
并
八
十
子
︒
然
除
二

日
本
武
尊
・
稚
足
彦
天
皇
・
五
百
城
入
彦
皇
子
外
一︒
七
十
餘
子
︒
皆
封
二

国
郡
一︒
各

如
二

其
国
一︒
故
当
二

今
時
一︒
謂
二

諸
国
之
別
一

者
︒
即
其
別
王
之
苗
裔
焉
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
に
み
え
る
﹁
乎
獲
居
の
臣
﹂
は
﹁
小
別
の
臣
﹂

の
意
で
︑﹃
和
気
氏
系
図
﹄
に
長
男
を
﹁
大
別
﹂
と
称
す
る
の
に
対
し
︑
次
子
を
﹁
小
別
﹂
と
称
す
る
の
と
同
様
の
表
記
で
あ
ろ
う
か
︵
佐

伯
有
清
﹁
鉄
剣
銘
文
に
み
え
る
称
号
﹂﹃
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
鉄
剣
の
謎
と
古
代
日
本
﹄︿
新
潮
社
︑
昭
和
五
十
四
年
一
月
﹀
所
収
︑
二
一
二
～
二
一
三
頁
︑
吉

田
晶
﹁
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
に
関
す
る
一
考
察
﹂
井
上
薫
教
授
還
暦
記
念
会
編
﹃
日
本
古
代
の
国
家
と
宗
教
﹄
下
巻
︿
昭
和
五
十
五
年
五
月
﹀
所
収
︑

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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一
一
頁
︶︒
な
お
︑
こ
の
﹁
獲
居
﹂
の
二
字
は
︑
系
譜
中
に
み
え
る
弖
巳
加
利
獲
居
・
多
加
披
次
獲
居
・
多
沙
鬼
獲
居
に
も
み
え
る
が
︑﹁
乎

獲
居
の
臣
﹂
の
﹁
獲
居
﹂
を
弖
巳
加
利
獲
居
ら
の
そ
れ
と
は
区
別
し
て
︑﹁
ヲ
ワ
ケ
﹂
を
一
括
り
に
し
て
人
名
と
み
る
説
も
あ
る
︒
た
し

か
に
︑﹁
臣
﹂
が
カ
バ
ネ
な
ら
︑﹁
獲
居
﹂
も
そ
れ
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
︑﹁
獲
居
﹂
が
カ
バ
ネ
な
ら
︑﹁
臣
﹂
は
敬
称
の
一
種
︑
ま
た
は

人
名
語
尾
の
﹁
巨
﹂
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︵
直
木
孝
次
郎
﹁
古
代
ヤ
マ
ト
政
権
と
鉄
剣
銘
﹂﹃
歴
史
と
人
物
﹄
九
︱
一
︑
昭
和
五
十
四
年
一
月
︑

六
七
頁
︶︒
岸
俊
男
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
法
隆
寺
献
納
観
音
菩
薩
立
像
銘
︵
六
五
一
︶
中
に
﹁
笠
評
君●

名
□(左

)

古
臣 ●

﹂・﹁
児
在
布
奈
太
利

古
臣 ●

︑
又
佐
在
□
古
臣
﹂
と
あ
っ
て
︑﹁
君
﹂
と
﹁
臣
﹂
が
重
複
し
て
み
え
る
例
が
あ
る
︵﹁
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
の
読
み
に
つ
い
て
﹂﹃
歴
史
公
論
﹄

五
︱
五
︑
昭
和
五
十
四
年
五
月
︑
五
四
頁
︶︒
こ
の
場
合
の
﹁
臣
﹂
は
カ
バ
ネ
で
は
な
く
︑﹁
臣
某
﹂
の
よ
う
に
謙
称
に
近
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
︑
あ
る
い
は
︑
鉄
剣
銘
の
場
合
も
こ
れ
と
お
な
じ
用
法
で
あ
ろ
う
か
︒
た
だ
し
︑
こ
の
史
料
に
み
え
る
﹁
笠
評
君
﹂
の
﹁
君
﹂

に
つ
い
て
は
︑﹁
笠
評
＝
氏
﹂﹁
君
＝
カ
バ
ネ
﹂
の
意
味
で
は
な
く
︑
コ
ホ
リ
︵
の
ち
の
郡
︶
の
キ
ミ
︵
首
長
︶
の
こ
と
だ
と
す
る
説
も
あ

る
︵
田
中
卓
﹃
古
代
天
皇
の
秘
密
﹄︿
太
陽
企
画
出
版
︑
昭
和
五
十
四
年
二
月
﹀︑
の
ち
﹃
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
三
巻
︿
国
書
刊
行
会
︑
昭
和
六
十
年
四
月
﹀

所
収
︑
引
用
は
後
者
に
よ
る
︑
二
九
四
～
二
九
五
頁
︶︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑﹁
臣
﹂
を
﹁
オ
ミ
﹂
と
訓
読
す
る
こ
と
は
︑﹁
ヒ
コ
﹂・﹁
ス
ク
ネ
﹂・

﹁
ワ
ケ
﹂
を
す
べ
て
音
假
名
で
あ
ら
わ
す
銘
文
の
表
記
法
と
平
仄
が
合
わ
な
い
の
で
︑
や
は
り
︑
両
者
は
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
↓
語

釈
⑥つ

づ
く
﹁
上
祖
﹂
は
﹁
遠
祖
︵
と
ほ
つ
お
や
︶﹂
と
同
意
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
神
代
下
︑
第
九
段
第
一
の
一
書
に
も
﹁
又
以
二

中
臣
上
祖
天

兒
屋
命
・
忌
部
上
祖
太
玉
命
・
猿
女
上
祖
天
鈿
女
命
・
鏡
作
上
祖
石
凝
姥
命
・
玉
作
上
祖
玉
屋
命
︒
凡
五
部
神
一︒
使
二

配
侍
一

焉
﹂
と
あ
り
︑

﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
餝
磨
郡
に
は
﹁
韓
室
里
︒︿
土
中
々
︒
﹀
右
︒
称
二

韓
室
一

者
︒
韓
室
首
宝
等
上
祖
︒
家
大
富
饒
︒
造
二

韓
室
一︒
故
号
二

韓

室
一︒﹂︑﹁
貽
和
里
船
丘
北
有
二

馬
墓
池
一︒
昔
︒
大
長
谷
天
皇
御
世
︒
尾
治
連
等
上
祖
︒
長
日
子
︒
有
二

善
婢
与
阿

馬
︒
並
合
二

之
意
一︒﹂
と
あ

る
な
ど
︑
用
例
が
多
い
︒
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ち
な
み
に
︑
以
下
︑
銘
文
に
は
意
冨
比
垝
か
ら
乎
獲
居
の
臣
に
至
る
八
代
の
系
譜
が
し
る
さ
れ
る
︒
佐
伯
有
清
氏
は
︑﹃
古
事
記
﹄
崇

神
天
皇
段
に
︑﹁︵
前
略
︶
尓
︒
天
皇
︒
問
賜
之
︒
汝
者
誰
子
也
︒
答
白
︒
僕
者
︒
大
物
主
大
神
︒
娶
二

陶
津
耳
命
之
女
活
玉
依
毘
売
一︒
生

子
︒
名
櫛
御
方
命
之
子
︒
飯
肩
巣
見
命
之
子
︒
建
甕
槌
命
子
︒
僕
意
富
多
多
根
古
白
︒︵
後
略
︶﹂
と
あ
る
意
富
多
多
根
古
の
系
譜
記
事

が
︑
乎
獲
居
の
臣
の
そ
れ
と
酷
似
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
銘
文
の
系
譜
は
乎
獲
居
の
臣
の
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
口
承
系
譜
を
文
章
系
譜
化

し
た
も
の
と
推
測
︒
ま
た
︑
意
富
多
多
根
古
の
系
譜
が
﹁
之
子
﹂・﹁
之
子
﹂
と
歴
代
の
続
柄
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
銘
文
で
は
﹁
其

児
﹂・﹁
其
児
﹂
と
あ
る
点
に
つ
い
て
︑﹃
上
宮
記
﹄︵﹃
釈
日
本
紀
﹄
巻
十
三
︑
述
義
九
︑
第
十
七
男
大
迹
天
皇
条
所
引
︶
に
﹁
上
宮
記
曰
︒
一
云
︒

︵
中
略
︶
娶
下

伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王
児
︒
伊
波
都
久
和
希
児
︒
伊
波
智
和
希
児
︒
伊
波
己
里
和
気
児
︒
麻
和
加
介
児
︒
阿
加
波
智
君
児
︒

乎
波
智
君
︒
娶
二

余
奴
臣
祖
︒
名
阿
那
尓
比
弥
一

生
児
︒
都
奴
牟
斯
君
妹
︒
布
利
比
弥
命
上

也
︒︵
後
略
︶﹂
と
み
え
る
︑
継
体
天
皇
の
系
譜

記
事
に
近
い
と
す
る
︵﹁
古
代
氏
族
の
系
譜
﹂﹃
歴
史
公
論
﹄
五
︱
五
︑
昭
和
五
十
四
年
五
月
︑
六
九
～
七
一
頁
︶︒

③
意
冨
比
垝

﹁
オ
ホ
ビ
コ
﹂
と
読
む
︒
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
事
記
﹄
崇
神
天
皇
段
に
﹁
又
此
之
御
世
︒
大
毘
古
命
者
︒
遣
二

高
志
道
一︒
其
子
建
沼
河
別
命
者
︒
遣
二

東
方
十
二
道
而
一︒
令
レ

和
二

平
其
麻
津
漏
波
奴
︿
自
麻
以
下
五
字
以
音
︒
﹀
人
等
一︒︵
後
略
︶﹂︑﹃
日
本

書
紀
﹄
崇
神
天
皇
十
年
九
月
条
に
﹁
九
月
丙
戌
朔
甲
午
︒
以
二

大
彦
命
一

遣
二

北
陸
一︒
武
渟
川
別
遣
二

東
海
一︒
吉
備
津
彦
遣
二

西
道
一︒
丹
波

道
主
命
遣
二

丹
波
一︒
因
以
詔
之
曰
︒
若
有
二

不
レ

受
レ

教
者
一︒
乃
挙
レ

兵
伐
レ

之
︒
既
而
共
授
二

印
綬
一

為
二

将
軍
一︒﹂
と
み
え
る
︑
四
道
将
軍

の
一
人
﹁
大
彦
命
︵
大
毘
古
命
︶﹂
に
比
定
す
る
説
が
有
力
︒
銘
文
の
意
冨
比
垝
を
﹁
大
彦
命
︵
大
毘
古
命
︶﹂
に
あ
て
る
根
拠
と
し
て
は
︑

㋑
名
が
一
致
す
る
︑
㋺
両
者
の
活
動
し
て
い
た
年
代
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
︑
㋩
雄
略
天
皇
朝
に
す
で
に
オ
ホ
ビ
コ
伝
承
の
原
型
と
な
る
も
の

が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
︑
鉄
剣
銘
の
意
冨
比
垝
が
こ
れ
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︑
㋥
オ
ホ
ビ
コ
お
よ
び
そ
の
後
裔
氏
族

︵
阿
倍
氏
や
膳
氏
な
ど
︶
は
東
国
︵
武
蔵
︶
と
深
い
関
係
を
有
す
る
︑
と
い
っ
た
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
塚
口
義
信
﹁
初
期
大
和
政
権

と
オ
ホ
ビ
コ
の
伝
承
﹂︵
横
田
健
一
編
﹃
日
本
書
紀
研
究
﹄
第
十
四
冊
︿
塙
書
房
︑
昭
和
六
十
二
年
二
月
﹀
所
収
︶
は
︑
㋑
は
︑
偶
然
の
一
致
も
考

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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え
ら
れ
る
の
で
︑
決
め
手
と
な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
︒
ま
た
︑
㋺
も
︑
記
紀
の
系
譜
に
依
拠
し
た
︑
世
代
の
算
出
法
は
方
法
論
的
に
は

無
理
が
あ
り
︑
し
か
も
︑
皇
統
譜
と
鉄
剣
銘
文
の
乎
獲
居
臣
の
系
譜
に
は
二
世
代
の
食
い
違
い
が
あ
る
と
し
て
︑
こ
れ
を
斥
け
る
︒
㋩
・

㋥
に
つ
い
て
は
︑
結
論
的
に
は
し
た
が
う
と
し
な
が
ら
も
︑
意
冨
比
垝
の
性
格
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
決
定
的
な
論
拠
と
は
な
り
え

な
い
と
し
て
︑
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
︑
意
冨
比
垝
＝
オ
ホ
ビ
コ
を
論
証
︒
す
な
わ
ち
︑
氏
は
︑
銘
文
中
の
﹁
世
々
﹂
が
﹁
意
冨
比
垝

以
来
︑
代
々
﹂
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
︵
↓
語
釈
⑪
︶︑
だ
と
す
る
と
︑
雄
略
天
皇
朝
に
は
意
冨
比
垝
も
ま
た
﹁
杖
刀

人
の
首
﹂︵
親
衛
軍
の
首
長
の
一
人
︶
と
す
る
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
︒
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
︑
倭
王
武

の
﹁
上
表
文
﹂
に
み
え
る
征
服
伝
承
の
分
析
か
ら
︑
銘
文
が
刻
ま
れ
た
四
七
一
年
に
は
︑
四
道
将
軍
の
一
人
と
し
て
大
王
に
仕
え
︑
大
い

に
功
を
成
し
た
と
い
う
オ
ホ
ビ
コ
の
英
雄
伝
説
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
︒
そ
の
結
果
︑﹁
兵
団
を
率
い
る
将
軍
と
し
て
の

両
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
っ
た
く
等
し
く
︑
親
衛
軍
の
首
長
的
な
人
物
と
し
て
の
意
冨
比
垝
の
姿
を
古
典
の
な
か
に
も
と
め
る
と
す
れ
ば
︑

そ
れ
は
オ
ホ
ビ
コ
以
外
に
な
い
﹂
と
の
べ
︑
こ
れ
を
論
拠
㋥
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
意
冨
比
垝
＝
オ
ホ
ビ
コ
が
確
定
す
る
と

い
う
︵
前
掲
論
文
︑
一
七
八
～
一
八
〇
頁
︶︒
と
も
す
れ
ば
︑
自
明
の
こ
と
の
よ
う
な
意
冨
比
垝
＝
オ
ホ
ビ
コ
説
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
を
承

認
す
る
た
め
に
は
︑
塚
口
氏
の
よ
う
な
︑
論
証
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

④
其
の
児

下
文
が
い
ず
れ
も
﹁
其
の
児
の
名
は
︱
﹂
と
し
る
す
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
︑
こ
こ
は
﹁
名
﹂
の
字
が
脱
落
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
︒﹁
名
﹂
と
﹁
多
加
利
﹂
の
﹁
多
﹂
の
字
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
書
き
落
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
以
下
︑
こ
の
系
譜

で
は
﹁
其
児
名
︱
﹂
と
い
う
形
で
︑
親
か
ら
子
へ
︑
子
か
ら
孫
へ
と
い
う
よ
う
に
︑
直
系
相
続
の
形
を
と
る
の
が
︑
乎
獲
居
臣
の
系
譜
の

ス
タ
イ
ル
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
に
い
う
﹁
其
の
児
﹂
が
実
際
の
子
を
指
す
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
親
子
で
な
い
場
合
も
ふ
く
め
て
︵
た

と
え
ば
︑
兄
弟
や
従
兄
弟
︶︑
後
継
者
を
こ
う
呼
ん
で
い
る
の
か
は
不
明
︒

⑤
多
加
利
の
足
尼

﹁
タ
カ
リ
の
足
尼
﹂
と
読
む
︒
阿
倍
氏
の
系
譜
に
み
え
る
﹁
彦
屋
主
田
心
命
︵
た
ご
り
の
み
こ
と
︶﹂
と
の
関
聯
が
指
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摘
さ
れ
る
︒﹁
足
尼
︵
す
く
ね
︶﹂
は
宿
禰
の
古
い
表
記
で
︑﹃
住
吉
大
社
神
代
記
﹄
船
木
等
本
記
や
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
巻
五
︑
天
孫
本

紀
所
載
の
﹁
尾
張
氏
系
譜
﹂
な
ど
に
も
頻
出
︒

⑥
弖
巳
加
利
獲
居

﹁
テ
ヨ
カ
リ
ワ
ケ
﹂
と
読
む
︒﹃
本
朝
皇
胤
招
運
録
﹄
に
大
彦
命
の
孫
と
し
て
み
え
る
﹁
豊
韓
別
命
﹂
に
結
び
つ
け

る
説
が
あ
る
︒
こ
の
弖
巳
加
利
獲
居
は
﹁
獲
居
﹂
の
二
字
を
ふ
く
む
最
初
の
人
物
で
あ
り
︑
銘
文
で
は
弖
巳
加
利
獲
居
↓
多
加
披
次
獲
居

↓
多
沙
鬼
獲
居
と
三
代
に
わ
た
っ
て
﹁
獲
居
﹂
を
ふ
く
む
名
前
が
し
る
さ
れ
た
あ
と
︑
半
弖
比
↓
加
差
披
余
と
つ
づ
い
て
︑
最
後
に
乎
獲

居
の
臣
の
と
こ
ろ
で
︑
ふ
た
た
び
﹁
獲
居
﹂
を
ふ
く
む
人
名
が
登
場
す
る
︒
佐
伯
有
清
氏
は
︑﹃
和
気
系
図
﹄
に
﹁
別
君
﹂
↓
﹁
君
﹂
の

変
化
が
確
認
で
き
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
も
と
に
︑﹁
君
﹂
と
い
う
カ
バ
ネ
を
称
す
る
前
段
階
と
し
て
︑﹁
別
君
﹂
と
い
う
二
重
の
称
号
を

称
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
み
て
︑﹁
ワ
ケ
﹂
は
古
い
称
号
︑﹁
キ
ミ
﹂
は
新
し
い
カ
バ
ネ
的
称
号
で
︑
の
ち
に
﹁
キ
ミ
﹂
姓
に
固
定
す
る
と

推
測
︒
そ
し
て
︑﹁
乎
獲
居
臣
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹁
乎
﹂
は
﹁
小
﹂
で
個
人
の
名
前
︑﹁
獲
居
﹂
は
﹁
ワ
ケ
﹂
で
古
い
称
号
で
︑
最
後
の
﹁
直
﹂

︵
佐
伯
氏
は
︑﹁
臣
﹂
で
な
く
﹁
直
﹂
と
み
る
︶
が
カ
バ
ネ
的
称
号
な
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
︑
の
ち
に
﹁
ア
タ
ヒ
﹂
姓
と
な
っ
て
︑
後
裔
氏

族
に
受
け
継
が
れ
た
と
み
て
い
る
︵﹁
古
代
氏
族
の
系
譜
﹂﹃
歴
史
公
論
﹄
五
︱
五
︑
昭
和
五
十
四
年
五
月
︑
七
四
～
七
六
頁
︶

⑦
多
加
披
次
獲
居

﹁
タ
カ
ハ
シ
ワ
ケ
﹂︑
ま
た
は
﹁
タ
カ
ヒ
シ
ワ
ケ
﹂
と
読
み
う
る
︒
高
橋
な
ら
︑
阿
倍
氏
の
一
族
で
膳
臣
氏
か
ら
枝

分
か
れ
し
た
高
橋
朝
臣
氏
の
こ
と
を
い
う
か
︒
膳
臣
氏
は
大
彦
命
の
子
孫
︒

⑧
多
沙
鬼
獲
居

﹁
タ
サ
キ
ワ
ケ
﹂
と
読
む
︒﹁
タ
サ
キ
﹂
は
﹁
サ
サ
キ
﹂
か
︒
大
野
晋
氏
は
︑
銘
文
に
は
﹁
ト
ヨ
﹂
を
﹁
テ
ヨ
﹂︑﹁
カ

サ
ハ
ラ
﹂
を
﹁
カ
サ
ハ
ヨ
﹂︑
そ
し
て
﹁
サ
サ
キ
﹂
を
﹁
タ
サ
キ
﹂
と
し
る
す
﹁
方
言
﹂
の
音
が
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
︵﹃
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
鉄
剣
の
謎
と
古
代
日
本
﹄︿
前
掲
﹀
一
七
三
頁
︶︒

⑨
半
弖
比

﹁
ハ
テ
ヒ
﹂
と
読
む
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
欽
明
天
皇
六
年
条
に
﹁
膳
臣
巴
提
便

か

し

わ

で

の

は

て

ひ

﹂
と
い
う
人
名
が
み
え
︑
半
弖
比
と
の
関
聯
が

指
摘
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
半
弖
比
が
個
人
名
だ
と
す
る
と
︑
氏
族
名
を
し
る
し
た
と
み
ら
れ
る
多
加
披
次
獲
居
・
加
差
披
余
と
統
一
が
と

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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れ
な
い
︵
↓
語
釈
⑦
・
⑩
︶︒
な
お
︑
こ
の
半
弖
比
と
こ
れ
に
つ
づ
く
加
差
披
余
に
の
み
﹁
獲
居
﹂
の
称
号
が
な
い
点
は
注
目
さ
れ
る
︒
こ

の
点
に
つ
い
て
︑
井
上
光
貞
氏
は
︑﹁
ワ
ケ
が
は
じ
ま
っ
て
以
後
に
︑
そ
れ
を
欠
く
人
名
の
あ
ら
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
じ
つ

は
︑
こ
こ
に
︑
銘
文
の
ワ
ケ
に
カ
バ
ネ
︵
姓
︶
性
よ
り
も
官
職
的
地
位
の
に
お
い
が
強
い
︑
と
考
え
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
カ

バ
ネ
︵
姓
︶
性
は
世
襲
で
︑
世
々
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
途
中
に
カ
バ
ネ
︵
姓
︶
を
欠
く
世
代
が
生
じ
る
こ
と
は
不
自
然
で

あ
る
︒
こ
れ
に
反
し
て
官
職
的
地
位
な
ら
ば
︑︵
中
略
︶
族
長
権
の
転
移
の
規
制
や
︑
能
力
の
有
無
に
応
じ
て
︑
銘
文
の
た
ど
る
直
系
系

譜
の
外
に
︑
そ
れ
が
移
る
こ
と
は
︑
か
え
っ
て
自
然
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
﹂︵﹁
鉄
剣
の
銘
文
︱
五
世
紀
の
日
本
を
読
む
︱
﹂﹃
諸

君
！
﹄
一
〇
︱
一
二
︑
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
︑
の
ち
﹃
井
上
光
貞
著
作
集
﹄
第
五
巻
︿
岩
波
書
店
︑
昭
和
六
十
一
年
三
月
﹀
所
収
︶
と
解
釈
︒
こ
れ

に
対
し
︑
佐
伯
有
清
氏
は
︑﹁
ワ
ケ
﹂
は
﹁
大
王
﹂
を
称
す
る
以
前
の
天
皇
に
も
つ
け
ら
れ
て
お
り
︑
官
職
的
地
位
と
解
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
と
し
て
︑
こ
れ
を
首
長
層
の
称
号
と
考
え
る
が
︵﹁
古
代
氏
族
の
系
譜
﹂︿
前
掲
﹀
七
六
頁
︶︑
筆
者
も
そ
う
思
う
︒
ま
た
︑
佐
伯
氏
は
︑

途
中
﹁
ワ
ケ
﹂
を
缺
く
人
名
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
さ
き
に
も
引
い
た
﹃
上
宮
記
﹄︵﹃
釈
日
本
紀
﹄
巻
十
三
︑
述
義
九
︑
第
十
七
男
大
迹
天

皇
条
所
引
︶
の
系
譜
に
﹁
伊
波
己
里
和 ●

気 ●

児
︒
麻
和
加
介
児
︒
阿
加
波
智
君●

児
︒﹂
と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
︑﹃
和
気
系
図
﹄
に
も
同

様
の
例
が
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
︑﹁
五
世
紀
中
葉
以
前
の
一
時
期
に
︑﹁
ワ
ケ
﹂
の
称
号
を
称
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
﹂

と
推
測
︵﹁
古
代
氏
族
の
系
譜
﹂︿
前
掲
﹀
七
七
頁
︶︒
ち
な
み
に
︑
前
川
明
久
氏
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑﹁
理
由
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
︑

こ
の
一
族
に
勢
力
の
消
長
が
あ
っ
て
︑
獲
居
の
称
号
を
と
な
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ほ
ど
祖
父
・
父
の
代
に
は
衰
退
し
て
い
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
﹂︵﹁
鉄
剣
を
銘
文
に
み
え
る
称
号
と
姓
﹂﹃
歴
史
公
論
﹄
五
︱
五
︑
昭
和
五
十
四
年
五
月
︑
八
一
頁
︶
と
︑
独
自
の
解
釈
を
提
唱
︒

な
お
︑
銘
文
中
の
乎
獲
居
臣
の
系
譜
が
ど
こ
ま
で
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
み
る
か
は
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
考
え
が
異
な
る
︒
た
だ
︑
意

富
比
垝
～
加
差
披
余
間
の
七
代
に
わ
た
る
系
譜
は
︑
け
っ
し
て
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
遠
い
過
去
の
こ
と
で
は
な
く
︵
末
永
雅
雄
・

三
品
彰
英
・
横
田
健
一
編
﹃
神
話
と
考
古
学
の
間
﹄︿
創
元
社
︑
昭
和
四
十
八
年
十
月
﹀
一
〇
～
一
一
頁
参
照
︶︑
筆
者
は
︑
こ
の
系
譜
伝
承
を
た
し
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か
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
︒

⑩
加
差
披
余

﹁
カ
サ
ハ
ヨ
﹂
ま
た
は
﹁
カ
サ
ヒ
ヨ
﹂
と
読
む
︒﹁
伽
耶
﹂
と
﹁
加
羅
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
ヤ
﹂
と
﹁
ラ
﹂
の
音
は
交
代
す
る

こ
と
も
あ
る
の
で
︑
あ
る
い
は
﹁
笠
原
﹂
の
こ
と
を
い
う
か
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
安
閑
天
皇
元
年
閏
十
二
月
条
に
﹁
武
蔵
国
造
笠
原
直
使
主
﹂

が
み
え
︑
加
差
披
余
を
こ
れ
に
比
定
す
る
考
え
も
あ
る
が
︑
前
川
明
久
氏
は
︑﹁
人
名
が
氏
名
に
な
る
例
は
乏
し
い
﹂
こ
と
か
ら
︑
こ
の

比
定
は
困
難
だ
と
す
る
︵﹁
鉄
剣
を
銘
文
に
み
え
る
称
号
と
姓
﹂︿
前
掲
﹀
八
一
頁
︶︒

⑪
世
々

代
々
の
意
︒﹁
世
々
﹂
が
︑
乎
獲
居
臣
か
ら
何
代
前
ま
で
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
︑
諸
説
あ
る
が
︑
こ
こ
は
︑
塚
口
義
信
氏
の

い
う
よ
う
に
︑﹁
世
々
﹂
は
直
後
の
﹁
至
今
﹂
と
対
応
関
係
に
あ
り
︑
意
冨
比
垝
か
ら
加
差
披
余
に
至
る
七
代
を
指
し
て
い
る
と
み
る
の

が
妥
当
か
︵﹁
初
期
大
和
政
権
と
オ
ホ
ビ
コ
の
伝
承
﹂︿
前
掲
﹀
一
七
八
～
一
八
〇
頁
︶︒
な
お
︑
こ
の
﹁
世
々
﹂
を
乎
獲
居
臣
の
先
祖
代
々
と
考

え
ず
︑﹁
天
皇
の
御
世
々
々
﹂
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
︵
平
野
邦
雄
﹁﹃
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
﹄
の
解
釈
﹂﹃
大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
﹄︿
吉
川

弘
文
館
︑
昭
和
六
十
年
六
月
﹀
所
収
︑
一
一
〇
頁
︶︑
自
家
の
系
譜
に
つ
づ
く
記
載
な
の
で
︑
こ
れ
は
通
説
ど
お
り
︑
乎
獲
居
臣
の
家
系
を
指

す
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︵
塚
口
氏
前
掲
論
文
︑
一
八
八
頁
参
照
︶︒

⑫
杖
刀
人
の
首

﹁
杖
刀
﹂
は
刀
身
を
内
部
に
収
め
た
刀
の
こ
と
で
︑
い
わ
ゆ
る
仕
込
み
杖
︒﹁
杖
刀
人
﹂
は
︑
そ
れ
を
携
え
て
王
宮
の

警
護
に
あ
た
っ
た
り
︑
大
王
に
仕
え
る
人
の
意
味
で
︑
つ
ま
り
は
大
王
の
親
衛
隊
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
首
﹂
は
そ
の
長
官
︒﹁
杖
刀
﹂

に
つ
い
て
は
︑﹁
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
﹂
に
﹁
合
大
刀
并
横
刀
陸
拾
柄
︿
大
刀
卅
柄
︒
横
刀
廿
九
柄
︒
杖
刀
一
柄
︒
並
仏
物
︒
﹀﹂︵﹃
大

日
本
古
文
書
﹄
二
︱
六
四
五
頁
︶
と
あ
る
︒﹁
東
大
寺
献
物
帳
﹂
に
も
二
振
り
の
杖
刀
の
こ
と
が
み
え
︑
た
と
え
ば
︑
刀
身
の
長
い
ほ
う
に

つ
い
て
は
﹁
杖
刀
一
口
︿
刃
長
二
尺
一
寸
六
分
︒
鋒
者
偏
刃
︒
金
鏤
星
雲
形
︒
紫
檀
樺
纏
︒
眼
及
把
並
用
銀
︒
紫
組
懸
︒
呉
竹
鞘
樺
纏
︒
長
五
尺
三
寸

四
分
︒
口
蓋
尾
並
用
鹿
角
作
︒
又
以
鉄
接
尾
端
︒
緑
地
高
麗
錦
袋
緋
貮
裏
︒
﹀﹂︵﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
四
︱
一
四
〇
～
一
四
一
頁
︶
と
あ
る
︒

⑬
獲
加
多
支
鹵
の
大
王

銘
文
の
発
見
当
初
に
は
︑﹁
斯
鬼
宮
﹂
を
欽
明
天
皇
の
磯
城
嶋
金
刺
宮
に
あ
て
︑
こ
の
大
王
を
欽
明
天
皇
と
み

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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る
学
説
も
あ
っ
た
が
︵
た
と
え
ば
︑
池
上
巌
﹁
獲
加
多
支
鹵
大
王
＝
雄
略
天
皇
説
へ
の
疑
問
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄
一
九
︑
昭
和
五
十
四
年
四
月
︑

な
ど
︶︑
獲
加
多
支
鹵
＝
幼
武
か
ら
判
断
し
て
︑
大
泊
瀬
幼
武
︵
オ
オ
ハ
ツ
セ
ワ
カ
タ
ケ
︶
と
よ
ば
れ
た
雄
略
天
皇
に
あ
て
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

↓
語
釈
⑮

⑭
寺

寺
は
官
舎
・
朝
廷
の
意
︒
寺
の
字
を
役
所
の
意
で
用
い
た
例
と
し
て
は
︑
隋
唐
代
の
九
寺
︵
太
常
寺
・
大
理
寺
・
鴻
臚
館
な
ど
︶
な

ど
が
あ
る
︒
寺
院
の
こ
と
で
は
な
い
︒
な
お
︑
こ
の
﹁
寺
﹂
を
﹁
侍
﹂
の
略
体
字
と
み
て
︑﹁
ハ
ベ
ル
﹂・﹁
チ
カ
ヅ
ク
﹂
な
ど
と
読
み
︑﹁
奉

事
来
至
今
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
﹂
の
部
分
を
﹁
奉
事
し
来
り
て
今
の
獲
加
多
支
鹵
大
王
に
至
る
︒
寺
︵
は
べ
︶
り
て
︑
斯
鬼

の
宮
に
在
る
時
﹂
と
読
む
意
見
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
銘
文
は
五
字
と
七
字
の
句
の
多
い
漢
文
体
で
あ
り
︑
か
り
に
﹁
寺
﹂
が
﹁
侍
﹂

の
こ
と
だ
と
す
る
と
︑﹁
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
に
侍
り
﹂
と
和
文
的
な
読
み
方
を
加
え
る
か
︑
構
造
を
崩
す
ほ
か
な
い
︵
笹
山
晴
生
︿
司
会
﹀・

岸
俊
男
・
大
塚
初
重
・
森
浩
一
﹁
謎
は
ど
う
解
明
さ
れ
る
か
︿
座
談
会
﹀﹂﹃
歴
史
と
人
物
﹄
八
九
︑
昭
和
五
十
四
年
一
月
︑
四
一
頁
の
岸
俊
男
氏
の
発
言
︶︒

そ
の
点
で
︑
こ
の
解
釈
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
︒

⑮
斯
鬼
の
宮

﹁
斯
鬼
﹂
は
大
和
の
磯
城
︒
雄
略
天
皇
の
宮
居
は
泊
瀬
朝
倉
宮
だ
が
︑
泊
瀬
も
広
い
意
味
で
の
磯
城
地
方
に
ふ
く
ま
れ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄
垂
仁
天
皇
段
に
﹁
尓
︑
名
賜
其
曙
立
王
︑
謂
倭
者
師〇

木〇

登
美
豊
朝
倉

〇

〇

曙
立
王
﹂
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
︵
塚
口
義
信
氏
の
ご

教
示
に
よ
る
︶︒

⑯
在
り
し
時

銘
文
冒
頭
の
﹁
辛
亥
年
﹂
に
つ
い
て
は
四
七
一
年
説
が
有
力
だ
が
︑
干
支
を
一
巡
繰
り
下
げ
て
五
三
一
年
と
す
る
説
も
あ

る
︒
こ
れ
は
︑
現
在
で
は
む
し
ろ
少
数
意
見
で
あ
る
が
︑
銘
文
の
発
見
直
後
︑
国
語
学
者
の
大
野
晋
氏
は
︑﹁
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯

鬼
宮
時
︑
吾
左
治
天
下
︑
令
作
此
百
練
利
刀
︑
記
吾
奉
事
根
原
也
﹂
の
部
分
を
﹁
ワ
カ
タ
ケ
ル
寺
︑
シ
キ
の
宮
に
在
り
し
時

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

︑
吾
︑
天
下

を
治
む
る
こ
と
を
左
︵
た
す
︶
く
︒
此
の
百
練
の
利
刀
を
作
ら
し
め
︑
吾
が
事
へ
奉
る
根
原
を
記
す
也
﹂
と
読
み
下
し
︑﹁
わ
が
家
系
は

代
々
︑
杖
刀
人
の
首
と
し
て
奉
仕
し
て
来
た
が
︑
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
の
寺
が
斯
鬼
宮
に
あ
っ
た
時
︑
私
自
身
は
実
際
に
お
助
け
し
た
﹂
と
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い
う
回
想
と
み
た
︒
そ
し
て
︑
過
去
形
で
あ
る
以
上
︑
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
︑﹁
辛
亥
年
﹂
を
四
七
一
年
と
結
び
つ

け
て
よ
い
か
ど
う
か
は
︑
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
︵
井
上
光
貞
他
﹃
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
鉄
剣
の
謎
と
古
代
日
本
﹄︿
前
掲
﹀
の

一
二
八
～
一
三
九
頁
の
大
野
氏
の
発
言
︑
大
野
氏
﹁
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
銘
文
﹂﹃
諸
君
！
﹄
昭
和
五
十
四
年
二
月
号
︑
の
ち
同
氏
﹃
日
本
語
と
世
界
﹄

︿
講
談
社
︑
平
成
元
年
九
月
﹀
所
収
︑
参
照
︶︒
な
る
ほ
ど
︑
辛
亥
銘
鉄
剣
と
好
一
対
の
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
大
刀
銘
は
︑﹁
治
天
下
獲
□
□

鹵
大
王
世

〇

〇

〇

奉
事
典
曹
人
名
无
利
弖
﹂
と
い
う
形
で
︑
為
政
者
の
名
に
よ
っ
て
過
去
の
時
代
を
し
て
い
る
︵
東
京
国
立
博
物
館
編
﹃
江
田
船
山

古
墳
出
土

国
宝
銀
象
嵌
銘
大
刀
﹄︿
吉
川
弘
文
館
︑
平
成
五
年
八
月
﹀
所
収
の
東
野
治
之
﹁
銘
文
の
釈
読
﹂
六
七
頁
の
読
み
下
し
文
は
﹁
天
の
下
治
ら
し

め
し
し
旭

︵
マ
マ
︶□
□
□
鹵
大
王
の
世
︑
典
曹
に
奉
事
せ
し
人
︑
名
は
无
利
弖
﹂
と
す
る
︶︒
ま
た
︑
墓
誌
で
も
︑
た
と
え
ば
﹁
船
首
王
後
墓
誌
﹂
の
銘

文
の
よ
う
に
︑
宮
の
所
在
地
︵
宮
号
︶
を
用
い
た
天
皇
名
に
よ
っ
て
過
去
の
年
代
を
あ
ら
わ
し
た
例
が
あ
る
の
で
︵
坂
元
義
種
﹁
文
字
の
あ

る
考
古
学
史
料
の
諸
問
題
﹂
上
田
正
昭
他
編
﹃
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
日
本
古
代
史
﹄
下
︿
光
文
社
︑
昭
和
五
十
五
年
一
月
﹀
所
収
︑
五
五
～
六
一
頁
参
照
︶︑
辛

亥
銘
鉄
剣
の
場
合
も
過
去
形
と
み
て
不
都
合
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
ほ
う
が
前
後
の
文
脈
が
す
っ
き
り
す
る
︒
な
お
︑
岸
俊
男
氏
は
︑

隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
像
鏡
に
﹁
癸
未
年
八
月
日
十
大
王
年
男
弟
王
在
意
柴
沙
加
宮
時
斯
麻
念
長
寿
遣
開
中
費
直
穢
人
今
州
利
二
人
等
取

白
上
同
二
百
旱
作
此
竟
﹂
と
あ
る
例
を
あ
げ
て
︑﹁
年
紀
と
宮
に
あ
る
時
と
︑
鏡
を
作
っ
た
時
と
は
み
な
同
じ
︑
と
い
う
ふ
う
に
読
む
の

が
素
直
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
﹂
と
反
論
す
る
︵
井
上
光
貞
他
﹃
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
鉄
剣
の
謎
と
古
代
日
本
﹄︿
前
掲
﹀
一
三
五
頁
の
岸
俊
男

氏
の
発
言
な
ど
︶︒
し
か
し
な
が
ら
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
場
合
︑
文
脈
か
ら
︑﹁
辛
亥

し
ん
が
い

年
の
と
し

の
七
月
中
に
︹
以
下
の
こ
と
を
︺
記
す
︒

︵
中
略
︶
獲
加
多
支
鹵

わ

か

た

け

る

︹
の
︺
大
王

お
お
き
み

の
朝
廷
が
︑︹
か
つ
て
︺
斯し

鬼き

︹
の
︺
宮
に
あ
っ
た
時
︑
わ
た
く
し
︹
自
身
も
ま
た
︺
天
下
を
治
め
る

こ
と
を
お
助
け
し
た
︒︹
そ
こ
で
今
︺
こ
の
何
度
も
打
っ
て
よ
く
鍛
え
た
鋭
い
刀
を
作
ら
せ
て
︑
わ
た
く
し
が
︹
大
王
へ
の
︺
奉
仕
の
由

来
を
記
す
次
第
で
あ
る
﹂︵
後
掲
現
代
語
訳
を
参
照
︶
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
の
で
︑
か
な
ら
ず
し
も
︑
辛
亥
年
八
月
＝
斯
鬼
宮
が
宮

都
の
時
代
＝
鉄
剣
銘
の
製
作
時
期
と
考
え
る
必
要
は
な
い
︒
確
実
な
の
は
︑
辛
亥
年
＝
鉄
剣
銘
の
作
製
時
期
︑
と
い
う
点
だ
け
で
あ
り
︑

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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人
物
画
像
鏡
銘
と
は
文
脈
が
異
な
っ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
人
物
画
像
鏡
の
銘
文
は
難
解
で
︑
肝
心
な
と
こ
ろ
で
解
釈
が
わ
か
れ
た
ま
ま
な

の
で
︑
こ
れ
を
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
解
釈
に
援
用
す
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
︒
ゆ
え
に
︑
筆
者
は
︑
獲
加
多
支
鹵
大
王
＝
大

泊
瀬
幼
武
天
皇
＝
武
で
あ
る
に
し
て
も
︑
こ
れ
が
五
三
一
年
時
点
に
お
け
る
回
想
だ
と
す
る
説
は
無
碍
に
否
定
で
き
な
い
と
思
う
︵
な
お
︑

こ
れ
に
か
か
わ
る
稲
荷
山
古
墳
お
よ
び
礫
槨
部
分
の
造
営
の
年
代
に
つ
い
て
は
︑
後
述
の
﹁
二
︑
銘
文
の
問
題
点
︵
４
︶
礫
槨
の
築
造
年
代
﹂
参
照
︶︒

⑰
左
治
天
下

﹁
左
﹂
は
﹁
佐
﹂
に
同
じ
︒
魏
志
倭
人
伝
に
も
卑
弥
呼
と
そ
の
男
弟
に
つ
い
て
﹁
年
已
長
大
︒
無
夫
壻
︒
有
男
弟
佐
治
国
﹂

と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
︑﹁
左
治
天
下
﹂
も
﹁
天
下
を
左
治
さ

じ

し
﹂
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
に
も
﹁
治

天
下
﹂
の
三
字
が
み
え
る
な
ど
︑﹁
治
天
下
﹂
の
用
例
は
多
く
︑
こ
れ
を
一
つ
の
用
語
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
︑
銘
文
も
﹁
治
天
下
を
左た
す

け
る
﹂
と
読
む
べ
き
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
︵
上
田
正
昭
﹁
銘
文
研
究
二
〇
年
と
古
代
史
﹂
上
田
正
昭
・
大
塚
初
重
監
修
小
金
井
良
一
編
﹃
稲
荷
山

古
墳
の
鉄
剣
を
見
直
す
﹄︿
学
生
社
︑
平
成
十
三
年
六
月
﹀
所
収
︑
一
五
頁
︶

⑱
百
練
の
利
刀

何
度
も
打
っ
て
鍛
え
た
︑
よ
く
切
れ
る
刀
の
意
︒﹁
百
練
﹂
の
字
は
︑
天
理
市
の
東
大
寺
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
﹁
中
平
﹂

年
号
の
あ
る
鉄
刀
に
も
﹁
中
平
□
□
︵
年
︶
五
月
丙
午
造
作
文
刀
百
練
清
剛
上
応
星
宿
□
下
(カ
)

□
避
(カ
)

□
不
(カ
)

□
祥
(カ
)

﹂
と
み
え
︑
石
上
神
宮
所
蔵
の
七

支
刀
に
も
﹁
泰
□
四
年
五
月
十
六
日
丙
午
正
陽
造
百
練
銕
□
□
□
刀
出
辟
百
兵
宜
供
供
侯
王
□
□
□
□
祥
﹂
と
み
え
て
い
る
ほ
か
︑
近
年

出
土
し
た
福
岡
市
の
元
岡
古
墳
群

６
号
墳
出
土
の
﹁
庚
寅
﹂
銘
鉄
刀
に
も
﹁
作
刀
凡
十
二
果
練
﹂
と
あ
る
︒
中
国
で
も
︑
亥
山
出
土
大

G

刀
銘
に
﹁
永
初
六
年
五
月
丙
午
造
卅
湅
大
刀
吉
羊
﹂
と
し
る
し
た
例
が
あ
る
︵﹃
文
物
﹄
一
九
七
四
第
十
二
期
︶︒
ち
な
み
に
︑
江
田
船
山
古

墳
出
土
大
刀
銘
に
﹁
三
寸
上
好
□
刀
﹂
と
み
え
る
﹁
□
刀
﹂
は
﹁
刊
刀
﹂
と
読
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
鉄
剣
銘
の
﹁
百
練
利
刀
﹂
を

参
考
に
す
る
と
︑
梅
原
末
治
・
末
永
雅
雄
・
佐
伯
有
清
諸
氏
の
解
読
の
と
お
り
︑﹁
利
刀
﹂
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

⑲
吾
が
奉
事
の
根
原
を
記
す
也

前
文
の
﹁
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
来
至
今
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
吾
左
治
天
下
﹂
を
受
け
た

表
現
で
︑
こ
の
文
言
で
銘
文
が
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
考
え
あ
わ
せ
て
︑
お
そ
ら
く
こ
れ
が
乎
獲
居
臣
の
も
つ
と
も
強
調
し
た
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か
っ
た
点
で
あ
り
︑
鉄
剣
を
作
ら
せ
た
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
︒

二
︑
銘
文
の
問
題
点

以
上
︑
銘
文
の
字
句
に
つ
い
て
︑﹁
語
釈
﹂
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
詳
し
く
み
て
き
た
︒
細
部
で
は
見
解
の
岐
れ
る
と
こ
ろ
も

あ
る
が
︑
全
体
と
し
て
文
意
は
明
快
で
︑
解
釈
に
苦
し
む
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
︒
銘
文
は
︑
ま
ず
︑
辛
亥
の
年
七
月
中
に
記
し
た
こ
と

を
の
べ
︑
つ
い
で
乎
獲
居
臣
の
祖
先
で
あ
る
意
冨
比
垝
か
ら
乎
獲
居
臣
ま
で
の
八
代
の
系
譜
を
示
し
︑
代
々
大
王
の
親
衛
隊
の
長
と
し
て

仕
え
て
今
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
記
述
す
る
︒
そ
し
て
︑
乎
獲
居
臣
も
ま
た
︑
獲
加
多
支
鹵
大
王
︵
雄
略
天
皇
︶
が
斯
鬼
宮
で
政
治
を
執
っ

て
い
た
時
代
に
︑
大
王
を
輔
佐
し
て
い
た
の
で
︑
そ
の
記
念
に
立
派
な
剣
を
作
り
︑
大
王
に
お
仕
え
し
て
き
た
由
来
を
刻
ん
だ
︑
と
し
る

す
の
で
あ
る
︒

さ
き
の
語
釈
を
も
と
に
︑
現
代
語
訳
の
い
ち
お
う
の
私
案
を
示
せ
ば
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

辛
亥

し
ん
が
い

年
の
と
し

の
七
月
中
に
︹
以
下
の
こ
と
を
︺
記
す
︒︹
わ
た
く
し
︺
乎を

獲わ

居け

の
臣
の
祖
先
の
名
は
意
冨
比
垝

お

ほ

ひ

こ

︑
そ
の
児
︹
の
名
は
︺

多
加
た

か

利り

︹
の
︺
足す
く

尼ね

︑
そ
の
児
の
名
は
弖
巳

て

よ

加
利

か

り

獲わ

居け

︑
そ
の
児
の
名
は
多
加
披

た

か

は

次し

獲わ

居け

︑
そ
の
児
の
名
は
多
沙

た

さ

鬼き

獲わ

居け

︑
そ
の
児

の
名
は
半
弖
比

は

て

ひ

﹂
そ
の
児
の
名
は
加
差
披
余

か

さ

は

よ

︑
そ
の
児
の
名
は
︹
わ
た
く
し
︺
乎
獲
居
の
臣
で
あ
る
︒︹
わ
が
家
系
は
︺
代
々
杖
じ
ょ
う

刀
人

と
う
じ
ん

の
長
官
と
な
っ
て
︑︹
大
王
に
︺
お
仕
え
し
奉
り
つ
づ
け
て
今
に
至
っ
て
い
る
︒
獲
加
多
支
鹵

わ

か

た

け

る

︹
の
︺
大
王

お
お
き
み

の
朝
廷
が
︑︹
か
つ

て
︺
斯し

鬼き

︹
の
︺
宮
に
あ
っ
た
時
︑
わ
た
く
し
︹
自
身
も
ま
た
︺
天
下
を
治
め
る
こ
と
を
お
助
け
し
た
︒︹
そ
こ
で
今
︺
こ
の
何
度

も
打
っ
て
よ
く
鍛
え
た
鋭
い
刀
を
作
ら
せ
て
︑
わ
た
く
し
の
︹
大
王
へ
の
︺
奉
仕
の
由
来
を
記
す
次
第
で
あ
る
︒

右
の
銘
文
に
つ
い
て
︑
か
ん
た
ん
に
問
題
点
を
整
理
し
て
お
く
と
︑
ま
ず
︑
冒
頭
の
﹁
辛
亥
年
﹂
に
つ
い
て
は
︑
西
暦
四
七
一
年
説
と

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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五
三
一
年
の
二
説
あ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
現
在
は
四
七
一
年
説
が
有
力
だ
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑﹁
獲

加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
﹂
の
解
釈
や
︑
稲
荷
山
古
墳
の
礫
槨
の
築
造
年
代
の
比
定
と
相
俟
っ
て
︑
再
検
討
の
餘
地
が
あ
る
︒

つ
ぎ
に
︑
乎
獲
居
臣
の
上
祖
の
﹁
オ
ホ
ビ
コ
﹂
だ
が
︑
彼
は
︑
記
紀
に
み
え
る
﹁
大
彦
命
﹂
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
︒
そ
し
て
︑
乎

獲
居
臣
が
仕
え
た
と
い
う
獲
加
多
支
鹵
大
王
が
雄
略
天
皇
だ
と
い
う
こ
と
も
︑
通
説
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
は
た
し
て
乎
獲
居

臣
が
礫
槨
の
被
葬
者
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
銘
文
発
見
後
三
十
年
以
上
を
経
た
現
在
で
も
定
説
が
な
く
︑
こ
れ
ま
た
議
論
の
餘

地
が
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
は
︑
従
来
知
ら
れ
て
い
た
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
の
解
読
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
︑
以
下
は
︑
こ
れ
ら
の
問
題
を
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

︵
１
︶﹁
辛
亥
年
﹂
の
実
年
代

﹃
宋
書
﹄
本
紀
・
倭
国
伝
に
は
当
時
の
倭
国
の
王
が
使
者
を
派
遣
し
た
り
︑
宋
の
皇
帝
か
ら
爵
号
を
授
与
さ
れ
た
記
事
が
︑
都
合
十
一

回
み
え
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
倭
の
五
王
︵
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
︶
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
記
事
に
つ
い
て
は
︑
派
遣
の
主
体
が
誰
か
は
お
お

む
ね
判
明
し
て
い
る
が
︑
本
紀
に
み
え
る
元
嘉
七
年
︵
四
三
〇
︶・
大
明
四
年
︵
四
六
〇
︶・
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
遣
使
記
事
に
つ
い
て

は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
倭
国
王
︑
使
を
遣
は
し
方
物
を
献
ず
﹂﹁
倭
国
︑
使
を
遣
は
し
方
物
を
献
ず
﹂
な
ど
と
あ
る
だ
け
で
︑
い
ず
れ
の
王
に

よ
る
派
遣
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
宋
書
﹄
の
分
析
か
ら
︑
元
嘉
七
年
︵
四
三
〇
︶
が
讃
︑
大
明
四
年
︵
四
六
〇
︶
が
済
︑

そ
し
て
︑
最
後
の
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
が
興
の
遣
使
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
坂
元
義
種
氏
の
研
究
も
あ
る

し
︑
筆
者
も
ま
た
詳
し
く
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
︵
拙
稿
﹁
元
嘉
七
年
遣
使
の
﹁
倭
国
王
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
史
料
﹄
一
四
四
︿
平
成
八
年
八
月
﹀︑

の
ち
︑
拙
著
﹃
記
紀
と
古
代
史
料
の
研
究
﹄︿
国
書
刊
行
会
︑
平
成
二
十
年
二
月
﹀
所
収
︶︒
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と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
に
一
つ
問
題
が
生
じ
る
︒
そ
れ
は
︑
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
遣
使
の
主
体
を
興
と
す
る
と
︑
鉄
剣
銘
の
年
紀
と
の

間
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
︒
か
り
に
︑
通
説
の
と
お
り
︑
辛
亥
年
＝
四
七
一
年
で
︑
獲
加
多
支
鹵
大
王
＝
雄
略
天
皇
で
あ
り
︑
な

お
か
つ
︑
雄
略
天
皇
＝
武
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
す
る
と
︑
四
七
七
年
は
す
で
に
武
の
治
世
の
は
ず
で
︑
こ
の
年
の
遣
使
の
主
体
が
興
だ
と

す
る
︑
筆
者
の
主
張
と
は
あ
き
ら
か
に
矛
盾
す
る
︒

た
し
か
に
︑
鉄
剣
の
辛
亥
年
＝
四
七
一
年
が
動
か
な
け
れ
ば
︑
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
遣
使
は
武
の
そ
れ
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
だ
が
︑
そ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
︒
の
ち
に
も
の
べ
る
よ
う
に
︑
新
王
の
初
遣
使
な
ら
封
冊
記
事
︵
王
侯
に
封
じ
る
こ
と
を
し
る

し
た
記
録
︶
が
記
録
さ
れ
る
の
が
︑﹃
宋
書
﹄
本
紀
の
通
例
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
た
ん
に
方
物
を
献
じ
た
こ
と
を
記
す
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶

の
遣
使
の
主
体
は
︑
大
明
六
年
︵
四
六
二
︶
に
﹁
安
東
将
軍
倭
国
王
﹂
を
授
け
ら
れ
た
興
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
矛
盾
を
打
開
す
る
た
め
に
は
︑
原
点
に
帰
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
銘
文
の
解
釈
が
は
た
し
て
妥
当
か
ど
う
か
を
あ
ら
た
め
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
辛
亥
年
＝
四
七
一
年
説
の
最
大
の
根
拠
は
︑
銘
文
の
﹁
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
︑
吾
左
治
天
下
︑
令
作
此
百
練

利
刀
︑
記
吾
奉
事
根
原
也
﹂
と
い
う
部
分
を
﹁
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
の
寺じ

︑
シ
キ
の
宮
に
在
る
時

〇

〇

〇

〇

〇

○

○

〇

︑
吾
︑
天
下
を
治
む
る
こ
と
を
左た
す

く
︒
此こ

の
百
ひ
ゃ
く

練れ
ん

の
利り

刀と
う

を
作
ら
し
め
︑
吾
が
事つ
か

へ
奉
た
て
ま
つ

る
根こ
ん

原げ
ん

を
記
す
也
﹂
と
現
在
形
に
読
み
下
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
語
釈
の
と
こ

ろ
で
も
の
べ
た
よ
う
に
︑
為
政
者
の
名
を
過
去
の
年
代
の
指
標
と
し
た
り
︑
宮
の
所
在
地
︵
宮
号
︶
を
用
い
た
天
皇
名
に
よ
っ
て
過
去
を

あ
ら
わ
す
例
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
当
該
箇
所
も
﹁
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
の
寺じ

︑
シ
キ
の
宮
に
在
り
し
時

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

﹂
と
︑
過
去
形
に
理
解
し

て
も
お
か
し
く
な
い
︒
だ
と
し
た
ら
︑
辛
亥
年
︑
す
な
わ
ち
銘
文
が
刻
ま
れ
た
年
を
一
巡
繰
り
下
げ
て
︑
五
三
一
年
と
す
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
あ
る
ま
い
︒

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
︑
銘
文
の
発
見
当
時
︑
大
野
晋
氏
が
提
唱
し
て
い
る
が
︵
前
節
の
語
釈
⑯
参
照
︶︑
こ
れ
だ
と
︑
辛
亥
年
を
獲
加
多

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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支
鹵
大
王
の
治
世
中
に
収
め
る
必
要
は
な
い
の
で
︑
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
遣
使
の
主
体
が
興
と
み
る
私
見
と
も
矛
盾
し
な
い
︒

坂
元
氏
な
ど
も
︑
辛
亥
銘
鉄
剣
の
発
見
直
後
︑﹁
辛
亥
年
﹂
を
四
七
一
年
と
す
る
考
え
に
は
検
討
の
餘
地
が
あ
る
と
発
言
し
た
が
︑
こ

れ
に
異
論
を
唱
え
た
の
が
井
上
光
貞
氏
で
あ
る
︵﹁
雄
略
朝
に
お
け
る
王
権
と
東
ア
ジ
ア
﹂
井
上
光
貞
他
編
﹃
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代

史
講
座
﹄
四
︿
学
生
社
︑
昭
和
五
十
五
年
九
月
﹀
所
収
・﹁
稲
荷
山
鉄
剣
銘
文
考
﹂﹃
歴
史
と
人
物
﹄
一
四
一
・
一
四
三
・
一
四
四
︑
昭
和
五
十
八
年
一
～

三
月
︑
い
ず
れ
も
の
ち
﹃
井
上
光
貞
著
作
集
﹄
第
五
巻
︿
前
掲
﹀
所
収
︒
な
お
︑
山
尾
幸
久
﹃
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
﹄︿
岩
波
書
店
︑
昭
和
五
十
八
年

四
月
﹀
二
九
五
頁
に
も
坂
元
説
の
批
判
が
み
え
る
が
︑
こ
こ
で
は
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
た
井
上
光
貞
氏
の
説
を
中
心
に
据
え

た
︶︒氏

の
論
点
は
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
そ
の
第
一
は
︑
坂
元
氏
が
﹁
新
王
の
授
爵
は
︑
一
般
に
そ
の
最
初
の
遣
使
朝
貢
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
﹂︵﹁
倭
の
五
王
︱
そ
の
遣
使
と
授
爵
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂﹃
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
﹄
七
︿
昭
和
四
十
五
年
六
月
﹀︑
の
ち
坂
元
氏
﹃
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日

本
と
朝
鮮
﹄︿
吉
川
弘
文
館
︑
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
﹀
所
収
︑
三
六
四
頁
︶
と
の
べ
る
点
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
井
上
氏
は
︑﹁
坂
元
氏
の
︑

引
用
文
の
よ
う
な
前
提
が
︑
ど
れ
だ
け
普
遍
的
で
あ
る
か
︑
充
分
に
立
証
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
の
べ
︑
い
と
も
か
ん
た
ん
に
斥
け
て
い
る

︵﹁
雄
略
朝
に
お
け
る
王
権
と
東
ア
ジ
ア
﹂︿
前
掲
﹀
七
頁
︶︒

し
か
し
︑
実
際
に
は
︑
新
王
の
授
爵
が
そ
の
最
初
の
遣
使
朝
貢
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
の
で
あ
っ
て
︑

む
し
ろ
︑
じ
ゅ
う
ぶ
ん
立
証
し
う
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
︑
や
や
煩
瑣
に
な
る
が
︑
い
く
つ
か
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
よ
う
︒

た
と
え
ば
︑
百
済
に
つ
い
て
い
う
と
︑﹃
宋
書
﹄
列
伝
で
は
︑
元
嘉
二
十
七
年
︵
四
五
〇
︶
百
済
王
餘
毗
に
よ
る
﹁
上
書
献
方
物
﹂
の

記
事
に
つ
づ
け
て
﹁
毗
死
︒
子
慶
代
立
︒
世
祖
大
明
元
年
︒
遣
使
求
除
授
︒
詔
許
﹂
と
し
る
し
て
い
る
︵﹃
宋
書
﹄
列
伝
第
五
十
七
︑
夷
蛮
︶︒

い
っ
ぽ
う
︑
本
紀
は
と
い
う
と
︑
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑
孝
武
帝
本
紀
の
大
明
元
年
︵
四
五
七
︶
十
月
甲
辰
条
に
﹁
以
百
済
王

餘
慶
鎮
東
大
将
軍
﹂
と
い
う
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒
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百
済
以
外
で
も
︑
列
伝
第
五
十
六
︑
鮮
卑
吐
谷
渾
︑
吐
谷
渾
条
に
は
︑
慕
井
が
死
ん
で
弟
の
慕
延
が
立
ち
︑
遣
使
奉
表
し
︑
元
嘉
十
五

年
︵
四
三
八
︶
に
﹁
使
持
節
・
散
騎
常
侍
・
都
督
西
秦
河
沙
三
州
諸
軍
事
・
鎮
西
大
将
軍
・
領
護
羌
校
尉
・
西
秦
河
二
州
刺
史
・
隴
西
王
﹂

に
除
せ
ら
れ
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
文
帝
本
紀
の
元
嘉
十
五
︵
四
三
八
︶
年
二
月
丁
未
条
に
﹁
以
平
東
将
軍

吐
谷
渾
慕
容
延
為
鎮
西
将
軍
・
秦
河
二
州
刺
史
﹂
と
あ
っ
て
︑
列
伝
に
対
応
す
る
記
事
が
み
え
て
い
る
︒

ま
た
︑
お
な
じ
吐
谷
渾
で
い
え
ば
︑
慕
延
が
死
ぬ
と
拾
寅
が
み
ず
か
ら
王
と
な
る
が
︑
列
伝
に
よ
れ
ば
︑
元
嘉
二
十
九
年
︵
四
五
二
︶

に
﹁
使
持
節
・
督
西
秦
河
沙
三
州
諸
軍
事
・
安
西
将
軍
・
領
護
羌
校
尉
・
西
秦
河
二
州
刺
史
・
河
南
王
﹂
に
除
正
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に

対
し
て
︑
文
帝
本
紀
で
は
遣
使
と
は
書
か
な
い
も
の
の
︑
元
嘉
二
十
九
年
︵
四
五
二
︶
九
月
丁
亥
条
に
﹁
以
平
西
将
軍
吐
谷
渾
拾
寅
為
安

西
将
軍
・
秦
河
二
州
刺
史
﹂
と
あ
っ
て
︑
や
は
り
列
伝
に
対
応
す
る
記
事
が
存
在
し
て
い
る
︒

つ
ぎ
に
︑
倭
の
五
王
の
珍
と
お
な
じ
こ
ろ
︑
宋
と
交
渉
の
あ
っ
た
武
都
王
の
例
で
い
う
と
︑
列
伝
で
は
︑
武
都
王
の
煬
盛
が
元
嘉
二
年

︵
四
二
五
︶
六
月
に
卒
し
︑
つ
い
で
世
子
の
煬
玄
が
即
位
し
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
︵﹃
宋
書
﹄
列
伝
第
五
十
八
︑
列
伝
氐
胡
︑
氐
条
︶︒
い
っ

ぽ
う
︑
本
紀
で
は
︑
文
帝
本
紀
の
同
年
十
一
月
癸
酉
条
に
﹁
以
前
将
軍
煬
玄
為
征
西
将
軍
︑
北
秦
州
刺
史
﹂
と
み
え
て
お
り
︑
こ
れ
が
ま

さ
し
く
煬
玄
に
よ
る
初
回
の
遣
使
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
列
伝
氐
胡
︑
氐
条
に
よ
る
と
︑
煬
玄
は
元
嘉
六
年
︵
四
二
九
︶
六
月
に
卒
し
︑
弟
の
煬
難
当
が
玄
の
子
保
宗
を
廃
し
て
み
ず

か
ら
立
ち
︑﹁
使
持
節
・
都
督
雍
涼
諸
軍
事
・
秦
州
刺
史
・
平
羌
校
尉
・
武
都
王
﹂
を
自
称
し
︑
文
帝
か
ら
﹁
冠
軍
将
軍
・
秦
州
刺
史
・

武
都
王
﹂
に
除
正
さ
れ
た
と
い
う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
︑
文
帝
本
紀
の
元
嘉
七
年
︵
四
三
〇
︶
六
月
己
卯
条
に
﹁
以
冠
軍
将
軍

氐
煬
難
当
為
秦
州
刺
史
﹂
と
あ
っ
て
︑
列
伝
に
対
応
す
る
記
事
が
み
え
て
い
る
︒

右
に
あ
げ
た
の
は
一
部
の
事
例
に
過
ぎ
な
い
が
︑
こ
れ
ら
を
み
れ
ば
︑
新
王
に
よ
る
初
回
の
遣
使
と
授
爵
の
間
に
緊
密
な
関
係
が
存
す

る
こ
と
は
︑
む
し
ろ
﹁
普
遍
的
﹂
事
実
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
む
ろ
ん
︑
列
伝
に
み
え
る
除
正
の
記
事
に
対
応
す
る
記
録
が
︑
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つ
ね
に
本
紀
に
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
倭
の
五
王
の
場
合
で
も
︑
い
っ
ぽ
う
が
缺
落
し
て
い
る
例
が
あ
る

︵
図
表
Ⅰ
の
﹃
宋
書
﹄
本
紀
と
倭
国
伝
と
記
事
の
対
比
を
参
照
︶︒
し
か
し
︑
全
体
と
し
て
は
︑
新
王
の
初
遣
使
で
あ
れ
ば
︑
封
冊
の
事
実
を
掲

げ
る
の
が
﹃
宋
書
﹄
本
紀
の
筆
法
で
あ
っ
て
︑
こ
の
点
は
︑
や
は
り
︑
坂
元
氏
の
主
張
に
分
が
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
井
上
氏
の
よ
う
に
︑

大
明
四
年
︵
四
六
〇
︶
の
孝
武
帝
本
紀
の
﹁
倭
国
遣
使
献
方
物
﹂
と
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
﹁
倭
国
遣
使
献
方
物
﹂
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
列

伝
の
﹁
済
死
︒
世
子
興
遣
使
貢
献
﹂﹁
興
死
・
弟
武
立
︒
自
称
使
持
節
・
都
督
・
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
七
国

諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
国
王
﹂
に
対
応
さ
せ
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
興
・
武
の
初
回
の
遣
使
と
み
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
︒

な
お
︑
さ
ら
に
井
上
氏
は
︑
記
紀
の
所
伝
と
武
の
上
表
文
の
内
容
を
も
と
に
︑﹁
興
＝
安
康
天
皇
の
在
位
が
短
か
っ
た
﹂
と
し
て
い
る

が
︵﹁
雄
略
朝
に
お
け
る
王
権
と
東
ア
ジ
ア
﹂︿
前
掲
﹀
七
頁
︶︑
こ
れ
も
危
う
い
推
測
で
あ
る
︒
氏
の
い
う
上
表
文
と
は
︑﹃
宋
書
﹄
倭
国
伝
中
に
︑

順
帝
昇
明
二
年
︒
遣
使
上
表
曰
﹁
封
国
偏
遠
︒
作
藩
于
外
︒
自
昔
祖
禰
躬
擐
甲
冑
︒
跋
渉
山
川
︒
不
遑
寧
処
︒
東
征
毛
人
五
十
五

国
︒
西
服
衆
夷
六
十
六
国
︒
渡
平
海
北
九
十
五
国
︒
王
道
融
泰
︒
廓
土
遐
畿
︒
累
葉
朝
宗
︒
不
愆
于
歳
︒
臣
雖
下
愚
︒
忝
胤
先
緒
︒

駆
率
所
統
︒
帰
崇
天
極
︒
道
逕
百
済
︒
装
治
船
舫
︒
而
句
驪
無
道
︒
図
欲
見
呑
︒
掠
抄
辺
隷
︒
虔
劉
不
已
︒
毎
致
稽
滞
︒
以
失
良

風
︒
雖
曰
進
路
︒
或
通
或
不
︒
臣
亡
考
済
︒
実
忿
寇
讎
︒
壅
塞
天
路
︒
控
弦
百
萬
︒
義
声
感
激
︒
方
欲
大
挙
︒
奄
喪
父
兄
︒
使
垂
成

之
功
︒
不
獲
一
簣
︒
居
在
諒
闇
︒
不
動
兵
甲
︒
是
以
偃
息
未
捷
︒
至
今
欲
練
甲
治
兵
︒
申
父
兄
之
志
︒
義
士
虎
賁
︒
文
武
效
功
︒
白

刃
交
前
︒
亦
所
不
顧
︒
若
以
帝
徳
覆
載
︒
摧
此
彊
敵
︒
克
靖
方
難
︒
無
替
前
功
︒
窃
自
假
開
府
義
同
三
司
︒
其
餘
咸
假
授
︒
以
勧
忠

節
︒﹂
詔
除
武
使
持
節
︑
都
督
・
倭
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
王
︒

と
み
え
る
も
の
で
あ
る
︒
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表Ⅰ 宋と倭の交渉年表

西暦 年号 王名 本紀の記載 列伝の記載

421 永初２ 讃 × 〇倭王讃、朝貢し、除授の詔を

賜わる。（倭国伝）

425 元嘉２ 讃 × 〇倭王讃、司馬曹達を遣わし、

文帝に上表し、方物を献ず。(倭

国伝)

430 元嘉７ ？ 〇倭国王、使を遣わし、方物を

献じる。（文帝本紀）

×

438 元嘉15 珍 〇倭国王珍を安東将軍となす。

（文帝本紀）

〇倭王讃死し、弟珍立つ。使い

を遣わして奉献す。珍は、「使持

節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓

六国諸軍事安東大将軍倭国王」

を自称し、「安東将軍倭国王」に

除正される。また、倭隋ら13人

は将軍号を授けられる。（倭国

伝。ただし、年次の記載なし）

443 元嘉20 済 〇倭国、使いを遣わして方物を

献ず。（文帝本紀）

〇倭国王済、使いを遣わして奉

献す。復以て「安東将軍倭国王」

となす。（倭国伝）

451 元嘉28 済 × 〇倭国王済、「使持節都督倭新羅

任那加羅秦韓慕六国諸軍事」を

加授される。「安東将軍」は故の

如し。（倭国伝）

〃 〃 済 〇安東将軍倭王倭済、号を｢安東

大将軍」に進む(文帝本紀）

×

460 大明４ ？ 〇倭国、使いを遣わして方物を

献ず。（孝武帝本紀）

×

462 大明６ 興 〇倭王世子興を以て「安東将軍」

となす(孝武帝本紀)

〇詔して、倭王世子興を「安東

将軍倭国王」となす(倭国伝)

477 昇明元 ？ 〇倭国、使いを遣わして方物を

献ず。（順帝本紀）

×

478 昇明２ 武 〇倭国王武、使いを遣わして方

物を献ず。武を以て「安東大将

軍」となす。（順帝本紀）

〇倭国王武、方物を献じ上表し、

「使持節都督倭新羅任那加羅秦韓

慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王」

を除せらる。（倭国伝）

〇は記載があり、×は記載ないことを示す。
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こ
の
上
表
文
に
つ
い
て
は
︑
坂
元
氏
が
西
南
夷
諸
国
王
の
上
表
文
と
の
比
較
か
ら
そ
の
特
色
を
分
析
し
て
い
る
︵﹁﹃
宋
書
﹄
倭
国
伝
の
史

料
的
性
格
︱
と
く
に
武
の
上
表
文
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂
上
田
正
昭
他
編
﹃
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
日
本
古
代
史
﹄
下
︿
前
掲
﹀
所
収
︶︒
ま
た
︑
そ
れ
と
は
べ
つ
に
︑

﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄﹃
毛
詩
﹄
な
ど
中
国
の
古
典
に
も
と
づ
く
文
飾
の
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︵
志
水
正
司
﹁
倭
の
五
王
に
関
す
る
基

礎
的
考
察
﹂﹃
史
学
﹄
三
九
︱
二
︿
昭
和
四
十
一
年
九
月
﹀︑
の
ち
﹃
日
本
古
代
史
の
検
証
﹄︿
東
京
堂
出
版
︑
平
成
六
年
四
月
﹀・
内
田
清
﹁
百
済
・
倭
の

上
表
文
の
原
典
に
つ
い
て
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄
八
六
︑
平
成
八
年
二
月
︑
ほ
か
︶︑
そ
の
ほ
か
に
も
︑﹁
控
弦
百
萬
﹂
な
ど
と
い
っ
た
︑
誇

張
的
表
現
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
︒

井
上
氏
は
︑
大
明
四
年
︵
四
六
〇
︶
の
遣
使
を
興
の
初
回
の
遣
使
︑
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
遣
使
を
武
の
そ
れ
に
あ
て
た
う
え
で
︑

興
は
四
六
〇
年
以
前
に
即
位
し
︑
大
明
六
年
︵
四
六
二
︶︑
安
東
将
軍
に
除
せ
ら
れ
た
あ
と
に
死
亡
し
た
と
み
て
︑
そ
の
在
位
は
最
短
で

三
年
だ
っ
た
と
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
く
だ
ん
の
上
表
文
中
に
﹁
奄
喪
父
兄
﹂︵
井
上
氏
は
︑
父
＝
済
＝
允
恭
天
皇
・
兄
＝
興
＝
安
康
天
皇
と
み
る
︶

と
あ
る
の
は
︑
興
︵
安
康
天
皇
︶
の
在
位
年
代
が
短
か
っ
た
こ
と
の
裏
づ
け
に
な
る
と
し
て
い
る
︵﹁
雄
略
朝
に
お
け
る
王
権
と
東
ア
ジ
ア
﹂︿
前

掲
﹀
七
頁
︶︒

こ
う
し
た
井
上
氏
の
所
説
は
︑
一
見
説
得
力
を
有
す
る
が
︑
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒

か
り
に
興
が
四
六
三
年
に
歿
し
た
と
す
る
︒
そ
の
後
一
年
︑
長
く
て
三
年
の
諒
闇
が
つ
づ
い
た
と
し
て
も
︵
養
老
喪
葬
令

︑
服
紀
条
の

17

規
定
で
は
天
皇
の
服
紀
は
一
年
だ
が
︑
天
武
天
皇
の
よ
う
に
朱
鳥
元
年
九
月
に
崩
御
し
た
の
ち
︑
持
統
天
皇
二
年
十
一
月
ま
で
足
掛
け
三
年
に
わ
た
り
殯

宮
の
維
持
さ
れ
た
例
も
あ
る
︶︑
武
が
上
表
文
を
提
出
す
る
昇
明
二
年
︵
四
七
八
︶
ま
で
に
は
十
数
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
︒
上
表
文
の

下
文
に
は
﹁
居
在
諒
闇
︒
不
動
兵
甲
︒
是
以
偃
息
未
捷
︒
至
今
欲
練
甲
治
兵
︒
申
父
兄
之
志
﹂
と
あ
る
が
︑
諒
闇
の
せ
い
で
か
か
る
長
期

に
わ
た
っ
て
兵
を
動
か
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
︑
い
か
に
も
苦
し
い
言
い
訳
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
︑﹁
奄
喪
父
兄
﹂
と
い

う
表
現
に
誇
張
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
興
︵
安
康
天
皇
︶
が
は
や
く
歿
し
た
と
考
え
る
の
は
︑
い
か
が
な
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も
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
井
上
氏
が
︑
記
紀
の
所
伝
や
年
紀
を
も
と
に
︑
安
康
天
皇
の
治
世
が
短
か
っ
た
と
類
推
し
て
い
る
が
︑
こ
の
点
に
も
無
理
が
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
済
＝
允
恭
天
皇
の
在
位
年
数
を
︑
済
の
初
回
の
遣
使
の
元
嘉
二
十
年
︵
四
四
三
︶
か
ら
興
の
初
回
の
遣
使
の
大
明
六
年

︵
四
六
二
︒
井
上
光
貞
氏
の
よ
う
に
︑
大
明
四
年
の
そ
れ
を
興
の
初
回
の
遣
使
と
す
る
説
も
あ
る
︶
ま
で
の
期
間
と
考
え
る
と
︑
約
十
九
年
と
な
る
︒

し
か
し
︑﹃
古
事
記
﹄
崩
年
干
支
に
よ
れ
ば
︑
反
正
天
皇
の
崩
御
し
た
丁
未
年
︵
四
三
七
︶
か
ら
允
恭
天
皇
崩
御
の
甲
午
年
︵
四
五
四
︶
の

十
七
年
間
と
な
り
︑
年
代
も
期
間
も
あ
わ
な
い
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
だ
と
さ
ら
に
ひ
ど
く
て
︑
反
正
天
皇
崩
御
庚
戌
年
︵
四
一
一
︶
か
ら
允

恭
天
皇
崩
御
の
癸
巳
年
︵
四
五
三
︶
ま
で
︑
じ
つ
に
四
十
二
年
も
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
記
紀
の
所
伝
や
年
紀
を
も

と
に
︑
興
の
在
位
期
間
を
推
測
す
る
こ
と
は
︑
率
直
に
い
っ
て
困
難
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
︑
井
上
氏
の
主
張
も
け
っ
し
て
盤
石
で
は
な
く
︑
昇
明
元
年
︵
四
七
七
︶
の
遣
使
の
主
体
を
興
と
す
る
説
は
︑

依
然
と
し
て
成
立
の
餘
地
が
あ
る
と
思
う
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
か
︑
こ
の
問
題
は
︑
そ
の
後
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
︒
平
成
十
年
︵
一
九
九
八
︶
は
鉄
剣
発
見
か
ら
二
十
周
年
の
節
目
の
年
で
︑
各
地
で
鉄
剣
を
テ
ー
マ
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

お
こ
な
わ
れ
た
が
︑
そ
う
し
た
議
論
の
場
で
も
︑
こ
の
点
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
︑
須
恵
器
の
編
年
研
究
な
ど
か
ら
︑
稲
荷
山
古
墳
の
築
造
年
代
を
五
世
紀
末
に
も
と
め
る
見
解
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
も

無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
︒
し
か
し
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
稲
荷
山
古
墳
︑
と
り
わ
け
鉄
剣
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
礫
槨
部
分
の
年
代
に
つ
い
て

は
︑
考
古
学
者
に
よ
っ
て
意
見
が
岐
れ
る
の
で
︵﹁︵
４
︶
礫
槨
の
築
造
年
代
﹂
参
照
︶︑
そ
の
た
め
︑
こ
れ
を
も
と
に
辛
亥
年
を
絞
り
込
む

こ
と
は
︑
現
状
で
は
ま
だ
む
つ
か
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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︵
２
︶
乎
獲
居
臣
の
出
自

と
こ
ろ
で
︑
乎
獲
居
臣
の
出
自
や
︑
乎
獲
居
臣
と
礫
槨
の
被
葬
者
の
関
係
も
︑
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
︵
諸
説
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
靖
民
﹃
古

代
国
家
史
研
究
の
歩
み
︱
邪
馬
台
国
か
ら
大
和
政
権
ま
で
︱
﹄︿
新
人
物
往
来
社
︑
昭
和
五
十
五
年
八
月
﹀
一
八
七
～
一
九
七
頁
に
当
時
ま
で
の
学
説
の
整

理
が
あ
る
︶︒
乎
獲
居
臣
が
鉄
剣
の
作
製
者
で
あ
る
こ
と
は
︑
銘
文
の
内
容
か
ら
疑
い
を
い
れ
な
い
が
︑
武
蔵
の
稲
荷
山
古
墳
に
︑
意
冨

比
垝
を
上
祖
と
す
る
乎
獲
居
臣
作
銘
の
鉄
剣
が
埋
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
︑
い
く
つ
か
の
想
定
が
可
能
で
あ

る
︵
塚
口
義
信
﹁
初
期
大
和
政
権
と
オ
ホ
ビ
コ
の
伝
承
﹂︿
前
掲
﹀
一
八
〇
～
一
八
一
頁
︶︒

①
乎
獲
居
臣
＝
武
蔵
豪
族
説

⒜
乎
獲
居
臣
は
武
蔵
の
豪
族
で
あ
る
が
︑
か
つ
て
ヤ
マ
ト
政
権
の
親
衛
兵
の
首
長
と
し
て
大
王
に
奉
仕
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
そ
の
と
き

に
意
冨
比
垝
の
伝
承
を
知
っ
て
︑
こ
れ
を
自
分
の
上
祖
と
し
た
︒

⒝
乎
獲
居
臣
は
武
蔵
の
豪
族
で
あ
る
が
︑
意
富
比
垝
を
上
祖
と
す
る
中
央
の
豪
族
と
同
族
関
係
を
も
ち
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
上
祖
を
意
冨

比
垝
に
假
託
し
た
︒

②
乎
獲
居
臣
＝
中
央
豪
族
説

⒜
乎
獲
居
臣
は
意
冨
比
垝
を
上
祖
と
す
る
中
央
の
豪
族
だ
が
︑
武
蔵
か
ら
ヤ
マ
ト
政
権
の
も
と
に
親
衛
兵
と
し
て
上
番
し
て
き
た
稲
荷

山
古
墳
の
被
葬
者
に
こ
の
鉄
剣
を
下
賜
し
た
︒

⒝
乎
獲
居
臣
は
意
冨
比
垝
を
上
祖
と
す
る
中
央
の
豪
族
だ
が
︑
東
国
に
進
出
し
た
と
き
︑
こ
れ
を
稲
荷
山
古
墳
の
被
葬
者
に
下
賜
し
た
︒

⒞
乎
獲
居
臣
は
意
冨
比
垝
を
上
祖
と
す
る
中
央
の
豪
族
だ
が
︑
東
国
に
分
封
さ
れ
︑
土
着
化
し
て
︑
や
が
て
稲
荷
山
古
墳
に
鉄
剣
と
と

も
に
埋
葬
さ
れ
た
︒

そ
こ
で
︑
つ
ぎ
に
諸
説
の
代
表
的
な
も
の
を
紹
介
し
て
お
く
︒
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①
⒜
の
武
蔵
豪
族
説
は
︑
銘
文
発
見
直
後
か
ら
︑
井
上
光
貞
氏
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
説
で
あ
る
︵﹁
鉄
剣
の
銘
文
﹂︿
前
掲
﹀
四
一
九
～

四
二
三
頁
︑
井
上
光
貞
他
﹃
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
鉄
剣
の
謎
と
古
代
日
本
﹄︿
前
掲
﹀
一
〇
六
～
一
一
七
頁
︶︒
杖
刀
人
が
東
国
豪
族
の
子
弟
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
舎
人
の
前
身
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
︑
鉄
剣
そ
の
も
の
が
︑
武
蔵
地
方
最
大
の
古
墳
が
連
続
し
て
築
造
さ
れ
る
埼
玉
古
墳
群
の
最

初
の
巨
大
前
方
後
円
墳
で
あ
る
稲
荷
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
こ
と
な
ど
が
︑
そ
の
根
拠
で
あ
る
︒
ま
た
︑
佐
伯
有
清
氏
は
︑﹁
乎
獲
居
臣〇

﹂

の
﹁
臣
﹂
の
字
を
﹁
直
﹂
の
行
書
体
と
み
︑
こ
れ
を
大
彦
命
を
始
祖
と
す
る
丈
部
直
・
宍
人
直
の
カ
バ
ネ
﹁
直
﹂
と
結
び
つ
け
る
立
場
か

ら
︑
乎
獲
居
臣
は
武
蔵
の
国
造
な
い
し
は
国
造
ク
ラ
ス
の
豪
族
で
あ
る
と
し
て
い
る
︵﹁
臣
か
直
か
︱
銘
文
と
武
蔵
の
豪
族
︱
﹂﹃
歴
史
と
人
物
﹄

八
九
︑
昭
和
五
十
四
年
一
月
︶︒

ち
な
み
に
︑
篠
川
賢
氏
も
︑
乎
獲
居
臣
を
東
国
の
豪
族
と
み
て
い
る
が
︑
氏
は
︑
銘
文
に
は
乎
獲
居
臣
を
東
国
の
豪
族
と
み
る
う
え
で

﹁
若
干
た
め
ら
い
を
感
じ
さ
せ
る
内
容
﹂
が
あ
る
と
し
て
︑
以
下
の
三
点
を
あ
げ
︑
み
ず
か
ら
反
論
を
加
え
て
い
る
︵﹁
鉄
刀
銘
の
世
界
﹂

佐
伯
有
清
﹃
古
代
を
考
え
る

雄
略
天
皇
と
そ
の
時
代
﹄︿
吉
川
弘
文
館
︑
昭
和
六
十
三
年
二
月
﹀
所
収
﹀
一
〇
〇
～
一
〇
三
頁
︶︒

①
乎
獲
居
臣
が
杖
刀
人
と
し
て
天
下
を
左
治
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
︒

②
銘
文
の
系
譜
は
︑
中
央
豪
族
で
あ
る
阿
倍
氏
な
い
し
膳
氏
の
系
譜
と
対
応
し
て
お
り
︑
ス
ク
ネ
・
ワ
ケ
な
ど
の
称
号
も
中
央
豪
族
に

多
く
み
ら
れ
る
︒

③
史
料
上
︑
後
の
武
蔵
地
方
に
臣
姓
豪
族
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
︒

ま
ず
︑
①
に
つ
い
て
は
︑
地
方
豪
族
が
当
時
の
宮
廷
に
お
い
て
有
力
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
ず
︑
こ
れ
を

理
由
に
︑
乎
獲
居
臣
が
東
国
の
豪
族
で
な
い
と
す
る
の
は
早
計
だ
と
す
る
︒
ま
た
︑
②
に
つ
い
て
も
︑
オ
ホ
ビ
コ
の
後
裔
と
称
す
る
氏
族

は
︑
武
蔵
地
方
の
豪
族
の
な
か
に
も
存
在
す
る
の
で
︑
乎
獲
居
臣
を
の
ち
の
阿
倍
氏
・
膳
氏
の
人
物
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
の
べ
る
︒

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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さ
ら
に
︑
こ
れ
に
関
聯
し
て
︑
③
に
つ
い
て
も
︑﹁
乎
獲
居
臣
﹂
の
﹁
臣
﹂
が
﹁
オ
ミ
﹂
と
訓
読
し
う
る
の
な
ら
︑
こ
う
し
た
立
論
も

可
能
だ
が
︑﹁
杖
刀
人
首
﹂
の
﹁
首
︵
シ
ュ
︶﹂
と
同
様
︑
漢
語
と
し
て
﹁
シ
ン
﹂
と
音
読
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
︵
た
し
か
に
︑﹁
比
垝
﹂﹁
獲
居
﹂

﹁
足
尼
﹂
が
す
べ
て
音
假
名
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
︶︑
こ
の
点
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
る
︒

つ
ぎ
に
︑
中
央
豪
族
説
に
目
を
転
じ
よ
う
︒

田
中
卓
氏
は
︑
井
上
説
を
批
判
す
る
い
っ
ぽ
う
で
︑
自
身
は
②
⒞
説
を
展
開
す
る
︒
氏
は
︑
乎
獲
居
臣
の
カ
バ
ネ
が
﹁
臣
﹂
で
あ
る
こ

と
は
︑
皇
別
の
中
央
官
人
と
し
て
相
応
し
い
︑
な
ど
の
理
由
か
ら
︑
乎
獲
居
臣
の
家
系
は
意
冨
比
垝
以
来
の
譜
第
を
誇
る
中
央
官
人
と
み
︑

そ
の
子
孫
が
武
蔵
に
進
出
し
て
き
た
と
し
て
い
る
︵﹃
古
代
天
皇
の
秘
密
﹄︿
前
掲
﹀
二
九
七
～
三
二
五
頁
︶︒
和
田
萃
氏
も
︑
②
⒞
説
の
立
場
で
︑

乎
獲
居
臣
＝
中
央
豪
族
の
立
場
を
と
り
つ
つ
︑
稲
荷
山
古
墳
の
礫
槨
の
被
葬
者
は
土
着
の
武
蔵
豪
族
で
は
な
く
︑
作
刀
者
の
乎
獲
居
臣
そ

の
ひ
と
で
︑
お
そ
ら
く
ヤ
マ
ト
政
権
か
ら
東
国
に
派
遣
さ
れ
て
開
拓
に
つ
と
め
︑
毛
野
国
に
対
す
る
軍
事
的
拠
点
を
つ
く
り
あ
げ
た
人
物

だ
と
推
測
す
る
︵
同
氏
﹃
大
系
日
本
の
歴
史
②

古
墳
の
時
代
﹄︿
小
学
館
︑
昭
和
六
十
三
年
一
月
︑
の
ち
平
成
四
年
八
月
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
所
収
︑

引
用
は
後
者
に
よ
る
﹀
一
八
三
～
一
八
五
頁
︶︒

な
お
︑
乎
獲
居
臣
を
中
央
豪
族
と
み
な
が
ら
も
︑
礫
槨
の
被
葬
者
は
乎
獲
居
臣
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
︒
②
⒜
説
が
そ
れ
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
黛
弘
道
氏
は
︑﹃
高
橋
氏
文
﹄
の
し
る
す
磐
鹿
六
雁
の
伝
承
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
︑
阿
倍
氏
・
膳
氏
と
武
蔵
国
造
家
と
は
古

い
時
代
か
ら
上
下
関
係
で
結
ば
れ
て
お
り
︑
乎
獲
居
臣
は
︑
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
︑
こ
の
鉄
剣
を
武
蔵
国
造
に
与
え
た
と
推
測
し
て
い
る

︵﹁
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
﹂﹃
古
代
学
入
門
﹄︿
筑
摩
書
房
︑
昭
和
五
十
八
年
九
月
﹀
所
収
︑
二
六
三
～
二
六
四
頁
︶︒
ま
た
︑
父
親
な
い
し
兄
で
あ

る
族
長
の
意
向
を
う
け
て
︑
杖
刀
人
と
し
て
畿
内
に
上
番
し
た
礫
槨
の
被
葬
者
が
︑
中
央
で
彼
ら
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
乎
獲
居
臣

と
特
別
な
関
係
を
築
き
︑
こ
の
鉄
剣
を
下
賜
さ
れ
た
と
す
る
白
石
太
一
郎
氏
の
所
説
も
︵﹃
古
墳
と
ヤ
マ
ト
政
権
﹄︿
文
藝
春
秋
︑
平
成
十
一
年

四
月
﹀
一
五
五
～
一
五
六
頁
︶︑
こ
れ
に
近
い
︒
ほ
か
に
も
鈴
木
靖
民
氏
は
︑
雄
略
天
皇
朝
に
な
っ
て
︑
乎
獲
居
臣
は
大
王
の
政
治
を
輔
佐
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す
る
直
属
の
﹁
臣
﹂
と
な
り
︑
そ
の
下
に
稲
荷
山
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
北
武
蔵
な
ど
の
地
方
首
長
を
統
率
し
た
と
み
て
︑
銘
文
の
あ
る

鉄
剣
は
︑
大
王
も
し
く
は
そ
れ
に
准
じ
て
近
侍
す
る
﹁
臣
﹂
と
地
方
首
長
と
の
政
治
的
関
係
を
表
徴
す
る
下
賜
物
で
あ
る
と
す
る
︵﹁
武
︵
雄

略
︶
の
王
権
と
東
ア
ジ
ア
﹂︵
佐
伯
有
清
﹃
古
代
を
考
え
る

雄
略
天
皇
と
そ
の
時
代
﹄︿
前
掲
﹀
所
収
︑
七
二
～
七
三
頁
︶︒

こ
の
よ
う
に
︑
乎
獲
居
臣
の
正
体
に
つ
い
て
は
容
易
に
帰
趨
を
み
な
い
︒
た
だ
︑
地
方
豪
族
説
関
し
て
は
︑
鉄
剣
そ
の
も
の
が
乎
獲
居

み
ず
か
ら
が
依
頼
し
て
作
ら
せ
︑
自
分
が
杖
刀
人
の
首
と
し
て
大
王
に
奉
事
し
て
き
た
︑﹁
吾
が
奉
事
の
根
原
﹂
を
し
る
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
思
う
と
︑
そ
れ
を
配
下
の
も
の
に
賜
与
す
る
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
が
た
い
︵
小
林
敏
男
﹁
一
一
五
文
字
の
銘
文
が
語
る
古
代
東
国

と
ヤ
マ
ト
王
権
﹂
上
田
正
昭
・
大
塚
初
重
監
修
小
金
井
良
一
編
﹃
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
を
見
直
す
﹄︿
前
掲
﹀
所
収
︑
一
〇
五
頁
︑
狩
野
久
﹁
稲
荷
山
鉄
剣

銘
を
ど
う
読
む
か
﹂
小
川
良
祐
・
狩
野
久
・
吉
村
武
彦
編
﹃
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
そ
の
時
代
﹄︿
山
川
出
版
社
︑
平
成
十
五
年
五
月
﹀
所
収
︑
一
三
一
～

一
三
二
頁
︶︒
し
か
も
︑
筆
者
の
よ
う
に
︑
辛
亥
年
＝
五
三
一
年
を
採
れ
ば
︑
こ
れ
は
鉄
剣
の
制
作
年
と
礫
槨
の
推
定
築
造
年
代
︵
後
述
参

照
︶
と
の
差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
わ
け
で
︑
制
作
後
ま
も
な
く
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
は
鉄
剣
と
被
葬
者
の
密
接
な
結
び
つ

き
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
の
点
で
も
︑
下
賜
説
は
成
り
立
ち
が
た
い
︒

筆
者
と
し
て
は
︑
目
下
の
と
こ
ろ
︑
②
⒞
説
が
穏
当
と
考
え
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
ま
だ
議
論
の
餘
地
は
残
る
︒
こ
の
問
題
の
解
決
は
︑

今
後
の
課
題
で
も
あ
る
︒

︵
３
︶
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
と
の
関
聯
性

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
は
︑
従
来
知
ら
れ
て
い
た
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
の
解
読
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
︒
江
田
船
山
古

墳
は
熊
本
県
玉
名
郡
菊
水
町
︵
現
和
水
町
︶
に
あ
る
全
長
約
六
十
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
︑
明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
に
横
口
式
家

型
石
棺
が
検
出
さ
れ
︑
内
部
か
ら
多
数
の
豪
華
な
副
葬
品
が
検
出
さ
れ
た
が
︑
そ
の
な
か
に
全
長
九
〇
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
︑
刃
渡

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶

―29―



り
八
五
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
刀
︵
直
刀
︶
が
あ
っ
た
︒
刀
身
の
峰
の
部
分
に
約
七
十
五
字
の
銀
象
嵌
の
銘
文
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑

さ
き
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
だ
が
︑
銘
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
︒

治
天
下
獲
□
□
□
鹵
大
王
世
奉
事
典
曹
人
名
无
利
弖
八
月
中
用
大
鉄
釜
并
四
尺
廷
刀
八
十
練
九
十
振
三
寸
上
好
□
刀
服
此
刀
者
長
寿

子
孫
洋
々
得
□
恩
也
不
失
其
所
統
作
刀
者
名
伊
太
和
書
者
張
安
也

天
の
下
治し
ら

ら
し
め
し
獲
□
□
□
鹵
大
王
の
世
︑
奉
事
せ
し
典
曹

て
ん
そ
う

人
︑
名
は
无
利
弖

む

り

て

︑
八
月
中
︑
大
鉄
釜
を
用
い
︑
四
尺
の
廷て
い

刀と
う

を
并あ

わ
す
︒
八
十
た
び
練
り
︑
九
十
た
び
振
つ
︒
三
寸
上
好
の
刊
刀
な
り
︒
此
の
刀
を
服
す
る
者
は
︑
長
寿
に
し
て
子
孫
洋
々
︑
□
恩
を

得
る
也
︒
其
の
統す

ぶ
る
所
を
失
わ
ず
︒
刀
を
作
る
者
︑
名
は
伊い

太
和

た

わ

︑
書
す
る
の
は
張
安

ち
ょ
う

あ
ん

也
︒

冒
頭
の
大
王
名
を
し
る
し
た
部
分
は
︑
缺
損
し
て
判
読
で
き
な
い
︒
か
つ
て
は
﹁
治
天
下
𤟱
□
□
□
歯
大
王
﹂
と
読
み
︑
多
遅
比
弥
都

歯
大
王
︵
反
正
天
皇
︶
に
あ
て
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
出
現
に
よ
っ
て
︑﹁
𤟱
﹂
は
﹁
獲
﹂
で
あ
り
︑

缺
損
部
分
は
﹁
獲
加
多
支
鹵
大
王
﹂
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
の
は
貴
重
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
難
読
部
分
の
解
明
に
よ
っ
て
︑

銘
文
の
文
意
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
︒

ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
︵
雄
略
天
皇
︶
の
時
代
に
ム
リ
テ
が
典
曹
と
い
う
文
書
を
司
る
役
所
に
仕
え
て
い
た
︒
八
月
に
大
鉄
釜
で
丹
念
に

作
ら
れ
た
め
で
た
い
大
刀
で
あ
る
︒
こ
の
刀
を
持
つ
者
は
︑
長
寿
で
あ
っ
て
︑
子
孫
ま
で
栄
え
て
治
め
る
こ
と
が
う
ま
く
い
く
︒
大

刀
を
作
っ
た
の
は
伊
太
和
で
︑
銘
文
を
書
い
た
の
が
張
安
で
あ
る
︒

な
お
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
に
は
︑﹁
獲
加
多
支
鹵
大
王
﹂
以
外
に
も
︑
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
を
考
え
る
う
え
で
︑
貴
重

な
記
載
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
︒﹁
八
月
中 ●

﹂﹁
奉
事
﹂﹁
利
刀
﹂
と
い
っ
た
︑
両
者
に
共
通
の
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
︵﹁
利
刀
﹂
に
つ
い
て
は
︑

さ
き
の
語
釈
⑱
を
参
照
︶︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
﹁
杖
刀
人
﹂﹁
百
練
﹂
が
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
の
﹁
典
曹
人
﹂﹁
八
十
練
﹂
に

対
応
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
︑
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
︒
直
木
孝
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
典
曹
﹂
の
﹁
典
﹂
に
は
﹁
ふ
み
﹂
ま
た
は
﹁
つ
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か
さ
ど
る
﹂
の
意
が
あ
り
︑
前
者
と
す
れ
ば
﹁
典
曹
人
﹂
は
﹁
ふ
み
の
役
所
の
人
﹂︑
後
者
で
あ
れ
ば
﹁
役
所
を
つ
か
さ
ど
る
人
﹂
と
解

さ
れ
︑
い
ず
れ
を
と
る
に
し
ろ
︑
ヤ
マ
ト
政
権
の
文
官
を
謂
だ
と
い
う
︵﹁
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
問
題
点
﹂﹃
古
代
研
究
﹄︿
元
興
寺
文
化

財
研
究
所
﹀
一
六
︑
昭
和
五
十
三
年
・
同
﹁
古
代
ヤ
マ
ト
政
権
と
鉄
剣
銘
﹂﹃
歴
史
と
人
物
﹄
八
九
︿
昭
和
五
十
四
年
一
月
︶
六
五
～
六
六
頁
︶︒
こ
れ
は
︑

ま
さ
し
く
︑
武
官
を
意
味
す
る
﹁
杖
刀
人
﹂
と
は
好
一
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
井
上
辰
雄
氏
が
︑
後
宮
職
員
令
に
﹁
典
﹂
の
つ
く
官
職
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
︵
典
侍
・
典
蔵
・
典
書
な
ど
︶
に
言
及
し
て
い
る

点
も
見
逃
せ
な
い
︒
氏
は
︑
こ
れ
ら
の
官
が
長
官
︵
尚
侍
・
尚
蔵
・
尚
書
な
ど
︶
と
お
な
じ
職
務
を
掌
る
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
典
﹂
に
は
﹁
尚
﹂

を
輔
佐
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
﹁
左
治
﹂
と
相
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
が
︵﹁
関
東

と
北
九
州
の
古
代
豪
族
︱
稲
荷
山
古
墳
と
江
田
船
山
古
墳
の
銘
文
に
関
連
し
て
︱
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄
一
九
︿
昭
和
五
十
四
年
四
月
﹀
一
四
～

一
五
頁
︶︑
こ
れ
も
両
者
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
金
象
嵌
・
銀
象
嵌
の
ち
が
い
は
あ
る
も
の
の
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
と
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
に
は
︑
同
時

代
の
よ
く
似
た
銘
文
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
要
素
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
︒
か
か
る
共
通
点
の
多
い
二
振
り
の
大
刀
が
︑
武
蔵
と

肥
後
と
い
う
隔
絶
し
た
地
域
の
古
墳
か
ら
み
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
五
世
紀
末
の
雄
略
天
皇
朝
に
︑
ヤ
マ
ト
政
権
の
勢
力
が
東
は
関

東
地
方
︑
西
は
九
州
地
方
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
雄
辯
に
物
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
と
い
う
点
で
も
︑
稲
荷

山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
意
義
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
︒

︵
４
︶
礫
槨
の
築
造
年
代

(１
︶
で
の
べ
た
よ
う
に
︑
辛
亥
年
＝
五
三
一
年
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
鉄
剣
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
稲
荷
山
古
墳
の
礫
槨
部
分
は
︑
同
年

以
降
の
も
の
と
な
る
︒
で
は
︑
推
定
さ
れ
る
礫
槨
の
築
造
年
代
は
︑
こ
う
し
た
辛
亥
年
＝
五
三
一
年
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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礫
槨
を
ふ
く
む
稲
荷
山
古
墳
の
築
造
年
代
を
考
え
る
う
え
で
︑
ま
ず
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
稲
荷
山
古
墳
に
は
︑
現
在
確
認

さ
れ
て
い
る
礫
槨
・
粘
土
槨
の
ほ
か
に
も
︑
埋
葬
施
設
の
存
在
し
た
可
能
性
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
︵
増
田
逸
郎
﹁
埼
玉
政
権
の
法
量
的
分
析
﹂

﹃
埼
玉
考
古
学
論
集
︱
設
立
一
〇
周
年
記
念
論
文
集
︱
﹄︿
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
︑
平
成
三
年
七
月
﹀
所
収
︑
坂
本
和
俊
﹁
考
古
学
か
ら
み
た

稲
荷
山
古
墳
の
出
自
﹂
上
田
正
昭
・
大
塚
初
重
監
修
小
金
井
良
一
編
﹃
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
を
見
直
す
﹄︿
前
掲
﹀
所
収
︑
四
〇
～
四
二
頁
︶︒
す
な
わ
ち
︑

礫
槨
・
粘
土
槨
は
い
ず
れ
も
︑
稲
荷
山
古
墳
の
後
円
部
の
墳
頂
部
︑
平
坦
面
の
前
方
部
よ
り
に
片
寄
っ
た
位
置
に
あ
り
︑
中
軸
線
か
ら
外

れ
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
中
軸
線
上
に
位
置
す
る
︑
い
ま
一
つ
の
埋
葬
施
設
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
は
︑
は
や
く
か
ら

あ
っ
た
︒

近
年
で
は
︑
稲
荷
山
古
墳
に
円
筒
埴
輪
が
樹
立
さ
れ
た
時
期
は
︑
須
恵
器
編
年
で
い
う
Ｔ
Ｋ

型
式
の
初
期
で
︑
こ
れ
は
︑
礫
槨
は
も

23

と
よ
り
粘
土
槨
の
副
葬
品
と
も
対
応
し
な
い
こ
と
か
ら
︑
稲
荷
山
古
墳
に
は
さ
ら
に
古
い
︑
べ
つ
の
埋
葬
施
設
が
存
在
し
た
可
能
性
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
昭
和
五
十
七
年
︵
一
九
八
二
︶
七
月
と
平
成
十
年
︵
一
一
九
八
︶
五
月
の
︑
二
度
に
わ
た
る
後
円
部
の
地
下
レ
ー

ダ
ー
探
査
に
よ
っ
て
︑
礫
槨
・
粘
土
槨
以
外
に
三
つ
の
埋
葬
施
設
の
存
在
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
は
︵
小
川
良
祐
﹁
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
の
新
情
報
﹂

小
川
良
祐
・
狩
野
久
・
吉
村
武
彦
編
﹃
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
そ
の
時
代
﹄︿
山
川
出
版
社
︑
平
成
十
五
年
五
月
﹀
所
収
︑
二
一
～
二
二
頁
︶︑
ま
こ
と
に

興
味
深
い
︒

稲
荷
山
古
墳
の
く
び
れ
部
分
か
ら
は
多
数
の
須
恵
器
や
土
師
器
が
出
土
し
て
お
り
︑
多
く
の
考
古
学
者
が
年
代
比
定
を
試
み
て
い
る

が
︑
Ｔ
Ｋ

型
式
な
い
し
は
Ｔ
Ｋ

型
式
の
特
徴
を
示
す
と
い
う
点
で
は
見
解
が
一
致
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
田
辺
昭
三
﹃
須
恵
器
大

23

47

成
﹄︵
角
川
書
店
︑
昭
和
五
十
六
年
七
月
︶
は
︑
こ
の
二
つ
の
型
式
の
間
に
西
暦
五
〇
〇
年
を
想
定
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
須
恵
器
や
土
師
器
に
類
似
す
る
資
料
が
︑
鴻
巣
市
新
屋
敷
遺
跡
の
古
墳
周
濠
か
ら
出
土
し
て
い
る
点
も
注

目
さ
れ
る
︒
新
屋
敷
遺
跡
で
は
︑
六
世
紀
初
頭
に
噴
火
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
群
馬
県
榛
名
山
二
ツ
岳
の
火
山
灰
︵
Ｆ
Ａ
︶
が
確
認
さ
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れ
︑
し
か
も
︑
稲
荷
山
古
墳
と
同
時
期
の
土
器
は
す
べ
て
Ｆ
Ａ
の
下
層
で
出
土
し
て
い
る
の
で
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
土
器
も
六
世
紀
初

頭
に
下
る
も
の
で
は
な
く
︑
五
世
紀
末
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
︵
高
橋
一
夫
﹃
鉄
剣
銘
一
一
五
文
字
の
謎
に
迫
る
﹄︿
前
掲
﹀
一
六
～
一
七

頁
︶︒た

だ
︑
墳
丘
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
須
恵
器
は
︑
造
出
と
反
対
側
の
東
側
の
く
び
れ
部
か
ら
採
取
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

い
ず
れ
の
埋
葬
施
設
に
関
聯
す
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
り
︑﹁
辛
亥
年
﹂
を
絞
り
込
む
た
め
の
参
考
資
料
と
す
る
に
は
︑
一
抹
の
不
安
が

残
る
︵
杉
山
晋
作
﹁
有
銘
鉄
剣
に
み
る
東
国
豪
族
と
ヤ
マ
ト
王
権
﹂﹃
新
版
日
本
の
古
代
﹄
第
八
巻
︿
前
掲
﹀
所
収
︑
一
七
二
頁
︶︒
し
か
も
︑
前
述
の

よ
う
に
︑
稲
荷
山
古
墳
自
体
の
築
造
年
代
と
礫
槨
の
そ
れ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
︑
須
恵
器
の
年
代
に
よ
っ
て

﹁
辛
亥
年
を
四
七
一
年
と
す
る
説
は
支
持
で
き
る
﹂︵
高
橋
氏
前
掲
論
文
︑
一
七
頁
︶
と
い
う
の
は
︑
い
さ
さ
か
勇
み
足
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

げ
ん
に
︑
礫
槨
か
ら
出
た
三
鈴
の
鈴
杏
葉
は
︑
他
の
古
墳
で
は
Ｍ
Ｔ

型
式
か
ら
Ｔ
Ｋ

型
式
︑
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
あ
た
ら

15

10

し
い
時
期
の
須
恵
器
に
伴
う
遺
物
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
礫
槨
の
埋
葬
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
は
須
恵
器
の
物
差
し
で
い
う
と
︑
Ｍ
Ｔ
15

型
式
の
時
期
︑
す
な
わ
ち
五
世
紀
末
な
い
し
六
世
紀
初
頭
で
あ
る
と
い
う
み
か
た
も
成
り
立
つ
︵
白
石
太
一
郎
﹁
五
世
紀
の
前
方
後
円
墳
の

動
向
と
稲
荷
山
古
墳
﹂
上
田
正
昭
・
大
塚
初
重
監
修
小
金
井
良
一
編
﹃
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
を
見
直
す
﹄︿
前
掲
﹀
所
収
︑
一
一
八
頁
︶︒

鈴
杏
葉
の
変
遷
か
ら
︑
礫
槨
を
六
世
紀
に
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
見
解
は
︑
銘
文
発
見
当
初
す
で
に
森
浩
一
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ

れ
て
い
る
︵﹁
鉄
剣
文
字
は
古
墳
文
化
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
﹂
黛
弘
道
ほ
か
﹃
鉄
剣
文
字
は
語
る
﹄︿
前
掲
﹀
一
三
〇
～
一
三
九
頁
︶︒
ま
た
︑
礫
槨

発
掘
の
当
事
者
で
あ
る
斎
藤
忠
氏
も
︑
礫
槨
出
土
の
挂
甲
・
鈴
杏
葉
・
環
鈴
・
鏡
は
六
世
紀
に
下
降
す
る
も
の
が
多
く
︑
か
つ
馬
具
の
他

の
も
の
に
も
時
代
の
く
だ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
︑﹁
礫
槨
の
年
代
は
︑
や
や
広
い
幅
を
も
た
せ
た
と
し
て
も
︑
六
世
紀
の
前
半
で
あ
り
︑

強
い
て
い
え
ば
︑
六
世
紀
前
半
の
中
葉
ぐ
ら
い
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
の
べ
て
い
る
︵
斎
藤
忠
・
大
塚
初

重
﹃
稲
荷
山
古
墳
と
埼
玉
古
墳
群
﹄︿
前
掲
﹀
二
四
〇
～
二
四
一
頁
︒
な
お
︑
同
氏
﹁
鉄
剣
は
ど
の
よ
う
に
発
掘
さ
れ
た
か
﹂
黛
弘
道
ほ
か
﹃
鉄
剣
文
字
は

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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語
る
﹄︿
前
掲
﹀
所
収
︑
九
一
～
九
五
頁
も
参
照
︶︒
い
ず
れ
も
︑
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
発
言
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
み
る
と
︑
礫
槨
の
築
造
年
代
を
五
世
紀
代
と
み
る
考
え
は
︑
た
ぶ
ん
に
辛
亥
年
＝
四
七
一
年
説
に
引
き
ず
ら
れ
た
感
が
あ
る
︒

須
恵
器
の
年
代
に
し
て
も
︑
陶
邑
窯
跡
の
編
年
と
年
代
が
そ
の
ま
ま
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
須
恵
器
の
年
代
に
結
び
つ
く
の
か
ど
う
か
は
︑

か
ん
た
ん
に
は
い
え
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
現
時
点
で
は
︑
辛
亥
年
＝
四
七
一
年
説
が
考
古
学
的
成
果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は

い
い
が
た
い
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
附
言
し
て
お
く
と
︑
鉄
剣
を
出
土
し
た
稲
荷
山
古
墳
が
︑
埼
玉
古
墳
群
の
な
か
で
も
っ
と
も
古
い
前
方
後
円
墳
で
あ
る
と
い
う

事
実
は
︑
乎
獲
居
臣
＝
武
蔵
豪
族
説
に
は
不
利
に
は
た
ら
く
で
あ
ろ
う
︒
銘
文
で
は
乎
獲
居
臣
か
ら
意
冨
比
垝
に
溯
る
八
代
の
系
譜
が
し

る
さ
れ
て
お
り
︑﹁
世
々
杖
刀
人
の
首
と
為
り
﹂
ヤ
マ
ト
政
権
に
奉
仕
し
て
き
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
乎
獲
居
臣
以
前
に
杖

刀
人
の
首
に
な
っ
た
人
物
が
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
稲
荷
山
古
墳
に
先
行
す
る
古
墳
が
こ
の
地
に
存
在
し
な
い
︒
こ
れ
は
︑
乎

獲
居
臣
を
武
蔵
の
豪
族
と
み
る
う
え
で
大
き
な
障
碍
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
前
述
の
よ
う
に
︑
稲
荷
山
古
墳
に
は
ほ
か
に
も
埋
葬
施
設
の
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
礫
槨
の
被

葬
者
以
前
の
首
長
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
捨
て
切
れ
な
い
︒
そ
の
意
味
で
︑
乎
獲
居
臣
の
系
譜
の
な
か
で
︑
オ
ホ
ビ
コ
・
タ
カ
リ
ノ
ス

ク
ネ
・
テ
オ
カ
リ
ワ
ケ
・
タ
カ
ハ
シ
ワ
ケ
・
タ
サ
キ
ワ
ケ
と
﹁
ヒ
コ
﹂﹁
ス
ク
ネ
﹂﹁
ワ
ケ
﹂
の
称
号
・
敬
称
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
︑

乎
獲
居
臣
の
直
前
の
ハ
テ
ヒ
・
カ
サ
ハ
ヨ
の
二
人
︵
あ
る
い
は
乎
獲
居
臣
の
祖
父
・
父
に
あ
た
る
か
︶
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
な
く
︑
実
名
で

し
る
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
し
て
よ
い
︵
佐
伯
有
清
・
平
野
邦
雄
・
黛
弘
道
﹁
古
代
日
本
国
家
と
氏
姓
﹂︿﹃
歴
史
公
論
﹄
五
八
︑
昭
和
五
十
五
年
九
月
﹀

の
な
か
で
平
野
氏
は
﹁
あ
そ
こ
で
い
っ
た
ん
氏
の
系
統
が
変
わ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
ん
で
す
﹂︿
一
四
頁
﹀
と
発
言
し
て
お
ら
れ
る
の
が
︑

早
い
例
か
︶︒
こ
こ
で
本
宗
か
ら
枝
氏
に
わ
か
れ
た
と
み
る
か
︑
そ
れ
以
前
の
系
譜
を
た
ぶ
ん
に
擬
制
的
な
も
の
と
み
る
か
は
む
つ
か
し

い
と
こ
ろ
だ
が
︑
か
か
る
系
譜
の
あ
り
か
た
と
稲
荷
山
古
墳
の
出
現
と
は
︑
な
ん
ら
か
の
関
聯
が
あ
り
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
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お

わ

り

に

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
は
︑
銘
文
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
三
十
五
年
を
閲
し
た
︒
発
見
直
後
か
ら
注
目
を
集
め
︑
そ
の
研

究
は
大
い
に
進
ん
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
て
洗
い
直
し
て
み
る
と
︑
な
お
議
論
の
餘
地
の
あ
る
点
も
少
な
く
な
い
︒
屋
上
屋
の
謗

り
に
甘
ん
じ
つ
つ
︑
小
論
が
あ
え
て
こ
の
問
題
を
再
論
し
た
理
由
も
︑
そ
こ
に
あ
る
︒
と
く
に
︑
旧
説
の
再
評
価
と
も
い
う
べ
き
︑
辛
亥

年
＝
五
三
一
年
説
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
の
微
意
を
お
汲
み
取
り
い
た
だ
き
︑
読
者
諸
彦
の
ご
批
正
と
真
摯
な
検
討
を
乞
う
次
第
で
あ
る
︒

︵
い
ば
ら
き
・
よ
し
ゆ
き

研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
︶

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
再
検
討
︵
荊
木
︶
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