
顕

宗

記

の

読

み

︱
︱
記
全
体
お
よ
び
顕
宗
紀
と
の
か
か
わ
り
で
︱
︱寺

川

眞

知

夫

は
じ
め
に

本
稿
で
は
古
事
記
顕
宗
天
皇
の
条
の
︑
市
辺
忍
歯
王
物
語
の
後
半
の
語

る
と
こ
ろ
を
読
ん
で
み
た
い
︒
記
の
下
巻
は
仁
徳
天
皇
か
ら
推
古
天
皇
の

代
ま
で
を
収
め
る
︒
た
だ
仁
賢
天
皇
以
後
︑
推
古
天
皇
ま
で
十
代
の
天
皇

記
は
︑
筑
紫
君
石
井
の
反
逆
に
少
し
触
れ
る
継
体
記
の
よ
う
な
例
も
あ
る

も
の
の
︑
他
は
帝
紀
だ
け
を
編
み
︑
旧
辞
と
み
な
さ
れ
る
天
皇
の
事
績
を

語
る
伝
承
は
︑
顕
宗
記
で
終
え
る
︒
そ
こ
で
︑
顕
宗
記
に
特
別
の
意
味
を

も
た
せ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る(1
)

︒
で
は
顕
宗
記
の
伝
承
は
︑
そ
れ
に
相
応

し
い
物
語
な
の
か
︑
記
の
な
か
で
そ
の
役
割
を
果
た
し
え
て
い
る
の
か
︑

序
文
と
も
対
応
す
る
の
か
︑
こ
れ
ら
諸
点
に
も
言
及
は
な
さ
れ
て
い
る(2
)
が
︑

本
稿
で
も
い
さ
さ
か
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
︒

雄
略
即
位
前
記
か
ら
は
じ
ま
る
顕
宗
・
仁
賢
天
皇
の
父
忍
歯
王
殺
害
物

語
は
前
半
・
後
半
に
わ
け
ら
れ
顕
宗
記
の
物
語
で
は
後
半
が
重
要
な
位
置

を
占
め
る
︒
こ
れ
は

①
殺
さ
れ
た
父
忍
歯
王
の
遺
骨
を
︑
近
江
国
在

住
の
老
媼
の
助
け
を
得
て
探
し
当
て
墓
を
造
っ
て
納
め
る
話
︑
②
父
の

埋
め
ら
れ
た
位
置
を
教
え
て
く
れ
た
老
媼
へ
の
報
恩
︑
③
か
っ
て
危
機

を
避
け
て
逃
げ
る
時
︑
食
事
を
奪
っ
た
者
へ
の
報
復
︑
④
父
を
殺
し
た

雄
略
天
皇
へ
の
復
讐
の
企
て
と
︑
兄
意
祁
命
の
諫
言
に
よ
る
中
止
の
四
つ

の
話
素
で
構
成
さ
れ
る
︒

忍
歯
王
殺
害
物
語
の
前
半
は

①
二
王
の
誕
生
︑
②
大
長
谷
王
に
よ

る
忍
歯
王
殺
害
︑
③
幼
い
意
祁
命
・
袁
祁
命
二
王
子
の
播
磨
へ
の
逃
避
︑

④
雄
略
天
皇
の
崩
御
後
︑
播
磨
国
国
司
に
発
見
さ
れ
て
の
京
へ
の
回
帰
︑

の
四
話
素
か
ら
な
る
︒
③
・
④
は
典
型
的
な
貴
種
流
離
譚
に
な
る
︒
こ
れ

九
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ら
の
前
・
後
︑
八
話
素
を
記
・
紀
と
も
に
履
中
天
皇
か
ら
顕
宗
天
皇
ま
で

七
代
に
か
か
わ
ら
せ
て
展
開
す
る
︒

顕
宗
天
皇
記
・
紀
の
相
違
の
検
討
は
西
川
順
土
氏
が
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る(3
)

が
︑
記
で
は
反
正
︑
安
康
︑
清
寧
天
皇
の
直
接
的
関
与
は
説
か
ず
︑

意
祁
命
・
袁
祁
命
二
王
子
発
見
と
即
位
も
清
寧
天
皇
崩
御
後
で
忍
歯
王
の

妹
飯
豊
王
の
時
代
と
す
る
︒
紀
は
反
正
天
皇
に
か
か
わ
ら
せ
ず
︑
大
長
谷

王
の
忍
歯
王
殺
害
の
動
機
を
安
康
天
皇
に
か
か
わ
ら
せ
︑
二
王
子
発
見
を

清
寧
天
皇
の
時
代
と
し
︑
即
位
も
清
寧
天
皇
の
配
慮
と
し
て
︑
そ
の
恩
を

説
く
︒
こ
の
他
︑
記
・
紀
の
設
定
と
意
味
づ
け
と
に
は
微
妙
な
違
い
が
認

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
た
だ
︑
紀
は
歴
史
記
述
を
持
統
天
皇
紀
ま
で

つ
づ
け
る
の
で
︑
途
中
の
顕
宗
紀
に
特
別
の
意
味
は
認
め
え
ま
い
が
︑
記

は
顕
宗
記
の
時
代
で
歴
史
的
伝
承
の
記
述
を
終
え
る
の
で
︑
こ
こ
に
特
別

の
意
味
を
与
え
て
い
る
可
能
性
は
高
い
︒
そ
の
意
味
で
注
目
さ
れ
る
の
は

雄
略
天
皇
の
陵
の
破
壊
を
め
ぐ
る
顕
宗
天
皇
と
兄
の
意
祁
命

(仁
賢
天

皇
)
と
の
考
え
方
の
違
い
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
で
は
︑
紀
は
こ
の
物
語
を
︑

記
が
も
ち
い
な
い
﹁
孝
﹂
や
﹁
恩
﹂
の
語
に
よ
っ
て
展
開
す
る
︒
顕
宗
・

仁
賢
紀
が
漢
籍
お
よ
び
儒
教
的
理
念
と
深
く
か
ら
む
表
現
を
み
せ
る
こ
と

は
︑
す
で
に
榎
本
福
壽
氏
が
注
目
さ
れ
︑
記
序
文
と
の
関
係
を
見
据
え
な

が
ら
詳
細
か
つ
優
れ
た
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る(4
)
︒
記
は
儒
教
の
概
念
語

を
用
い
ず
︑
序
文
に
い
う
王
化
の
理
念
を
も
ち
い
て
展
開
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
︒
そ
う
し
た
表
現
は
中
・
下
巻
に
鏤
め
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ

る
が
︑
こ
の
物
語
で
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
か
確
認
し
た
い
︒
な

ぜ
な
ら
︑
記
の
最
後
の
物
語
で
あ
る
顕
宗
天
皇
の
雄
略
天
皇
陵
へ
の
報
復

を
語
る
と
こ
ろ
に
は
王
化
に
つ
い
て
の
天
武
天
皇
の
見
解
が
具
体
的
に
示

さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
紀
は
意
祁
命

(仁
賢
)
が
儒

教
的
徳
目
を
示
す
に
あ
た
っ
て
言
葉
だ
け
で
な
く
︑
実
践
に
よ
っ
て
示
し

た
と
し
︑
相
対
す
る
徳
目
を
両
立
さ
せ
る(5
)

べ
き
こ
と
を
説
く
が
︑
記
は
尊

貴
な
存
在
と
し
て
の
天
皇
の
権
威
は
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
説

く
こ
と
に
よ
り
重
き
を
置
く
︒
こ
れ
は
氏
族
制
の
残
滓
を
ひ
き
ず
っ
て
い

た
歴
史
的
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
天
皇
の
尊
厳
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に

高
め
よ
う
と
し
て
い
た
天
武
天
皇
の
意
図
を
反
映
し
て
い
よ
う
︒

(一
)

忍
歯
王
の
殺
害
と
埋
葬

ま
ず
大
長
谷
王
に
よ
る
忍
歯
王
殺
害
物
語
理
解
の
た
め
に
忍
歯
王
と
大

長
谷
王
の
出
自
か
ら
み
る
と
︑
履
中
天
皇
記
の
后
妃
皇
子
の
記
事
は
葛
城

の
曽
都
毘
古
の
子
︑
葦
田
宿
禰
の
女
︑
黒
比
売
命
と
の
間
に
生
ま
れ
た
三

人
の
御
子
の
長
子
を
﹁
市
辺
之
忍
歯
王
﹂
と
す
る
︒
妹
に
は
青
海
郎
女
︑

亦
の
名
飯
豊
郎
女
﹂
が
い
る
︒
紀
は
や
は
り
履
中
天
皇
の
長
子
と
し
て

顕
宗
記
の
読
み
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﹁
磐
坂
市
辺
押
羽
皇
子
﹂
を
あ
げ
る
︒

允
恭
天
皇
記
の
后
妃
皇
子
の
記
事
は
︑﹁
意
富
本
杼
王
の
妹
︑
忍
坂
の

大
中
津
比
売
命
﹂
と
の
間
に
出
来
た
九
人
の
御
子
の
七
番
目
と
し
て
忍
歯

王
を
殺
害
す
る
大
長
谷
命

(雄
略
天
皇
)
を
あ
げ
る
︒
同
母
兄
弟
に
は
木

梨
之
軽
王
や
穴
穂
命

(安
康
天
皇
)
も
み
え
る
︒
こ
れ
は
紀
も
異
な
ら
な

い
︒二

人
の
皇
子
の
父
︑
履
中
天
皇
と
允
恭
天
皇
は
と
も
に
仁
徳
天
皇
と
石

之
比
売
命
の
間
に
生
ま
れ
た
同
母
兄
弟
で
︑
忍
歯
王
と
大
長
谷
王
は
従
兄

弟
に
な
る
︒
大
長
谷
王
の
忍
歯
王
殺
害
事
件
は
従
兄
弟
間
の
皇
位
継
承
争

い
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
記
・
紀
と
も
に
皇
位
継
承
争
い
は
兄
弟
が
順
次

即
位
し
た
結
果
︑
次
世
代
の
従
兄
弟
間
に
生
じ
や
す
い
と
み
て
い
た
よ
う

で
あ
る
︒
記
・
紀
で
語
ら
れ
る
皇
位
継
承
争
い
は
︑
同
母
兄
弟
︑
異
母
兄

弟
︑
従
兄
弟
︑
二
従
兄
弟
︑
叔
父
甥
の
関
係
な
ど
多
様
な
関
係
で
語
ら
れ

る
が
︑
長
子
相
続
な
ど
の
直
系
で
は
な
く
︑
兄
弟
な
ど
並
列
の
関
係
で
即

位
が
な
さ
れ
た
後
の
代
に
起
っ
た
と
す
る
︒
忍
歯
王
の
悲
劇
も
そ
の
一
例

に
な
る
︒
殺
害
さ
れ
た
皇
子
の
子
が
復
讐
す
る
話
は
皇
位
争
い
で
は
な
い

目
弱
王
の
安
康
天
皇
弑
逆
事
件
だ
け
で
︑
敗
れ
た
皇
子
の
子
が
天
皇
と

な
っ
て
父
を
殺
し
て
即
位
し
た
先
の
天
皇
に
復
讐
し
よ
う
と
す
る
例
は
他

に
は
な
い
︒
そ
の
意
味
で
忍
歯
王
殺
害
物
語
は
特
異
と
い
え
る
︒

紀
は
同
じ
く
従
兄
弟
関
係
に
な
る
安
康
天
皇
の
ば
あ
い
︑
先
に
即
位
し

て
い
た
か
ら
か
忍
歯
王
に
親
和
的
で
︑
こ
れ
が
事
件
の
引
き
金
に
な
っ
た

と
す
る
︒
す
な
わ
ち
雄
略
天
皇
即
位
前
紀
は
︑

(
安
康
天
皇
三
年
)
冬
十
月
の
癸
未
の
朔
に
︑
天
皇
︑
穴
穂
天
皇

の

曾
い
む
さ
き

市
辺
押
磐
皇
子
を
以
て
国
を
伝
へ
て
遥
に

後
の
ち
の

事こ
と

を
付ゆ
だ

に
嘱つ

け
む
と
欲
お
も
ほ

し
し
を
恨
み
て
︑
乃
ち
人
つ
か
ひ

を
市
辺
押
磐
皇
子
の
も
と
に

使や

り
て
︑
陽
い
つ
は

り
て
校か

獵り

せ
む
と
期ち
ぎ

り
て
︑
遊
郊
野

の

あ

そ

び

せ
む
と
勧
め
て

曰
は
く
︑
云
々

(雄
略
即
位
前
紀
)

と
語
る
︒
さ
ら
に
︑
た
だ
殺
し
た
だ
け
で
な
く
殺
害
後
の
遺
体
の
扱
い
に

お
い
て
も
︑
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
は
酷
薄
な
処
置
を
と
っ
た
と
す
る
︒
す

な
わ
ち
︑穴

穂
天
皇
の
三
年
の
十
月
に
︑
天
皇
の

父

か
ぞ
の
み
こ
と

市
辺
押
磐
皇
子
お

よ
び
帳
内
と
ね
り

佐
伯
部
仲
子
︑
蚊
屋
野
に
し
て
︑
大
泊
瀬
天
皇
の
為
に
殺

さ
れ
ぬ
︒
因
り
て
同
じ
穴
に
埋
む
︒

(雄
略
即
位
前
紀
)

と
描
く
︒
市
辺
押
磐
皇
子
を
殺
し
た
だ
け
で
な
く
︑
敬
意
を
も
っ
て
身
分

に
相
応
し
い
古
墳
を
作
っ
て
遺
体
を
お
さ
め
る
こ
と
も
し
な
い
で
︑
帳
内

の
遺
体
と
一
緒
に
し
て
埋
葬
し
た
と
す
る
︒
二
人
の
遺
体
を
一
緒
に
埋
葬

し
た
の
は
謀
反
人
と
み
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︑
市
辺
皇
子
の
身
分
を
慮

ら
な
い
乱
暴
な
扱
い
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
︑
後
に
顕
宗
天
皇
に
雄
略
天
皇

顕
宗
記
の
読
み
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へ
の
強
い
復
讐
心
を
も
た
せ
た
か
に
み
え
る
︒

記
は
無
理
も
あ
る
が
︑
忍
歯
王
殺
害
は
大
長
谷
王
の
故
意
と
は
せ
ず
︑

現
場
に
お
い
て
伴
人
の
唆
し
に
よ
っ
て
殺
害
に
及
ん
だ
と
展
開
す
る
︒
次

に
記
の
忍
歯
王
の
受
難
の
中
心
部
分
だ
け
を
み
る
と
︑

こ
れ
よ
り
以
後
︑
淡
海
の
佐
佐
紀
の
山
君
の
祖
︑
名
は
韓
帒
白
し

し
く
︑﹁
淡
海
の
久く

多た

綿わ
た

の
蚊
屋
野
は
︑
多
に
猪
鹿
在
り
︒
そ
の
立

て
る
足
は
荻
す
す
き

原は
ら

の
如
く
︑
指さ

挙さ

げ
た
る
角
は
枯
樹
の
如
し
︒﹂
と
ま

を
し
き
︒
此
の
時
︑
市
辺
之
忍
歯
王
を
相
率
て
︑
淡
海
に
幸
行
で
ま

し
て
︑
そ
の
野
に
到
り
ま
せ
ば
︑
各
異
に
仮
宮
を
作
り
て
宿
り
ま
し

き
︒
爾
に
明
く
る
旦
︑
未
だ
日
出
で
ざ
り
し
時
︑
忍
歯
王
︑
平な
ぐ

し
き

心
以
ち
て
︑
御
馬
に
乗
り
し
随
ま
に
ま

に
︑
大
長
谷
王
の
仮
宮
の
傍
か
た
へ

に
到

り
立
た
し
て
︑
そ
の
大
長
谷
王
子
の
御み

伴と
も

人び
と

に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑

﹁
未
だ
寤
め
坐
さ
ざ
る
か
︒
早
く
白
す
べ
し
︒
夜
は
既
に
曙あ

け
ぬ
︒

獦
庭
に
幸い

で
ま
す
べ
し
︒﹂
と
の
り
た
ま
ひ
て
︑
乃
ち
馬
を
進
め
て

出
で
行
き
た
ま
ひ
き
︒
爾
に
そ
の
大
長
谷
王
の
御み

所も
と

に
侍
ふ
人
等
白

し
し
く
︑﹁
宇う

多た

弖て

物
云
ふ
王
子
ぞ
︒
故
︑
愼
し
み
た
ま
ふ
べ
し
︒

亦
御
身
を
堅
め
た
ま
ふ
べ
し
︒﹂
と
ま
を
し
き
︒
す
な
は
ち
衣み
そ

の
中

に

甲
よ
ろ
ひ

を
服け

し
︑
弓
矢
を
と
り
佩は

か
し
て
︑
馬
に
乗
り
て
出
で
行
き

た
ま
ひ
て
︑
倏た
ち

忽ま
ち

の
間
に
︑
馬
よ
り
往
き
雙な
ら

び
て
︑
矢
を
拔
き
て
そ

の
忍
歯
王
を
射
落
し
て
︑
乃
ち
亦
そ
の
身
を
切
り
て
︑
馬う

ま

健ぶ
ね

に
入
れ

て
土
と
等
し
く
埋
み
た
ま
ひ
き
︒

(大
長
谷
天
皇
即
位
前
記
)

と
あ
る
︒
記
で
は
大
長
谷
王
の
卑
劣
さ
を
緩
和
す
る
た
め
か
︑
佐
佐
紀
の

山
君
の
祖
︑
韓
帒
の
誘
い
に
応
え
て
淡
海
で
獦
を
し
よ
う
と
し
て
︑
忍
歯

王
を
と
も
な
っ
て
久
多
綿
の
蚊
屋
野
の
獦
庭
に
至
り
︑
翌
朝
︑
宿
舎
を
訪

れ
た
忍
歯
王
が
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
声
を
か
け
た
こ
と
を
無
礼
と
み
た
も
の

か
︑
伴
人
が
忍
歯
王
を
誹
り
︑
大
長
谷
王
を
唆
し
た
の
で
︑
殺
害
す
る
に

至
っ
た
と
展
開
す
る
︒
も
っ
と
も
︑
臣
下
の
悪
意
を
こ
め
た
唆
し
を
受
け

容
れ
︑
従
兄
弟
の
殺
害
に
及
ん
だ
と
す
る
設
定
は
︑
大
長
谷
王
の
心
中
に

は
も
と
か
ら
忍
歯
王
殺
害
の
意
図
が
あ
っ
た
と
語
る
こ
と
に
も
な
る
︒
皇

位
継
承
争
い
で
は
時
と
し
て
対
立
者
の
暴
力
的
排
除
が
語
ら
れ
る
が
︑
先

に
暴
力
で
政
敵
を
排
除
す
る
と
理
想
的
帝
王
像
か
ら
は
離
れ
る
︒
こ
こ
で

は
殺
害
し
た
忍
歯
王
の
遺
体
を
馬
健
に
い
れ
て
盛
り
土
せ
ず
︑
た
だ
埋
葬

し
た
と
す
る
が
︑
こ
こ
に
は
敬
意
は
な
く
︑
残
酷
さ
だ
け
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
︒
後
世
の
こ
と
な
が
ら
︑﹃
養
老
令
﹄
喪
葬
令
に
︑

凡
そ
墓
に
は
︑
皆
︑
碑
を
立
て
よ
︒
具
官
︑
姓
名
の
墓
と
記
せ
︒

(
喪
葬
令
一
二
︑
立
碑
条
︒
)

と
い
う
︑
墓
に
墓
標
を
建
て
る
処
置
も
と
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

聖
武
天
皇
天
平
元
年
二
月
甲
戌
に
謀
略
に
よ
っ
て
謀
反
人
と
し
て
刑
死

顕
宗
記
の
読
み

九
四



さ
せ
ら
れ
た
長
屋
王
の
葬
儀
で
は
︑
詔
勅
を
下
し
て
︑
妻
の
吉
備
内
親
王

は
無
罪
な
の
で
葬
儀
は
普
通
の
送
葬
に
准
じ
て
行
い
︑
長
屋
王
も
﹁
天
武

天
皇
の
孫
︑
高
市
親
王
の
子
な
り
﹂
と
し
て
︑﹁
長
屋
王
は
犯
に
依
り
誅

に
伏
す
︒
罪
人
に
准
ふ
と
雖
も
︑
其
の
葬
を
醜
く
す
る
こ
と
莫
れ
﹂
と
の

配
慮
を
示
し
て
︑
墓
を
設
け
さ
せ
て
い
る
︒
こ
れ
に
比
べ
る
と
︑
記
・
紀

の
語
る
大
長
谷
王
の
忍
歯
王
の
埋
葬
の
方
法
は
酷
薄
無
惨
と
い
う
ほ
か
な

い
︒
遺
族
が
恨
み
を
抱
き
報
復
を
企
て
る
展
開
も
納
得
さ
れ
る
よ
う
に
と

の
︑
物
語
展
開
上
の
配
慮
で
あ
ろ
う
か
︒

雄
略
天
皇
の
忍
歯
王
に
対
す
る
非
情
な
対
応
は
︑
意
祁
命
・
袁
祁
命
の

貴
種
流
離
の
物
語
︑
顕
宗
天
皇
が
即
位
後
に
父
の
埋
葬
地
の
探
索
を
す
る

置
目
の
物
語
︑
雄
略
天
皇
の
陵
墓
破
壊
と
い
う
報
復
を
試
み
る
物
語
の
発

端
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
︒
す
る
と
︑
こ
う
し
た
雄
略
天
皇
の
忍
歯
王

へ
の
心
な
い
仕
打
ち
も
酷
薄
な
雄
略
天
皇
の
人
物
形
象
の
た
め
ば
か
り
で

は
な
く
︑
後
続
の
物
語
を
な
る
べ
く
無
理
な
く
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
設

定
で
あ
っ
た
面
も
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

(二
)

遺
骨
探
索
と
置
目
老
媼
の
告
知

顕
宗
天
皇
即
位
後
︑
最
初
に
試
み
た
の
は
父
忍
歯
王
の
骨
を
求
め
て
改

葬
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
王
が
殺
害
さ
れ
た
状
況
を
顕
宗
天
皇

は
し
ら
な
い
︒
当
然
遺
体
の
埋
納
場
所
の
特
定
は
順
調
に
は
運
ば
な
い
と

想
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
骨
の
発
見
と
後
日
譚
を
記
は
次
の
よ

う
に
語
る
︒

此
の
天
皇
︑
そ
の
父ち
ち

王み
こ

市
辺
王
の
御み
か

骨ば
ね

を
求
め
た
ま
ふ
時
︑
淡
海

国
に
在
る
賎い
や

し
き
老お

媼み
な

︑
参ま
ゐ

出で

て
白
し
け
ら
く
︑﹁
王み

子こ

の
御
骨
を

埋う
づ

み
し
は
︑
専
ら
吾
能
く
知
れ
り
︒
亦
そ
の
御
歯
を
以
ち
て
知
る
べ

し
︒
御
歯
は
三
枝
の
如
き
押
歯
に
坐
し
き
︒﹂
と
ま
を
し
き
︒

爾
に
民
を
起
し
て
土
を
掘
り
て
︑
そ
の
御
骨
を
求
め
き
︒
す
な
は

ち
そ
の
御
骨
を
獲
て
︑
そ
の
蚊か

屋や

野の

の
東
の
山
に
︑
御
陵
を
作
り
て

葬
り
た
ま
ひ
て
︑
云
々
︒

(顕
宗
記
)

忍
歯
王
の
遺
体
を
埋
め
た
場
所
は
盛
り
土
も
墓
標
も
な
く
︑
お
そ
ら
く

探
し
出
す
作
業
は
難
渋
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
︑
王
の
埋
め
ら
れ
た
場

所
を
見
覚
え
て
い
た
老
女
が
あ
ら
わ
れ
︑
埋
め
ら
れ
た
場
所
と
忍
歯
王
の

歯
は
﹁
三
枝
の
如
き
押
歯
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
特
徴
を
告
げ
た
の
で
︑
骨

を
見
つ
け
て
識
別
し
︑
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
︒
紀
は
埋
め
ら

れ
た
場
所
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
す
る
だ
け
で
な
く
︑
帳
内
の
遺
体
と
一

緒
に
埋
め
て
い
た
と
す
る
の
で
︑
二
人
分
の
遺
骨
が
入
り
混
じ
っ
て
区
別

で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
し
︑
ま
た
歯
の
特
徴
を
覚
え
て
い
た
の
は
乳

母
で
︑
そ
の
歯
の
情
報
で
王
と
帳
内
の
頭
蓋
骨
は
識
別
で
き
︑
特
別
の
雙

顕
宗
記
の
読
み

九
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陵
を
造
っ
て
遺
骨
を
お
さ
め
え
た
と
い
う
︒
記
は
帳
内
の
遺
体
の
処
置
に

は
ふ
れ
ず
︑
皇
子
だ
け
埋
め
た
と
す
る
の
で
︑
皇
子
の
骨
の
特
定
は
簡
単

に
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

歯
は
古
代
に
限
ら
ず
︑
遺
骨
の
人
定
で
重
要
な
証
拠
と
し
て
扱
わ
れ
る
︒

歯
の
ば
あ
い
︑
記
は
反
正
天
皇
の
歯
は
﹁
御
歯
の
長
さ
一
寸
︑
広
さ
二

分
﹂
と
し
︑
紀
は
﹁
生
れ
ま
し
な
が
ら
歯
︑
一
骨
の
如
し
﹂
と
記
し
て
い

る
︒﹃
正
倉
院
文
書
﹄
(第
一
巻
)
の
﹁
神
亀
元
年
近
江
国
志
何
郡
計

帳
﹂・﹁
天
平
五
年
右
京
計
帳
﹂
や
﹁
東
大
寺
奴
婢
帳
﹂
等
に
は
︑
歯
の
記

録
は
な
い
が
︑
人
体
の
外
面
に
み
え
る
特
徴
︑
黒
子
な
ど
の
位
置
を
記
し

留
め
て
い
る
︒
大
宝
の
戸
籍
等
こ
う
し
た
記
録
の
み
え
な
い
も
の
も
あ
る

が
︑
口
分
田
の
分
与
と
租
税
収
納
︑
逃
亡
時
の
人
定
と
か
か
わ
っ
て
い
た

の
か
︑
黒
子
を
記
す
も
の
が
み
え
る
︒

歯
の
特
徴
や
黒
子
の
有
無
が
人
定
の
根
拠
と
な
っ
た
と
し
て
も
︑
顔
の

黒
子
と
違
い
︑
口
に
隠
れ
る
歯
の
ば
あ
い
︑
特
徴
を
知
る
者
の
設
定
は
問

題
に
な
る
︒
確
か
に
紀
の
い
う
よ
う
に
王
の
乳
母
な
ら
ば
王
の
近
習
の
帳

内
の
歯
の
様
子
を
知
っ
て
い
た
と
す
る
の
も
納
得
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
比
較

す
る
と
︑
記
の
い
う
設
定
の
場
合
︑
市
辺
王
と
無
縁
の
近
江
の
賤
女
が
そ

の
犬
歯
の
形
を
知
り
え
た
こ
と
に
︑
や
や
違
和
感
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
日

常
︑
王
に
接
す
る
こ
と
の
な
い
地
方
の
賤
女
が
た
ま
た
ま
狩
に
来
た
忍
歯

王
の
歯
の
特
徴
を
な
ぜ
知
り
得
た
の
か
︑
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
殺

さ
れ
て
埋
め
ら
れ
た
忍
歯
王
の
衣
服
を
は
ぎ
取
ろ
う
と
し
た
在
地
の
者
が

お
り
︑
当
時
の
喪
葬
習
俗
と
し
て
貴
人
は
口
に
珠
を
含
ま
せ
て
い
る

(孝

徳
紀
大
化
二
年
三
月
条
に
﹁
飯
含
む
る
に
珠
玉
を
以
て
す
る
こ
と
無ま
な

︒﹂

と
あ
る
)
と
考
え
︑
こ
れ
も
盗
も
う
と
し
て
口
を
開
け
た
者
が
い
て
皇
子

の
歯
の
特
徴
を
知
り
︑
そ
の
伝
え
を
置
目
老
媼
が
聞
い
て
い
た
と
い
う
︑

語
ら
れ
な
い
部
分
の
あ
る
設
定
な
ら
ば
納
得
で
き
な
く
は
な
い
︒
よ
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
︑
犯
罪
者
を
殺
し
︑
そ
の
装
身
具
を
奪
う
モ
チ
ー
フ
は
仁

徳
記
・
紀
の
女
鳥
王

(
雌
鳥
皇
女
)
の
物
語
に
も
み
え
る
︒

と
も
あ
れ
︑
紀
は
帳
内
の
骨
と
入
り
混
じ
っ
て
い
た
の
で
雙
陵
を
造
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
︑
記
は
老
媼
の
示
唆
に
よ
っ
て
︑

忍
歯
王
の
骨
を
何
と
か
拾
い
得
て
︑
き
ち
ん
と
し
た
陵
墓
を
造
っ
て
納
め

得
た
と
す
る
︒

こ
れ
に
続
け
て
顕
宗
天
皇
は
忍
歯
王
の
遺
骸
の
位
置
を
教
え
て
く
れ
た

置
目
の
老
媼
の
恩
義
に
報
い
︑
宮
の
近
く
に
住
ま
い
を
与
え
て
︑
自
由
に

天
皇
の
元
を
訪
ね
る
こ
と
を
許
し
︑
恵
み
を
与
え
た
と
い
う
︒
天
皇
の
心

の
広
さ
と
温
情
を
語
り
︑
そ
の
徳
を
示
す
部
分
で
あ
る
︒
た
だ
こ
の
物
語

に
は
地
の
文
と
歌
謡
の
表
現
に
矛
盾
も
み
え
る
︒
老
媼
を
宮
の
近
く
に
住

ま
わ
せ
︑
大
殿
に
来
た
時
に
懸
け
て
あ
る
鐸
を
鳴
ら
さ
せ
た
と
す
る
が
︑

顕
宗
記
の
読
み

九
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天
皇
の
歌
で
は
﹁
浅あ
さ

茅ぢ

原は
ら

小を

谷だ
に

を
過
ぎ
て

百も
も

伝づ
た

ふ

鐸ぬ
て

響ゆ
ら

く
も
﹂
と

置
目
が
鐸
を
鳴
ら
し
な
が
ら
荒
れ
地
を
遠
く
来
た
か
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
て
︑
ず
れ
が
み
え
る
︒
卑
賤
の
者
へ
の
天
皇
の
対
応
は
︑
か
つ
て
身
分

を
隠
し
馬
飼
と
な
っ
て
い
た
体
験
に
対
応
さ
せ
て
い
た
に
せ
よ
︑
身
分
を

問
題
に
せ
ず
に
恩
義
に
報
い
て
特
別
待
遇
を
与
え
る
も
の
で
誠
実
な
天
皇

像
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
︒

し
か
し
︑
記
は
他
方
で
︑
顕
宗
天
皇
は
素
性
が
解
ら
な
か
っ
た
に
せ
よ

不
敬
を
働
い
た
者
に
厳
し
い
対
応
を
と
っ
た
と
す
る
︒
置
目
の
話
を
扱
っ

た
あ
と
︑
意
祁
命
・
袁
祁
命
が
播
磨
に
逃
げ
て
い
く
途
中
で
食
べ
物
を

奪
っ
た
山
背
の
猪
甘
の
老
人
を
探
し
求
め
︑
飛
鳥
河
の
河
原
で
斬
り
︑
一

族
の
者
の
膝
の
筋
を
も
断
ち
切
っ
た
と
す
る
物
語
が
置
か
れ
る
︒
斬
罪
は

や
や
重
い
罰
の
よ
う
に
も
み
え
る
︒
旅
人
の
食
事
を
奪
う
こ
と
は
死
に
追

い
や
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
︑
こ
れ
を
大
き
な
罪
と
し
た
と
す
る
説(6
)

も

あ
る
が
︑
不
敬
が
な
け
れ
ば
斬
罪
に
相
当
す
る
罪
か
問
題
に
な
ろ
う
︒
も

と
よ
り
︑
猪
甘
の
行
為
は
少
年
達
の
素
性
を
し
ら
な
か
っ
た
が
故
の
も
の

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
食
事
を
奪
っ
た
こ
と
を
問
題
に
し
︑

時
間
が
経
過
し
た
後
に
な
っ
て
も
な
お
根
に
も
つ
か
の
よ
う
に
斬
罪
に
処

し
た
の
は
権
力
を
嵩
に
き
て
私
怨
を
晴
ら
す
行
為
の
よ
う
に
も
み
え
る
︒

天
皇
の
尊
厳
を
保
つ
た
め
の
信
賞
必
罰
を
説
く
意
図
が
あ
っ
た
に
し
て
も
︑

天
皇
と
し
て
は
狭
量
さ
も
浮
か
ん
で
く
る
︒

紀
は
こ
の
話
を
と
り
あ
げ
な
い
が
︑
紀
に
も
他
に
時
の
経
っ
た
後
に
不

敬
を
働
い
た
者
を
処
罰
す
る
︑
同
様
の
構
造
を
も
っ
た
話
は
あ
る
︒
允
恭

紀
の
忍
坂
大
中
姫
皇
后
に
か
か
わ
る
物
語
で
あ
る
︒
允
恭
紀
は
忍
坂
大
中

姫
皇
后
が
未
婚
の
時
︑
農
作
業
中
に
不
敬
を
働
い
た
鬪
鷄
国
造
を
覚
え
て

い
て
︑
皇
后
に
な
っ
た
後
に
呼
び
だ
し
︑
殺
そ
う
と
し
た
と
語
る
︒
結
局
︑

謝
罪
を
受
け
容
れ
て
姓
を
稲
置
に
落
と
し
て
許
し
た
と
す
る
︒
こ
れ
に
比

し
て
も
︑
記
の
猪
甘
の
老
人
の
斬
罪
と
一
族
の
者
の
足
の
筋
を
切
る
処
罰

は
厳
格
に
過
ぎ
る
︒
紀
と
異
な
り
︑
記
が
こ
の
物
語
を
と
り
あ
げ
た
の
は
︑

天
武
天
皇
に
天
皇
の
権
威
は
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ

う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
え
る
︒

(三
)

顕
宗
天
皇
の
即
位
と
雄
略
天
皇
へ
の
報
復

顕
宗
天
皇
の
報
復
は
し
か
し
︑
そ
う
し
た
小
さ
な
事
柄
に
の
み
向
け
ら

れ
た
の
で
は
な
い
︒
報
復
の
狙
は
父
忍
歯
王
を
殺
害
し
辱
め
た
雄
略
天
皇

に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
知
っ
た
兄
意
祁
命
は
一
計
を
案

じ
て
こ
れ
を
制
す
る
︒
記
は
そ
の
あ
た
り
の
顛
末
を
次
の
よ
う
に
描
く
︒

天
皇
︑
深
く
そ
の
父
王
を
殺
し
た
ま
ひ
し
大
長
谷
天
皇
を
怨
み
た

ま
ひ
て
︑
そ
の

霊
み
た
ま

に
報
い
む
と
欲
ほ
し
き
︒
故
︑
そ
の
大
長
谷
天

顕
宗
記
の
読
み

九
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皇
の
御
陵
を
毀こ
ぼ

た
む
と
欲
ほ
し
て
︑
人
を
遣
は
し
た
ま
ふ
時
︑
そ
の

伊い

呂ろ

兄せ

意お
け

祁の

命
み
こ
と

︑
奏ま

言を

し
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
こ
の
御
陵
を
破や

り
壊こ
ぼ

つ

は
︑
他
あ
だ
し

人び
と

を
遣
は
す
べ
か
ら
ず
︒
専も
は

ら
僕あ
れ

自
ら
行
き
て
︑
天
皇
の

御
心
の
如
く
︑
破
り
壊
ち
て
参ま
ゐ

出で

む
︒﹂
と
ま
を
し
た
ま
ひ
き
︒
爾

に
天
皇
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
然
ら
ば
命
の

随
ま
に
ま

に
幸い

行
で
ま
す
べ

し
︒﹂
と
の
り
た
ま
ひ
き
︒
是
を
以
ち
て
意
祁
命
︑
自
ら
下
り
幸
で

ま
し
て
︑
少
し
そ
の
御
陵
の
傍
か
た
へ

を
掘
り
て
︑
還
り
上
り
て
復
か
へ
り

奏ご
と

言ま
を

し
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
既
に
掘
り
壊
ち
ぬ
︒﹂
と
ま
を
し
た
ま
ひ
き
︒
爾

に
天
皇
︑
そ
の
早
く
還
り
上
ら
し
し
こ
と
を
異あ
や

し
み
て
詔
り
た
ま
ひ

し
く
︑﹁
如
何

い

か

に

か
破
り
壊
ち
た
ま
ひ
ぬ
る
︒﹂
と
の
り
た
ま
へ
ば
︑
答

へ
て
白
し
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
少
し
そ
の
陵
の
傍
の
土
を
掘
り
つ
︒﹂
と

ま
を
し
た
ま
ひ
き
︒
天
皇
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
父
王
の
仇あ
た

を
報
い

む
と
欲
へ
ば
︑
必
ず
悉
に
そ
の
陵
を
破
り
壊
た
む
に
︑
何
し
か
も
少

し
掘
り
た
ま
ひ
つ
る
︒﹂
と
の
り
た
ま
へ
ば
︑
答
へ
て
曰ま
を

し
た
ま
ひ

し
く
︑﹁
然し

か
為
し
所ゆ

以ゑ

は
︑
父
王
の
怨
み
を
そ
の
霊
に
報
い
む
と

欲
ほ
す
は
︑
是
れ
誠
に

理
こ
と
わ
り

な
り
︒
然
れ
ど
も
そ
の
大
長
谷
天
皇
は
︑

父
の
怨
み
に
は
あ
れ
ど
も
︑
還
り
て
は
我
が
従を

父ぢ

に
ま
し
︑
亦
天
の

下
治
ら
し
め
し
し
天
皇
な
り
︒
こ
こ
に
今

単
ひ
と
へ

に
父
の
仇
と
い
ふ
志

を
と
り
て
︑
悉
に
天
の
下
治
ら
し
め
し
し
天
皇
の
陵
を
破
り
な
ば
︑

後
の
人
必
ず
誹そ

謗し

ら
む
︒
唯
︑
父
王
の
仇
は
報
い
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒

故
︑
少
し
そ
の
陵
の
辺へ

を
掘
り
つ
︒
既
に
是か

く
恥
み
せ
つ
れ
ば
︑
後

の
世
に
示
す
に
足
ら
む
︒
﹂
と
ま
を
し
た
ま
ひ
き
︒
如か

此く

奏ま
を

し
た
ま

へ
ば
︑
天
皇
答
へ
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
こ
も
ま
た
大い
た

く
理
な
り
︒

命
の
如
く
に
て
可よ

し
︒﹂
と
の
り
た
ま
ひ
き
︒

(
顕
宗
記
)

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
三
点
で
あ
る
︒
一
は
顕
宗
天
皇
が
報
復
し

よ
う
と
し
た
対
象
と
方
法
︑
二
は
兄
意
祁
命

(
仁
賢
)
に
よ
る
そ
の
制
止

の
諫
言
と
論
理
︑
三
は
顕
宗
天
皇
の
諫
言
を
聞
く
姿
勢
で
あ
る
︒

ま
ず
一
で
あ
る
が
︑
顕
宗
天
皇
は
父
を
殺
し
た
雄
略
天
皇
を
怨
み
︑
仇

と
し
て
報
復
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
雄
略
天
皇
は
す
で
に
崩

御
し
て
い
る
の
で
︑
霊
の
依
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
古
墳
の
完
全
な
破
壊
を
し

よ
う
と
考
え
た
と
す
る
︒
こ
の
部
分
を
紀
は
︑

｢願
は
く
は
︑
そ
の

陵
み
さ
さ
ぎ

を
壊こ
ほ

ち
て
︑
骨
か
ば
ね

を
摧く
だ

き
て
投
げ
散
ら
さ

む
︒
今
︑
こ
れ
を
以
て
報
い
な
ば
︑
ま
た

孝

お
や
に
し
た
が
ふ

に
あ
ら
ざ
ら
む

や
﹂
と
の
た
ま
ふ
︒

(
顕
宗
紀
)

と
い
う
顕
宗
の
発
言
を
あ
て
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
記
に
は
触
れ
な
か
っ

た
が
︑
紀
は
父
の
仇
に
報
い
る
こ
と
を
﹁
孝
﹂
と
い
う
儒
教
的
徳
目
で
表

現
し
て
い
る
︒
ま
た
記
が
﹁
霊
﹂
と
い
う
だ
け
な
の
に
︑
古
墳
を
破
壊
し
︑

骨
も
砕
い
て
投
げ
散
ら
す
と
主
張
す
る
︒
記
が
古
墳
を
霊
の
拠
り
所
と
み

顕
宗
記
の
読
み

九
八



る
の
に
対
し
︑
紀
古
墳
を
屍
・
骨
が
納
ま
る
場
所
で
あ
る
と
よ
り
強
く
意

識
し
て
い
る
︒
も
と
よ
り
紀
も
意
祁
命
に
霊
を
意
識
し
た
発
言
を
さ
せ
て

い
る
︒
た
だ
紀
は
霊
を
次
の
よ
う
な
文
脈
で
も
ち
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑

し
か
る
を
忍
び
て
陵み
さ

墓ざ
き

を
壊
た
ば
︑
誰
を
人き

主み

と
し
て
か
︑
天
の

霊
に
奉つ
か

へ
ま
つ
ら
む
︒

(顕
宗
紀
)

と
い
わ
せ
る
︒
記
は
顕
宗
天
皇
が
父
王
の
﹁
怨
み
を
雄
略
天
皇
の
霊
に
報

い
よ
う
﹂
と
お
も
っ
て
い
た
と
二
度
も
い
わ
せ
︑
意
祁
命
に
そ
れ
も
理
で

あ
る
と
い
わ
せ
る
の
に
対
し
︑
紀
は
逆
に
右
の
よ
う
に
主
張
さ
せ
る
︒

こ
こ
で
︑
霊
と
古
墳
の
関
係
を
み
て
お
く
と
︑
霊
が
古
墳
に
常
在
す
る

と
み
る
か
︑
祭
祀
の
行
わ
れ
る
と
き
の
み
古
墳
を
拠
り
所
と
し
て
霊
が
訪

れ
る
と
み
る
の
か
︑
問
題
は
の
こ
る
と
し
て
も
︑
と
も
に
古
墳
が
霊
の
依

り
所
で
あ
る
と
意
識
し
た
表
現
を
し
て
い
る
︒
時
代
は
く
だ
る
が
︑
続
日

本
紀
は
︑

①
癸
巳
︒︽
十
一
︾
造
平
城
京
司
に
勅
し
た
ま
は
く
︑
若
し
彼
の
墳つ

隴か

︑
発
堀
せ
ら
れ
ば
︑
随
即
ち
埋
め
斂
め
よ
︒
露
し
棄
て
し
む
る
こ

と
勿
れ
︒
普
ね
く
祭さ
い

酹ら
い

を
加
へ
︑
以
て
幽い
う

魂こ
ん

を
慰
め
よ
︒﹂
と
の
た

ま
ふ
︒

(﹃
国
史
大
系
続
日
本
紀
﹄
和
銅
二

(
709
)
年
十
月
十
一
日
)

②
甲
午
︒︽
辛
卯
朔
四
︾
左
右
京
に
勅
し
た
ま
は
く
︑﹁
今
聞
か
く
は
︑

﹃
寺
を
造
る
に
悉
く
墳
墓
を
壊
ち
︑
其
の
石
を
採
り
用
ゐ
る
﹄
と
き

く
︒
唯
だ
鬼
神
を
侵
し
驚
か
す
に
非
ず
︑
実
に
亦
︑
子
孫
を
憂
へ
傷

ま
し
む
︒
今
よ
り
以
後
︑
宜
し
く
禁
断
を
加
へ
よ
︒﹂
と
の
た
ま
ふ
︒

(﹃
国
史
大
系
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
十
一

(
780
)
年
十
二
月
四
日
)

と
い
う
勅
を
の
こ
し
て
い
る
︒
①
は
平
城
京
を
造
る
に
あ
た
っ
て
古
墳
を

発
掘
し
た
と
き
は
︑
埋
め
戻
し
て
内
部
の
も
の
を
露
わ
に
し
︑
棄
て
て
は

い
け
な
い
︒
す
べ
て
酒
を
注
い
で
祭
れ
と
い
っ
て
お
り
︑
②
で
は
寺
院
建

立
の
用
材
の
石
を
得
よ
う
と
墳
墓
を
破
壊
す
れ
ば
︑
死
者
の
霊
を
驚
か
す

だ
け
で
は
な
く
︑
子
孫
を
憂
え
か
な
し
ま
せ
る
の
で
禁
止
す
る
と
い
っ
て

い
る
︒
こ
れ
ら
は
一
般
的
な
古
墳
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
が
︑
藤
原
・
奈

良
時
代
に
は
一
般
的
に
古
墳
に
死
者
の
霊
が
宿
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
︒
そ
れ
に
か
ま
わ
ず
古
墳
を
破
壊
す
る
人
々
も
い
た
の
で
は
あ
る

が
︑
朝
廷
に
よ
る
天
皇
の
古
墳
祭
祀
は
奈
良
時
代
以
前
か
ら
続
い
て
き
た

も
の
と
み
ら
れ
︑
続
紀
に
も
︑

①
庚
辰
︒
直
広
参
土
師
宿
祢
馬
手
を
遣
は
し
て
︑
新
羅
の
貢
物
を
大

内
山
陵
に
献
ら
し
む
︒

(﹃
国
史
大
系
続
日
本
紀
﹄
文
武
二

(
698
)
年
春
正
月
)

②
癸
夘
︒
倭
建
命
の
墓
を
震
は
す
︒
使
を
し
て
遣
し
︑
祭
ら
し
む
︒

(﹃
国
史
大
系
続
日
本
紀
﹄
大
寳
二

(
702
)
年
八
月
)

等
の
記
事
が
み
え
る
︒
問
題
は
古
墳
と
霊
の
関
わ
り
方
で
あ
る
が
︑
こ
れ

顕
宗
記
の
読
み

九
九



ら
の
記
事
も
屍
と
霊
の
い
ず
れ
を
意
識
し
た
も
の
か
︑
理
解
の
揺
れ
は
あ

り
え
る
︒
古
墳
は
両
墓
制
に
お
け
る
捨
墓
で
は
な
く
︑
納
棺
の
と
き
に
屍

を
荘
厳
し
︑
石
室
内
に
価
値
あ
る
副
葬
品
も
納
め
て
い
る
か
ら
屍
を
も
重

視
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
他
方
で
古
墳
祭
祀
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
屍
だ

け
で
な
く
︑
霊
も
意
識
し
て
い
た
と
み
る
と
︑
た
と
え
︑
天
皇
の
霊
は
屍

を
離
れ
て
天
に
昇
っ
た

(万
二

−

一
六
七
)
と
し
て
も
︑
古
墳
は
霊
の
地

上
に
お
け
る
拠
り
所
︑
神
籬
の
よ
う
な
存
在
と
み
な
し
て
い
た
と
み
る
こ

と
は
で
き
よ
う
︒

顕
宗
天
皇
紀
の
ば
あ
い
︑
天
皇
の
言
葉
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
︑
石
室
内

は
屍
だ
け
が
あ
る
冥
界
と
し
て
軽
ん
じ
て
い
な
い
か
ら
︑
常
態
的
に
霊
的

存
在
の
拠
り
所
で
あ
る
と
み
て
重
視
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
︑

や
は
り
死
者
の
霊
は
屍
を
離
れ
︑
山
上
他
界
に
移
る
と
い
う
の
が
︑
古
代

人
一
般
の
基
本
的
な
信
仰
で
あ
り
︑
古
墳
を
造
っ
た
人
々
は
円
墳
上
を
山

と
考
え
る
に
至
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
天
武
・
持
統
朝
を

経
て
︑
一
般
的
に
天
皇
の
霊
は
天
に
昇
り
︑
神
と
同
じ
く
祭
祀
を
受
け
る

と
き
に
は
古
墳
を
山

(一
種
の
神
籬
)
と
し
て
く
だ
っ
て
く
る
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
仁
賢
天
皇
の
言
葉
と
す
る
﹁
天
の

霊
﹂
は
そ
う
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
よ
う
︒

顕
宗
天
皇
が
雄
略
天
皇
の
古
墳
破
壊
の
企
て
進
め
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
兄
意
祁
命
は
自
ら
が
天
皇
の
意
向
ど
お
り
に
雄
略
天
皇
の
古
墳
を
破
壊

す
る
使
者
に
な
る
と
告
げ
て
出
か
け
︑
陵
の
傍
ら
の
土
を
掘
っ
て
帰
っ
た

と
す
る
︒
す
ぐ
帰
っ
て
き
た
の
で
顕
宗
天
皇
が
事
情
を
尋
ね
る
と
︑
意
祁

命
は
陵
の
傍
ら
の
土
を
少
し
掘
っ
た
と
答
え
る
︒
顕
宗
天
皇
が
怨
み
を
晴

ら
す
に
は
完
全
に
破
壊
す
べ
き
で
あ
る
の
に
何
故
少
し
掘
っ
た
だ
け
な
の

か
尋
ね
る
と
︑
意
祁
命
は
︑
父
の
仇
雄
略
天
皇
に
復
讐
し
て
怨
み
を
晴
ら

す
に
し
て
も
︑
そ
の
陵
を
徹
底
的
に
壊
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
︑
次
の
よ

う
に
理
由
を
い
う
︒

不あ
た

可ら
ず

︒
大
泊
瀬
天
皇
︑

万
よ
ろ
づ
の

機
ま
つ
り
ご
と

を
正た
だ

し
統ふ
さ

ね
て
︑
天
あ
め
の

下し
た

に
臨

み
照
ら
し
た
ま
ふ
︒
華
み
や
こ

夷ひ
な

︑
欣
よ
ろ
こ

び
仰あ
ふ

ぎ
し
は
︑
天
皇
の
御
身
な
り
︒

吾
が
父
の
先
王
は
︑
是
︑
天
皇
の
子み
こ

た
り
と
雖
も
︑
迍

邅

な
や
ま
し
き

に
遭
遇

あ

ひ
て
︑
天
あ
ま
つ

位
ひ
つ
ぎ

に
登
り
た
ま
は
ず
︒
此
を
以
て
観み

れ
ば
︑
尊
た
か
き

卑

い
や
し
き

惟こ
れ

別こ
と

な
り
︒
し
か
る
を
忍
び
て
陵み
さ

墓ざ
き

を
壊こ
ほ

た
ば
︑
誰
か
人き

主み

と
し
て

天あ
め

の
霊
み
た
ま

に
奉つ
か

へ
ま
つ
ら
む

(
誰
人
主
以
奉
天
之
霊
)︒
そ
の
毀こ
ほ

つ
べ

か
ら
ざ
る
︑
一
な
り
︒

(
顕
宗
紀
二
年
八
月
一
日
)

こ
の
発
言
に
は
父
と
雄
略
天
皇
と
の
間
に
は
︑
天
皇
で
あ
る
か
い
な
か

と
い
う
︑
決
定
的
な
尊
卑
の
差
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
背
後
に

榎
本
氏
は
﹃
史
記
﹄
(
巻
六
十
)
の
﹁
三
王
世
家
﹂
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
︑

王
と
王
に
な
ら
な
か
っ
た
者
の
尊
卑
の
問
題
を
認
め
得
る
と
指
摘
し
て
お

顕
宗
記
の
読
み
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ら
れ
る(7
)

︒
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
天
皇
陵
を
破
壊
す
べ
き
で
な
い

と
す
る
理
由
に
︑
父
市
辺
之
忍
歯
王
と
雄
略
天
皇
の
尊
卑
の
差
︑
言
い
替

え
る
と
天
皇
の
絶
対
性
を
あ
げ
て
い
る
︒
さ
ら
に
雄
略
天
皇
の
霊
の
祭
祀

の
寄
辺
が
な
く
な
る
問
題
に
言
及
す
る
︒
そ
の
上
で
︑

ま
た
天
皇
と
億お

計け

と
︑

曽
い
む
さ
き

に
白
髮
天
皇
の
厚
き

寵
う
つ
く
し
び

・
殊こ
と

な

る

恩
め
ぐ
み

に
遇あ

ふ
こ
と
を

蒙
か
う
ぶ

ら
ざ
り
せ
ば
︑
豈

宝
た
か
み

位く
ら

に
臨の
ぞ

ま
む
や
︒

大
泊
瀬
天
皇
は
︑
白
髮
天
皇
の
父
な
り
︒
億
計
︑
諸
の

老

と
し
た
か
き
さ

賢

か
し
き
ひ
と

に
聞
き
き
︒
老
賢
の
曰
ひ
し
く
︑﹃
言こ
と

と
し
て
詶む
く

い
ざ
る
は
無
く
︑

徳い
き
ほ
ひ

と
し
て
報こ
た

へ
ざ
る
は
無
し
︒
恩
有
り
て
報
へ
ざ
る
は
︑
俗ひ
と

を
敗や
ぶ

る
こ
と
深
し
﹄
と
い
ひ
き
︒
陛
す
め
ら

下
み
こ
と

︑
国
を
饗し
ろ

し
め
し
て
︑
徳
い
き
ほ

行
ひ
わ
ざ

︑

広
く
天
下
に
聞
ゆ
︒
而
る
を
陵
を
毀こ
ほ

ち
︑
飜か
へ

り
て

華
み
や
こ

裔ひ
な

に
見
し
め

ば
︑
億
計
︑
恐お
そ

る
ら
く
は
︑
其
れ
以
て
国
に
莅の
ぞ

み

民

お
ほ
み
た
か
ら

を

子
や
し
な

ふ

べ
か
ら
ざ
ら
む
こ
と
を
︒
其
の
毀
つ
べ
か
ら
ざ
る
︑
二
な
り
︒

(顕
宗
紀
二
年
八
月
一
日
)

と
︑
い
ま
一
つ
の
理
由
を
説
い
て
い
る
︒

こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
︑
孝
を
つ
く
す
た
め
の
復
讐
で
あ
っ
て
も
雄
略

天
皇
の
山
陵
を
壊
す
こ
と
を
と
ど
め
る
根
拠
と
し
て
記
は
︑
雄
略
が

㋑

従
父
で
あ
る
こ
と
︑
㋺

天
皇
で
あ
る
こ
と
︑
の
二
点
を
あ
げ
︑
紀
は
㋺

と

㋩

自
分
た
ち
兄
弟
を
都
に
迎
え
て
即
位
を
許
し
て
く
れ
た
清
寧
天

皇
の
父
で
あ
る
こ
と
︑
の
二
点
を
あ
げ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
を
承
け
て

記
・
紀
と
も
に
︑
雄
略
天
皇
陵
を
完
全
に
破
壊
し
た
と
す
る
と
︑
天
皇
陵

を
破
壊
し
た
行
為
に
よ
っ
て
︑
記
は
後
世
の
誹
り
を
受
け
る
と
し
︑
紀
は

統
治
す
る
人
民
に
顔
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
す
る
︒
そ
う
し

て
山
陵
全
体
で
は
な
く
︑
後
世
に
恥
を
か
か
せ
た
と
い
う
事
実
を
残
す
た

め
に
陵
の
一
部
を
壊
す
に
と
ど
め
よ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
紀
に
み
え
る
㋩
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
︑
紀
は
忍
歯
王
の
物
語

を
清
寧
紀
に
か
け
て
語
り
︑
清
寧
天
皇
の
在
世
中
に
意
祁
命
・
袁
祁
命
が

発
見
さ
れ
る
と
︑
喜
ん
で
︑
都
に
呼
び
戻
し
た
と
し
て
い
る

(顕
宗
天
皇

即
位
前
紀
)︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
顕
宗
が
天
皇
の
位
に
即
き
え
た
の
は
清

寧
天
皇
の
厚
い
寵
を
す
な
わ
ち
︑
恩
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

そ
こ
で
︑
意
祁
命
は
そ
の
父
雄
略
天
皇
の
陵
を
全
面
的
に
破
壊
す
る
行
為

は
恩
を
仇
で
報
い
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
の
で
あ
る
︒
紀
は
﹁
清
寧
天
皇

の
恩
﹂
は
︑
父
の
仇
雄
略
天
皇
へ
の
復
讐
を
中
止
す
る
に
た
る
重
さ
を
も

つ
と
し
て
い
る
︒
恩
に
報
い
る
こ
と
と
恨
み
の
対
象
へ
の
復
讐
は
相
対
し
︑

い
ず
れ
を
と
る
か
の
判
断
が
問
題
に
な
る
︒
雄
略
が
天
皇
で
あ
る
こ
と
を

問
題
に
せ
ず
﹁
孝
﹂
を
か
か
げ
て
復
讐
を
実
行
す
る
か
︑
清
寧
天
皇
へ
の

﹁
恩
﹂
を
重
視
し
て
復
讐
を
思
い
止
ま
る
か
︑
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
が
︑
復

讐
を
選
ん
で
天
皇
の
山
陵
を
破
壊
し
た
ば
あ
い
︑
天
皇
と
い
う
地
位
は
雄

顕
宗
記
の
読
み
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略
天
皇
個
人
の
人
格
を
超
え
た
社
会
性
を
も
ち
︑
他
の
問
題
が
か
ら
ん
で

く
る
︒
意
祁
命
は
清
寧
天
皇
に
受
け
た
恩
に
背
か
な
い
こ
と
︑
お
よ
び
人

民
の
非
難
を
受
け
る
こ
と
な
く
天
皇
の
権
威
も
保
っ
て
︑
し
か
も
﹁
孝
﹂

の
た
め
に
雄
略
天
皇
へ
の
復
讐
を
し
た
と
後
世
の
人
に
示
す
の
な
ら
ば
︑

陵
の
端
の
一
部
を
壊
せ
ば
十
分
で
あ
る
と
諫
め
た
と
す
る(8
)

︒
こ
の
よ
う
に

紀
が
意
祁
命
に
雄
略
陵
を
破
壊
す
べ
き
で
な
い
と
諫
め
さ
せ
た
理
由
は
︑

父
忍
歯
王
と
雄
略
に
は
身
分
の
差
が
あ
り
︑
清
寧
天
皇
の
恩
も
あ
る
の
に
︑

天
皇
が
恩
を
無
視
し
︑
雄
略
陵
を
壊
し
仇
で
返
す
振
る
舞
い
を
み
せ
た
な

ら
︑
人
心
は
離
れ
国
を
治
め
ら
れ
な
く
な
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
っ
た

と
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
顕
宗
天
皇
が
軽
挙
に
よ
っ
て
信
頼
を
失
い
か
ね
な

い
の
を
み
か
ね
て
助
け
船
を
出
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑

記
で
は
意
祁
命
・
袁
祁
命
の
発
見
と
帰
京
お
よ
び
即
位
は
清
寧
天
皇
崩
御

後
の
父
の
妹
飯
豊
王
の
時
代
と
す
る
か
ら
︑
清
寧
天
皇
へ
の
恩
は
説
か
な

い
︒と

こ
ろ
で
恩
は
儒
教
だ
け
で
な
く
︑
仏
教
も
四
恩
︑
す
な
わ
ち
父
母
・

国
王
・
衆
生
・
三
宝
の
恩
を
説
き
︑
国
王
の
恩
も
含
め
る
が
︑
清
寧
天
皇

の
恩
は
個
別
的
な
恩
で
あ
り
︑
儒
教
的
な
報
恩
と
み
て
よ
い
︒

紀
は
ま
た
︑
さ
き
に
み
た
よ
う
に
陵
を
破
壊
し
骨
を
摧
き
投
げ
散
し
て

復
讐
す
る
こ
と
が
﹁
孝
﹂
に
な
る
と
顕
宗
天
皇
に
い
わ
せ
て
い
た
が
︑
こ

の
﹁
孝
﹂
の
と
ら
え
か
た
に
つ
い
て
︑
少
し
み
て
お
き
た
い
︒﹁
孝
﹂
も

儒
教
の
い
う
徳
目
で
あ
る
︒﹁
学
令
﹂
で
﹃
論
語
﹄
と
と
も
に
大
学
寮
の

必
須
科
目
と
す
る
﹃
孝
経
﹄
を
み
る
と
︑
そ
の
﹁
天
子
章
第
二
﹂
で
は
天

子
の
﹁
孝
﹂
に
つ
き
︑

子
曰
は
く
︑
親
を
愛
し
て
敢
へ
て
人
を
悪に
く

ま
ず
︒
親
を
敬
ひ
て
︑

敢
へ
て
人
を

慢
あ
な
ど

ら
ず
︒
愛
敬
は
親
に
事
ふ
る
に
尽
く
︒
而
し
て
徳

孝
百
姓
に
加
ふ
れ
ば
四
海
に

刑
と
と
の

ふ
︒
蓋
し
天
子
の
孝
な
り
︒
甫
刑

云
は
く
︑
﹁
一
人
慶
有
れ
ば
︑
兆
民
︑
之
を
頼
む
︒﹂
と
︒

(﹃
孝
経
﹄
﹁
天
子
章
第
二
﹂
)

と
説
い
て
い
る
︒
天
子
は
親
を
愛
・
敬
す
る
と
し
て
も
︑
人
を
憎
ま
ず
︑

ま
た
侮
ら
な
い
で
︑
総
て
の
人
々
に
徳
孝
を
及
ぼ
し
︑
国
家
を
整
え
る
べ

き
で
あ
る
と
説
く
︒
こ
こ
に
語
る
顕
宗
天
皇
は
父
忍
歯
王
に
孝
を
尽
く
そ

う
と
す
る
あ
ま
り
︑
そ
の
惨
殺
に
及
ん
だ
雄
略
天
皇
を
憎
み
︑
陵
を
破
壊

し
て
報
復
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
天
子
章
に
説
く
﹁
孝
﹂
の
あ
り
よ

う
に
は
反
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
雄
略

天
皇
陵
の
天
皇
に
よ
る
破
壊
は
孝
を
掲
げ
な
が
ら
︑
孝
の
あ
り
方
考
え
ず
︑

天
皇
の
権
威
を
損
な
い
︑
後
人
の
誹
謗
を
招
き
︑
統
治
者
と
し
て
の
資
質

を
問
わ
れ
か
ね
な
い
結
果
を
招
く
と
意
祁
命
は
い
う
の
で
あ
る
︒﹃
孝
経
﹄

を
読
ん
で
い
た
︑
紀
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
官
僚
の
見
解
で
も
あ
ろ
う
︒

顕
宗
記
の
読
み
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顕
宗
天
皇
も
兄
の
諫
言
を
聞
い
て
︑
こ
こ
に
思
い
を
致
し
た
も
の
か
︑

﹁
こ
も
ま
た
大い
た

く
理
な
り
︒
命
の
如
く
に
て
可よ

し
︒﹂
と
応
え
て
︑
従
順
に

受
け
容
れ
︑
納
得
し
た
と
い
う
︒

記
・
紀
と
も
に
顕
宗
天
皇
は
雄
略
天
皇
陵
の
破
壊
を
企
て
て
い
た
と
す

る
︒
紀
は
﹁
而
る
を
陵
を
毀こ
ほ

ち
︑
飜か
へ

り
て

華
み
や
こ

裔ひ
な

に
見
し
め
ば
︑
億
計
︑

恐お
そ

る
ら
く
は
︑
其
れ
以
て
国
に
莅の
ぞ

み

民

お
ほ
み
た
か
ら

を

子
や
し
な

ふ
べ
か
ら
ざ
ら
む
こ

と
を
︒﹂
と
い
い
︑
記
は
﹁
天
の
下
治
ら
し
め
し
し
天
皇
の
陵
を
破
り
な

ば
︑
後
の
人
必
ず
誹そ

謗し

ら
む
︒﹂
と
い
っ
た
と
す
る
︒
紀
は
統
治
す
る
人

民
の
反
応
︑
記
は
歴
史
的
評
価
を
問
題
に
し
︑
ず
れ
は
あ
る
が
︑
い
ず
れ

も
陵
の
破
壊
に
つ
い
て
他
者
の
評
価
を
意
識
さ
せ
て
い
る
︒
こ
れ
は
後
世
︑

と
い
う
よ
り
︑
編
者
の
律
令
を
意
識
し
た
発
想
に
よ
っ
て
い
る
と
み
て
よ

か
ろ
う
︒

養
老
律
で
は
天
皇
の
陵
の
破
壊
は
犯
罪
と
す
る
︒
八
虐
の
第
二
に
あ
げ
︑

二
に
日
は
く
︑
大
逆
を
謀
る
︒
謂
は
く
︑
山
陵
ま
た
宮
闕
を
毀
た

む
と
謀
れ
る
を
い
ふ
︒

(国
史
大
系
養
老
律
﹁
名
例
律
﹂

二
頁
三
行
目
)

と
す
る(9
)
︒
大
逆
の
刑
は
絞
で
あ
る

(賊
盗
律
)︒
天
皇
の
権
威
︑
さ
ら
に

は
支
配
体
制
を
守
る
立
場
か
ら
は
︑
律
令
制
以
前
で
あ
っ
て
も
山
陵
の
破

壊
は
大
罪
と
さ
れ
て
い
よ
う
︒
孝
の
為
に
仇
を
討
つ
に
せ
よ
︑
山
陵
の
破

壊
は
問
題
に
さ
れ
る
︒
顕
宗
天
皇
は
孝
と
大
逆
の
狭
間
に
立
ち
な
が
ら
︑

そ
れ
を
自
覚
せ
ず
に
罪
を
犯
そ
う
と
し
て
い
る
と
意
祁
命
は
指
摘
し
た
と

の
設
定
で
あ
る
︒
復
讐
の
た
め
に
陵
を
全
面
破
壊
し
て
雄
略
天
皇
に
恥
を

か
か
せ
︑
溜
飲
を
さ
げ
︑﹁
孝
﹂
を
尽
く
し
た
と
自
己
満
足
し
た
と
し
て

も
︑
天
皇
自
身
が
山
陵
を
破
壊
し
た
犯
罪
者
と
な
れ
ば
︑
統
治
す
る
当
代

の
人
々
の
み
な
ら
ず
︑
後
代
の
人
々
に
も
天
皇
陵
を
破
壊
し
た
と
の
非
難

も
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
で
は
王
化
な
ど
叶
わ
な
い
︒

こ
こ
は
こ
う
し
た
意
識
を
も
っ
て
の
設
定
で
あ
ろ
う
︒
も
と
よ
り
紀
を

編
ん
だ
官
僚
に
も
︑
そ
の
認
識
は
あ
っ
た
と
み
て
よ
く
︑
こ
の
意
祁
命
の

主
張
は
そ
う
し
た
編
者
の
意
識
を
反
映
さ
せ
て
い
よ
う
︒

周
知
の
と
お
り
︑
記
の
編
者
天
武
天
皇
は
︑
紀
に
︑

二
月
の
庚
子
の
朔
甲
子
に
︑
天
皇
・
皇
后
︑
共
に
大
極
殿
に
居
し

ま
し
て
︑
親
王
・
諸
王
及
び
諸
臣
を
喚
し
て
︑
詔
し
て
曰
は
く
︑

﹁
朕
︑
今
よ
り
更
︑
律
令
を
定
め
︑
法
式
を
改
め
む
と
欲
ふ
︒
故
︑

倶
に
是
の
事
を
修
め
よ
︒
然
も
頓
に
是
の
み
を
務
に
就
さ
ば
︑
公
事

闕
く
こ
と
有
ら
む
︒
人
を
分
け
て
行
ふ
べ
し
﹂
と
の
た
ま
ふ
︒

(天
武
天
皇
紀
十
年
条
)

と
記
す
よ
う
に
︑
自
ら
の
記
の
編
纂
に
平
行
し
て
飛
鳥
淨
御
原
律
令
も
編

ま
せ
て
い
る
︒
唐
律
も
視
野
に
入
れ
て
い
て
︑
天
皇
の
権
威
を
傷
つ
け
る

顕
宗
記
の
読
み
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陵
墓
を
破
壊
す
る
行
為
を
大
罪
と
す
る
認
識
を
も
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒

表
現
し
な
か
っ
た
の
は
顕
宗
天
皇
の
時
代
が
律
令
制
の
時
代
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
︑
天
武
天
皇
に
は
律
令
制
の
時
代
で
あ
れ
ば
山
陵
の
破
壊
は
大

逆
罪
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
方
法
し
て
は
全
面
破
壊
で
は
な
く
︑
御

陵
の
傍
ら
を
掘
り
︑
恥
を
か
か
せ
れ
ば
よ
い
と
記
は
説
く
︒
兄
意
祁
命
の

言
葉
を
聞
い
た
顕
宗
天
皇
も
︑
道
理
で
あ
る
と
し
て
︑
納
得
し
た
と
い
う
︒

こ
う
し
た
発
想
の
背
後
に
漢
籍
の
影
響
の
あ
る
こ
と
は
榎
本
氏
の
指
摘
に

あ
る(10
)

︒
雄
略
天
皇
の
山
陵
を
破
壊
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
理
由
に
︑
記
は
㋩
を

あ
げ
ず
︑
㋑
を
あ
げ
た
︒
従
父
は
後
の
律
令
で
は
個
別
に
規
定
さ
れ
ず
︑

﹁
従
父
兄
弟
姉
妹
﹂
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
︑
親
等
で
い
う
と
︑
五
等
の

内
の
三
等
で
あ
る

(養
老
令
﹁
儀
制
令
第
二
五
条
﹂
)︒
養
老
律
の
殺
人
︑

謀
殺
人
︑
傷
害
な
ど
を
対
象
に
し
た
罰
は
︑
一
︑
二
親
等
に
揺
れ
は
あ
る

も
の
の
斬
罪
や
遠
流
な
ど
で
あ
る
の
に
対
し
︑
五
等
以
上
の
尊
長
に
対
す

る
場
合
は
徒
三
年
と
し
て
い
る

(賊
盗
律
第
六
条
)︒
従
父
の
関
係
は
軽

く
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
や
は
り
尊
長
の
中
に
は
は
い
っ
て
い

る
︒
一
族
の
尊
長
に
対
す
る
不
敬
は
や
は
り
制
止
の
対
象
と
な
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

記
は
天
皇
の
陵
を
破
壊
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
理
由
か
ら
︑
清
寧
天
皇

へ
の
恩
義
を
外
し
て
い
た
が
︑
代
わ
り
に
雄
略
天
皇
は
顕
宗
に
と
っ
て
従

父
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
た
あ
と
︑
㋺
の
天
下
を
治
め
た
天
皇
で
あ
っ
た
こ

と
を
二
度
繰
り
返
し
て
強
調
す
る
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
︒
ふ
り
か
え
っ
て

記
を
み
る
と
︑
大
長
谷
天
皇
は
︑﹁
父
の
怨
み
に
は
あ
れ
ど
も
︑
還
り
て

は
我
が
従を

父ぢ

に
ま
し
︑
亦
天
の
下
治
ら
し
め
し
し
天
皇
な
り
﹂︒
と
い
い
︑

﹁
父
の
仇
と
い
ふ
志
を
と
り
て
︑
悉
に
天
の
下
治
ら
し
め
し
し
天
皇
の
陵

を
破
り
な
ば
︑
後
の
人
必
ず
誹そ

謗し

ら
む
﹂︒
と
意
祁
命
に
い
わ
せ
て
い
た
︒

記
は
紀
と
異
な
り
︑
雄
略
天
皇
と
忍
歯
王
の
尊
卑
に
言
及
せ
ず
︑
た
だ
雄

略
天
皇
は
天
皇
で
あ
っ
た
と
繰
り
か
え
す
︒
こ
れ
は
︑
天
皇
は
他
の
総
て

を
超
え
て
重
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
天
皇
の
尊

厳
・
絶
対
性
を
説
く
た
め
の
強
調
で
あ
る
と
み
た
い(11
)

︒

こ
こ
で
︑
今
一
点
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
顕
宗
天
皇
が
諫
言
を
受
け

容
れ
た
と
す
る
設
定
で
あ
る
︒
諫
言
が
現
実
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
は
︑
周
知
の
よ
う
に
大
神
高
市
麻
呂
が
持
統
天
皇
に
農
繁
期
の
伊

勢
行
幸
を
中
止
す
る
よ
う
に
行
っ
た
諫
言
に
み
え
る
︒
諫
言
を
受
け
容
れ

ら
れ
な
か
っ
た
高
市
麻
呂
が
官
職
を
辞
し
た
こ
と
は
︑
持
統
紀
や
霊
異
記

の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
︑
兄
の
諫
言
で
あ
っ
た
に

せ
よ
︑
顕
宗
天
皇
は
道
理
を
通
し
た
諫
言
を
受
け
容
れ
る
心
の
広
い
徳
の

顕
宗
記
の
読
み
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あ
る
模
範
的
天
皇
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
︑
儒
教
的
に
理
想
化
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
顕
宗
記
に
も
儒
教
的
な
設
定
が
鏤
め
ら
れ

て
い
る
が
︑
他
方
に
は
な
お
考
え
る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
︒

記
の
序
文
に
お
い
て
天
武
天
皇
は
帝
紀
旧
辞
は
﹁
邦
家
の
経
緯
︑
王
化

の
鴻
基
﹂
で
あ
る
と
述
べ
た
と
い
う
︒
同
じ
序
文
で
元
明
天
皇
に
つ
い
て

は
︑﹁
紫
宸
に
御
し
て
徳
は
馬
の
蹄
の
極
ま
る
所
に
被
び
︑
玄
扈
に
坐
し

て
化
は
船
の
頭
の
逮
ぶ
所
を
照
ら
し
た
ま
ふ
︒﹂
と
も
い
う
︒
元
明
天
皇

は
徳
を
も
っ
て
人
民
へ
の
化
を
果
た
さ
れ
て
い
る
と
す
る
︒
こ
れ
も
儒
教

的
な
匂
い
の
す
る
記
述
で
あ
る
︒
こ
の
徳
化
は
天
武
天
皇
の
い
う
王
化
と

イ
コ
ー
ル
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
帝
紀
が
王
化
の
鴻
基
だ
と
い
う
の
は
︑
儒

教
的
な
徳
を
及
ぼ
す
徳
化
に
と
ど
ま
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
︒
天
武
天
皇

の
父
︑
舒
明
天
皇
の
擁
立
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
氏
族
制
社
会
に
お
い
て

は
い
ま
だ
天
皇
の
位
置
は
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
︒
そ
の
天
皇
の
権
威

を
絶
対
的
な
も
の
に
高
め
︑
維
持
し
て
い
く
た
め
に
︑
旧
辞
は
大
元
の
書

と
し
て
重
要
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
こ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
と
み
る
と
︑

天
武
天
皇
の
編
ん
だ
帝
紀
・
旧
辞
は
そ
う
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
み

う
る
︒
即
位
前
記
は
︑
袁
祁
命
が
求
婚
し
た
影
姫
を
先
に
我
が
物
と
し
︑

歌
垣
の
公
衆
の
面
前
で
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
︑
皇
太
子
を
軽
ん
じ
た
平

群
鮪
を
殺
害
し
た
物
語
を
収
め
て
い
る
︒
歌
垣
の
ル
ー
ル
を
逸
脱
し
て
も
︑

豪
族
の
横
暴
を
容
認
し
た
り
︑
天
皇
に
な
る
者
の
権
威
を
貶
め
さ
せ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
と
の
設
定
な
の
で
あ
ろ
う
︒
雄
略
天
皇
へ
の
報
復
に
も
︑

個
人
的
な
復
讐
心
か
ら
天
皇
の
陵
墓
を
破
壊
し
︑
怨
み
を
晴
ら
そ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
は
︑
無
意
識
に
先
の
天
皇
を
軽
ん
じ
る
意
識
が
働
い
て
い
る
︒

こ
れ
を
行
え
ば
︑
雄
略
天
皇
の
み
な
ら
ず
︑
天
皇
全
体
の
尊
厳
を
傷
つ
け

る
結
果
に
な
る
︒
こ
れ
を
行
う
顕
宗
天
皇
は
国
の
統
治
者
と
し
て
の
資

質
・
自
覚
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
も
天
皇
の
尊
厳
を
守
る
こ
と

と
は
矛
盾
す
る
︒
こ
れ
を
指
摘
し
て
た
し
な
め
る
者
と
し
て
設
定
さ
れ
た

の
が
︑
兄
の
意
祁
命
で
あ
っ
た
︒

み
た
と
お
り
︑
こ
こ
で
は
積
極
的
に
天
皇
の
尊
厳
を
主
張
せ
ず
︑
た
だ

雄
略
は
天
皇
で
あ
っ
た
と
す
る
だ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
こ
そ
天
皇
の
絶
対

性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
雄
略
天
皇
が
従
父
で
あ
り
︑
親
族
の
長

上
と
し
て
重
ん
じ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
の
主
張
も
み
え
る
が
︑
文
脈

上
は
従
父
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
も
︑
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
り
重
く
扱

い
︑
天
皇
で
あ
る
こ
と
を
絶
対
化
し
て
い
る
︒
そ
の
基
底
に
は
﹃
孝
経
﹄

の
﹁
親
を
愛
し
て
敢
へ
て
人
を
悪
ま
ず
︒
親
を
敬
ひ
て
︑
敢
へ
て
人
を
慢

ら
ず
︒﹂
と
い
う
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
︒
顕
宗
天

皇
記
の
伝
承
の
み
な
ら
ず
︑
﹃
古
事
記
﹄
は
汎
世
界
的
な
儒
教
的
理
念
に

立
っ
て
は
い
て
も
︑
天
武
天
皇
の
基
本
的
か
つ
重
要
な
意
図
︑
天
皇
の
絶

顕
宗
記
の
読
み
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対
化
の
思
想
を
よ
り
重
ん
じ
︑
儒
教
的
理
念
の
上
に
重
ね
つ
つ
編
ん
で
お

り
︑
そ
れ
を
意
識
的
に
示
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

お
わ
り
に

︱
︱
顕
宗
記
の
意
味
と
位
置
︱
︱

別
に
触
れ
た
が
︑
天
武
天
皇
は
︑
天
皇
は
日
神
天
照
大
御
神
を
始
祖
と

し
て
尊
い
血
統
を
継
ぐ
者
で
あ
り
︑
ま
た
日
神
の
命
に
よ
っ
て
葦
原
中
国

を
統
治
す
る
神
聖
王
権
を
に
な
う
存
在
で
あ
る
と
︑
上
巻
の
天
の
安
の
川

の
宇
気
比
神
話
と
天
孫
降
臨
神
話
に
よ
っ
て
説
き
明
か
し
た
︒
飛
鳥
淨
御

原
令
に
お
い
て
は
天
孫
降
臨
に
か
か
わ
ら
せ
て
神
祇
令
践
祚
条
で
天
皇
の

璽
符
を
神
璽
と
し
て
意
味
づ
け
︑
群
臣
の
代
表
が
皇
太
子
に
奉
献
し
た
璽

符
を
天
照
大
御
神
に
託
さ
れ
た
中
臣
・
忌
部
が
奉
献
す
る
儀
式
と
し
て
性

格
づ
け
︑
明
文
化
︑
制
度
化
し
︑
践
祚
・
即
位
式
に
お
い
て
具
体
的
に
臣

下
の
前
に
示
す
儀
礼
と
し
て
実
践
さ
せ
る
よ
う
に
し
た(12
)

︒
記
の
天
孫
降
臨

神
話
に
お
い
て
は
天
照
大
御
神
も
天
孫
と
同
時
に
伊
勢
に
天
降
っ
た
と
し
︑

紀
の
よ
う
に
崇
神
天
皇
の
時
に
宮
中
か
ら
外
に
移
し
︑
垂
仁
天
皇
の
時
に

鎮
座
の
場
所
を
も
と
め
て
遍
歴
す
る
と
い
っ
た
伝
承
は
設
定
し
な
か
っ
た
︒

中
巻
か
ら
の
天
皇
記
に
お
い
て
は
天
皇
の
個
性
は
あ
っ
て
も
天
照
大
御

神
の
子
孫
と
し
て
の
天
皇
の
尊
厳
を
保
ち
︑
人
民
に
範
を
垂
れ
︑
教
化
す

る
努
力
し
た
と
す
る
︒
神
武
東
征
譚
で
は
︑
日
に
向
か
っ
て
戦
う
こ
と
の

不
都
合
を
認
知
す
る
と
︑
熊
野
に
迂
回
し
︑
天
照
大
御
神
の
助
け
を
得
な

が
ら
大
和
に
入
っ
た
と
語
る
︒
細
部
に
お
い
て
も
天
皇
の
祖
神
と
し
て
の

天
照
大
御
神
を
重
ん
じ
る
展
開
に
心
が
け
て
い
る
︒
崇
神
・
垂
仁
記
で
は

天
皇
と
神
の
関
係
の
調
整
を
語
る
︒
こ
こ
で
は
神
代
に
お
け
る
天
神
と
地

祇
の
関
係
を
天
皇
と
地
祇
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
直
し
調
整
し
て
︑
地
祇

の
力
を
も
借
り
つ
つ
国
民
の
生
活
の
安
定
を
図
る
神
祇
制
度
を
整
え
た
と

語
る
︒
崇
神
記
の
大
物
主
神
︑
垂
仁
記
の
出
雲
大
神
と
の
物
語
は
そ
う
し

た
意
義
を
も
つ
︒
も
と
よ
り
︑
倭
建
命
と
伊
服
岐
の
神
︑
倭
建
命
の
子
仲

哀
天
皇
と
住
吉
神
の
関
係
に
お
い
て
は
不
都
合
も
あ
っ
た
が
︑
そ
の
子
︑

応
神
天
皇
は
気
比
神
と
の
関
係
を
整
え
た
と
し
て
終
え
る
︒

下
巻
で
は
人
間
関
係
の
波
乱
を
納
め
て
︑
や
は
り
人
民
の
安
定
し
た
生

活
が
保
た
れ
る
国
作
り
に
努
め
た
天
皇
の
治
績
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
︒

最
初
の
仁
徳
天
皇
の
行
動
の
規
範
に
は
儒
教
的
の
説
く
仁
︑
仏
教
的
な
慈

悲
の
心
な
ど
が
あ
る
と
語
る
が
︑
そ
の
根
幹
に
は
天
皇
が
そ
の
尊
厳
を

保
っ
て
揺
ら
ぎ
の
無
い
国
家
体
制
を
た
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る

考
え
が
貫
か
れ
て
お
り
︑
顕
宗
記
は
最
後
に
孝
を
基
底
に
お
き
な
が
ら
天

皇
の
尊
厳
を
強
調
し
た
巻
で
あ
っ
た
と
み
た
い
︒
こ
の
点
に
お
い
て
序
文

か
ら
上
巻
中
巻
下
巻
を
貫
く
理
念
は
︑
儒
教
の
理
念
を
踏
ま
え
な
が
ら
も

表
に
出
さ
ず
︑
天
皇
の
尊
厳
を
説
く
こ
と
に
お
い
て
一
貫
し
て
お
り
︑
顕

顕
宗
記
の
読
み
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宗
記
も
そ
の
締
め
く
く
り
の
部
分
を
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒

〔注
︺

(1
)
溝
口
睦
子

｢記
紀
二
書
の
比
較
﹂
(﹃
五
味
智
英
先
生
還
暦
記
念

上

代
文
学
論
叢
﹄
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
)︒
本
論
は
記
紀
に
心
の
ひ
だ

に
そ
っ
た
表
現
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

西
宮
一
民

『新
潮
日
本
古
典
集
成
古
事
記
﹄
(昭
和
五
十
四
年
六
月
)

榎
本
福
寿

｢﹃
古
事
記
﹄
の
復
讐
を
め
ぐ
る
所
伝

︱
︱
下
巻
最
後
の

所
伝
の
成
り
立
ち
と
そ
の
意
義
︱
︱
﹂
(﹃
古
事
記
年
報
﹄
三
十
六

平
成
六
年
一
月
)

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
マ
セ

｢﹃
清
寧
・
顕
宗
記
﹄
に
つ
い
て

︱
︱
『古
事

記
﹄
の
む
す
び
を
読
む
︱
︱
﹂
(上
田
正
昭
編

『古
代
の
日
本
と
渡

来
の
文
化
﹄
平
成
九
年
四
月
)

(2
)
榎
本
福
寿

(前
掲
﹁﹃
古
事
記
﹄
の
復
讐
を
め
ぐ
る
所
伝

︱
︱
下
巻

最
後
の
所
伝
の
成
り
立
ち
と
そ
の
意
義
︱
︱
﹂
)

溝
口
睦
子

前
掲
﹁
記
紀
二
書
の
比
較
﹂

(3
)
西
川
順
土
﹁
日
本
書
紀
と
古
事
記

︱
︱
顕
宗
紀
を
中
心
と
し
て

︱
︱
﹂
(﹃
倉
野
憲
司
先
生
古
稀
記
念
・
古
代
文
学
論
集
﹄
昭
和
四
九
年

八
月
)

(4
)
榎
本
福
寿

前
掲
﹁
﹃
古
事
記
﹄
の
復
讐
を
め
ぐ
る
所
伝

︱
︱
下
巻

最
後
の
所
伝
の
成
り
立
ち
と
そ
の
意
義
︱
︱
﹂

(5
)
溝
口
睦
子

前
掲
﹁
記
紀
二
書
の
比
較
﹂

(6
)
溝
口
睦
子

前
掲
﹁
記
紀
二
書
の
比
較
﹂

(7
)
榎
本
福
寿

前
掲
﹁
﹃
古
事
記
﹄
の
復
讐
を
め
ぐ
る
所
伝

︱
︱
下
巻

最
後
の
所
伝
の
成
り
立
ち
と
そ
の
意
義
︱
︱
﹂
)

(8
)
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
﹃
古
事
記
﹄
の
頭
注
︒﹁
こ
れ
は

父
王
の
恨
み
を
晴
ら
し
た
い
と
い
う
願
望
と
︑
雄
略
天
皇
の
天
皇
と
し

て
の
権
威
を
守
る
必
要
と
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
行
動
で
あ
っ
た
﹂
と

あ
る
︒

(9
)
溝
口
睦
子

前
掲
﹁
記
紀
二
書
の
比
較
﹂
(
こ
の
条
を
引
用
し
︑﹁
結
論

は
は
じ
め
か
ら
で
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
﹂
と
さ
れ
る
︒
)

(10
)
榎
本
福
寿

前
掲
﹁
﹃
古
事
記
﹄
の
復
讐
を
め
ぐ
る
所
伝

︱
︱
下
巻

最
後
の
所
伝
の
成
り
立
ち
と
そ
の
意
義
︱
︱
﹂

(11
)
拙
稿

｢
高
御
産
巣
日
神
・
天
照
大
御
神
・
伊
勢
神
宮
﹂
(﹃
古
事
記
神

話
の
研
究
﹄
平
成
二
十
一
年
三
月
)

(12
)
拙
稿

前
掲
﹁
高
御
産
巣
日
神
・
天
照
大
御
神
・
伊
勢
神
宮
﹂

顕
宗
記
の
読
み

一
〇
七


