
石
棺
の
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と
そ
の
意
義

和
　
田
　
晴
　
吾

は
じ
め
に

本
日
の
私
の
話
は
、
古
墳
時
代
の
石
棺
に
つ
い
て
で
す
。

本
題
に
入
る
前
に
、
こ
の
博
物
館
の
名
前
と
も
な
っ
て
い
る
二
上
山
に
つ
い
て
の
思
い
出
を
少
し
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
奈

良
生
ま
れ
の
奈
良
育
ち
で
、
途
中
十
数
年
ほ
ど
は
県
外
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
ま
た
元
に
も
ど
っ
て
き
ま
し
て
、
奈
良
に
住
ん
で
お

り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
盆
地
を
と
り
囲
む
山
々
と
言
い
ま
す
と
、
古
く
か
ら
神
さ
ま
が
住
ん
で
い
る
山
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
が
、
な

か
で
も
こ
の
二
上
山
と
、
ち
ょ
う
ど
盆
地
の
東
の
反
対
側
に
あ
る
三
輪
山
と
は
特
別
な
山
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
家
は
盆
地
の
北
の
方
の

佐
保
・
佐
紀
丘
陵
、
い
わ
ゆ
る
平
城
山
（
な
ら
や
ま
）
の
一
角
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
三
輪
山
と
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
な
じ
み
が
深
く
、

時
々
祖
父
に
連
れ
ら
れ
て
お
参
り
に
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
お
正
月
に
は
三
輪
山
へ
行
き
ま
し
て
、
適
当
な
木
を
見
つ
け
、
こ
の
木
は
決

ま
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
木
に
注
連
縄
を
張
り
巡
ら
し
、
餅
や
ミ
カ
ン
や
卵
な
ど
を
お
供
え
し
て
き
た
も
の
で
す
。
そ

の
こ
ろ
は
山
頂
へ
も
自
由
に
登
れ
て
、
磐
座
ら
し
い
大
き
な
岩
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
今
で
も
、
両
親
は
一
ヶ
月

か
二
ヶ
月
に
一
度
は
お
参
り
に
行
き
、
た
こ
焼
き
を
買
っ
て
帰
っ
て
き
ま
す
。
三
輪
山
を
崇
め
た
と
い
う
、
奈
良
盆
地
の
昔
か
ら
の
人
々
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の
心
情
が
、
私
の
中
に
も
少
し
は
残
っ
て
い
そ
う
で
す
。

そ
れ
に
対
し
、
二
上
山
の
方
は
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
山
で
し
た
。
小
学
生
の
こ
ろ
に
北
側
の
屯
鶴
峯
へ
遠
足
に
来
た
微
か
な
記
憶

が
あ
る
だ
け
で
す
。
二
上
山
が
心
に
掛
か
る
山
と
な
り
ま
し
た
の
は
、
大
学
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
ま
ず
最
初
に
折
口
信
夫
の

『
死
者
の
書
』
を
読
ん
で
強
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
山
裾
の
当
麻
寺
に
伝
わ
る
曼
陀
羅
に
ま
つ
わ
る
中
将
姫
伝
説
が
題
材
に
な

っ
て
い
ま
し
て
、
実
に
美
し
い
文
体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
読
ん
で
か
ら
は
気
に
な
る
山
に
な
っ
て
、
お
正
月
に
登
っ
た
り
な
ん

か
し
ま
し
た
。
何
か
の
因
縁
で
し
ょ
う
か
、
後
ほ
ど
石
材
を
加
工
す
る
技
術
の
話
を
し
ま
す
が
、
そ
の
技
術
の
復
元
に
、
こ
の
曼
陀
羅
に

関
連
す
る
『
当
麻
曼
陀
羅
縁
起
絵
巻
』
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
考
古
学
研
究
会
に
入
り
、
そ
の
活
動
の
中
で
二
上
山
周
辺

に
来
て
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
を
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
い
っ
ぱ
い
持
ち
帰
り
、
石
器
作
り
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、
二
上

山
周
辺
で
採
れ
る
サ
ヌ
カ
イ
ト
は
、
非
常
に
硬
質
で
貝
殻
状
に
割
れ
、
鋭
い
刃
を
形
成
し
ま
す
の
で
、
後
期
旧
石
器
時
代
か
ら
弥
生
時
代

ま
で
、
槍
先
と
か
弓
矢
の
鏃
と
か
を
作
る
材
料
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
二
上
山
博
物
館
が
一
番
得
意
と
さ
れ
て
い
る
分

野
の
一
つ
で
、
展
示
も
充
実
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
私
た
ち
の
石
器
作
り
は
さ
ん
ざ
ん
な
も
の
で
、
危
険
な
破
片
を
あ
た
り
一
面
に

散
ら
か
し
た
だ
け
で
し
た
。
一
度
社
会
的
伝
統
を
断
た
れ
た
技
術
は
容
易
に
は
復
活
し
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
古
墳
時
代
の
勉
強
を
始
め
、
石
棺
と
言
う
、
石
で
作
っ
た
棺
の
研
究
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
二
上
山
と
の
距
離
は

さ
ら
に
縮
ま
り
、
何
度
も
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
二
上
山
や
そ
の
周
辺
で
採
れ
る
白
色
の
凝
灰
岩
を
使
っ
て
、
六
、
七
世
紀
に

は
多
く
の
家
形
石
棺
が
作
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、「
松
香
石
」
と
も
呼
ば
れ
た
こ
の
凝
灰
岩
は
、
そ
の
後
の
奈
良
・
平
安
時
代
に
も
石

造
物
の
材
料
や
建
築
用
材
な
ど
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
周
辺
に
は
何
カ
所
も
、
か
つ
て
の
石
切
場
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

今
日
は
、
そ
の
中
か
ら
古
墳
時
代
の
石
棺
を
選
ん
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
し
て
石
な
ん
か
で
棺
が
作
ら
れ
た
の
か
。
遺

体
を
入
れ
て
持
ち
運
べ
た
の
か
。
重
さ
が
数
ト
ン
も
あ
る
の
に
ど
う
し
て
遠
方
に
持
ち
運
ば
れ
た
の
か
。
石
棺
を
研
究
す
る
と
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
分
か
る
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。
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一．

石
棺
の
種
類
と
時
期

そ
れ
で
は
最
初
に
、
石
棺
の
種
類
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
す
（
図
１
）。
ま
ず
、
石
棺
を
分
類
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
棺
の
身
の

部
分
を
、
一
石
を
刳
り
ぬ
い
て
作
っ
て
い
る
か
、
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
て
い
る
か
で
区
分
し
、
刳
抜
式
石
棺
と
組
合
式
石
棺
と
し
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
そ
の
形
態
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
呼
び
分
け
ま
す
。
竹
を
縦
に
割
っ
て
蓋
と
身
に
し
た
よ
う
な
形
の
も
の
は
割
竹
形
石
棺
と
言
い
ま

す
。
こ
れ
は
木
棺
を
真
似
た
も
の
で
、
割
竹
形
木
棺
は
、
大
木
の
上
下
を
切
り
取
り
、
中
間
部
分
を
縦
割
り
に
し
て
、
内
部
を
刳
り
ぬ
い

て
作
っ
た
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
割
竹
形
木
棺
や
石
棺
の
横
断
面
は
正
円
に
近
く
、
両
端
は
上
下
に
ス
パ
ッ
と
切
り
取
ら
れ
た
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
断
面
が
楕
円
形
に
な
っ
た
り
、
両
端
が
丸
く
立
ち
上
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
舟
の
形
に
似

て
い
る
と
言
う
こ
と
で
、
舟
形
石
棺
と
呼
び
ま
す
。
必
ず
し
も
舟
を
真
似
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
組
合
式
石
棺

で
は
、
身
は
箱
形
で
、
蓋
も
板
状
の
も
の
を
箱
形
石
棺
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
。
長
持
形
石
棺
と
い
う
の
は
、
そ
の
う
ち
の
蓋
石
が
蒲
鉾
状

に
な
っ
て
い
て
い
る
も
の
で
、
昔
の
家
財
道
具
や
衣
装
を
い
れ
る
長
持
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
名
が
付
き
ま
し
た
。
家
形
石
棺

は
文
字
通
り
、
蓋
が
屋
根
形
、
身
は
箱
形
の
も
の
で
、
身
に
は
刳
抜
式
の
も
の
と
、
組
合
式
の
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
現
在
日
本
に
は
、

割
竹
形
・
舟
形
石
棺
が
二
〇
〇
基
余
り
、
長
持
形
石
棺
が
推
測
も
加
え
て
約
四
〇
基
、
家
形
石
棺
が
約
六
五
〇
基
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
に
箱
形
石
棺
や
未
発
見
の
も
の
な
ど
も
加
え
る
と
、
そ
の
数
は
優
に
一
〇
〇
〇
基
を
越
え
る
ほ
ど
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

石
棺
が
出
現
し
て
く
る
の
は
、
古
墳
時
代
前
期
後
半
で
す
。
刳
抜
式
で
は
、
ま
ず
割
竹
形
石
棺
、
そ
し
て
、
あ
ま
り
時
間
差
な
く
舟
形

石
棺
が
作
り
出
さ
れ
ま
す
。
割
竹
形
石
棺
は
お
も
に
香
川
県
で
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
前
期
い
っ
ぱ
い
で
作
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

一
方
、
舟
形
石
棺
は
中
期
か
ら
一
部
は
後
期
前
半
に
か
け
て
、
九
州
の
熊
本
・
佐
賀
・
宮
崎
、
あ
る
い
は
島
根
、
福
井
、
群
馬
、
茨
城
な

ど
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
組
合
式
で
は
、
割
竹
形
石
棺
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
、
長
持
形
石
棺
の
祖
形
と
も
言
え
る
よ
う
な
箱
形
石
棺
が
作
り

出
さ
れ
、
中
期
に
は
畿
内
を
中
心
に
長
持
形
石
棺
が
発
達
し
ま
す
。
家
形
石
棺
は
大
き
く
畿
内
系
と
九
州
系
と
出
雲
系
に
区
分
で
き
ま
す
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が
、
畿
内
系
の
も
の
は
古
墳
時
代
後
期
か
ら
飛
鳥
時
代
に
発
達
し
、
主
要
な
古
墳
の
横
穴
式
石
室
内
で
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
石
棺
に
は
箱
式
石
棺
と
い
う
、
お
も
に
自
然
の
板
石
を
組
み
合
わ
せ
た
だ
け
の
、
多
く
は
底
石
も
な
い
簡
便
な
も
の
も
あ
り
ま

す
。
縄
文
時
代
後
・
晩
期
の
東
日
本
で
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
弥
生
時
代
以
降
の
も
の
は
、
本
格
的
な
水
稲
農
耕
文
化
と
い
っ
し
ょ
に

伝
わ
っ
て
き
て
、
古
墳
時
代
や
飛
鳥
時
代
ま
で
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
、
大
型
の
本
格
的
な
石
棺

を
中
心
に
話
を
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
石
棺
は
、
長
さ
は
二
、
三
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
は
数
ト
ン
も
あ
る
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
大
型
で
本
格
的
な
石
棺
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
各
地
に
あ
り
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
に
も
あ
り
ま
す
し
、
ギ
リ
シ
ャ

や
ロ
ー
マ
で
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
で
も
、
数
は
多
く
な
い
よ
う
で
す
が
、
存
在
し
ま
す
し
、
南
方
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
の
石
棺
は
、
そ
れ
ら
と
は
別
の
系
譜
の
も
の
で
、
列
島
独
自
に
発
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本

史
全
体
の
な
か
で
も
非
常
に
得
意
な
存
在
で
す
。
石
棺
は
、
古
墳
と
盛
衰
を
と
も
に
し
た
、
ま
さ
に
古
墳
時
代
的
な
も
の
の
代
表
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
石
棺
の
出
現
と
そ
の
意
義
を
考
え
る
と
言
う
こ
と
は
、
古
墳
の
本
質
、
あ
る
い
は
古
墳
時
代

の
社
会
や
文
化
の
特
質
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
課
題
と
言
え
ま
す
。

二．

石
棺
出
現
の
背
景

で
は
、
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
大
き
な
石
を
加
工
し
て
重
い
石
の
棺
を
作
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

（
一
）
荘
厳
な
棺

ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
き
く
て
荘
厳
な
棺
を
作
ろ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
前
方
後
円
墳
を
は
じ
め
と
す
る

古
墳
は
、
弥
生
時
代
の
各
地
の
墳
丘
墓
に
備
わ
っ
て
い
た
諸
要
素
に
新
し
い
要
素
を
加
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
段
と
象
徴
化
・
荘
厳

化
・
巨
大
化
・
隔
絶
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
傾
向
は
古
墳
成
立
後
も
持
続
さ
れ
、
古
墳
時
代

中
期
の
大
阪
府
大
山
古
墳
と
い
う
巨
大
な
前
方
後
円
墳
を
生
み
だ
す
ま
で
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
棺
と
し
て
は
、
ま
ず
初
め
に
長
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さ
六
〜
八
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
長
大
な
割
竹
形
木
棺
が
作
り
出
さ
れ
、
続
い
て
前
期
後
半
に
は
石
棺
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
と
も
に
巨
大

で
荘
厳
な
棺
を
目
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
二
）
不
朽
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」

し
か
し
、
棺
の
用
材
と
し
て
石
を
選
ん
だ
本
当
の
理
由
は
外
に
あ
り
そ
う
で
す
。
古
墳
が
出
現
し
て
く
る
の
は
、
日
本
列
島
に
本
格
的

な
水
稲
農
耕
社
会
が
定
着
し
、
そ
の
社
会
が
一
定
の
政
治
的
成
熟
を
見
せ
、
畿
内
を
中
心
と
し
た
初
期
的
な
国
家
が
形
成
さ
れ
だ
す
段
階

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
実
現
に
際
し
て
は
、
列
島
社
会
内
部
の
自
律
的
な
展
開
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
の
強
い
政
治
的
、

文
化
的
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
葬
送
に
関
し
て
も
同
様
で
、
前
期
古
墳
か
ら
数
多
く
出
土
す
る
神
獣
鏡
の
図
像
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
神
仙
思
想
や
、
そ
れ
と
深
く
関
連
す
る
辟
邪
の
思
想
が
、
こ
の
時
に
流
入
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
も
そ
の
意
見
に
賛
成
な
の
で
す
が
、
私
は
、
特
に
、
こ
の
時
に
受
容
さ
れ
、
古
墳
時
代
の
前
・
中
期
に
発
展
し
た
「
槨
」
こ
そ
が
、
当

時
の
死
生
観
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
遺
構
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
埋
葬
に
関
わ
る
施
設
類
を
「
棺
」・「
槨
」・「
室
」
と
い
う
概
念
で

整
理
し
ま
す
と
、「
棺
」
は
遺
体
を
入
れ
る
容
器
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
を
指
し
ま
す
。「
槨
」
は
、
こ
の
棺
を
保
護
す
る
施
設
、
ま

た
は
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、「
室
」
は
独
自
の
空
間
で
あ
る
部
屋
（
玄
室
）
と
そ
こ
に
至
る
通
路
（
羨
道
）
を
備
え
た
施
設

で
、
部
屋
の
空
間
は
棺
を
納
め
た
り
、
儀
礼
を
行
っ
た
り
、
多
様
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
概
念
を
用
い
て
、
弥
生
時
代
か
ら
古

墳
時
代
の
埋
葬
施
設
類
を
整
理
し
ま
す
と
、
弥
生
時
代
は
「
棺
の
時
代
」、
古
墳
時
代
前
・
中
期
は
「（
竪
穴
系
の
）
槨
の
時
代
」、
後
期
は

「
室
の
時
代
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
槨
」
は
、
弥
生
時
代
の
後
期
に
入
っ
て
き
て
、
古
墳
時
代
前
・
中
期
に
発
展
し
た

施
設
で
、
こ
の
時
も
た
ら
さ
れ
た
葬
送
の
思
想
、
死
生
観
は
こ
の
「
槨
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

前
・
中
期
古
墳
の
「
槨
」
と
は
竪
穴
式
石
槨
や
粘
土
槨
の
こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、
遺
体
を
納
め
た
棺
は
石
や
粘
土
で
入
念

に
密
封
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、「
槨
」
を
築
い
て
い
く
段
階
で
所
々
に
鉄
鏃
や
刀
剣
類
な
ど
鉄
製
の
利
器
が
埋
め
込

ま
れ
い
て
い
ま
す
し
、「
槨
」
の
内
外
面
に
は
ベ
ン
ガ
ラ
な
ど
の
赤
い
顔
料
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
行
為
は
、
い
ず
れ
も
遺

722

一
四
二



体
に
邪
悪
な
も
の
が
寄
り
つ
く
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
槨
」
は
辟
邪
の
た
め
の
装
置
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
視
点
を
か
え
る
と
、
そ
れ
は
遺
体
に
邪
悪
な
も
の
が
寄
り
つ
い
て
暴
れ
出
て
く
る
の
を
防
ぐ
装
置
と
も
言
え
ま
す
。
鏡

を
数
多
く
納
め
る
の
も
こ
れ
と
関
連
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
鏡
は
首
長
の
政
治
的
・
宗
教
的
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
ば

か
り
で
は
な
く
、
邪
悪
な
も
の
の
正
体
を
映
し
出
し
、
そ
れ
が
寄
り
つ
く
の
を
防
い
だ
り
、
暴
れ
出
す
の
を
防
い
だ
り
す
る
力
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
副
葬
品
に
も
荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
る
た
め
に
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、「
槨
」
は
、
中
国
で
は
、
す
で
に
新
石
器
時
代
後
半
に
は
出
現
し
、
商
、
周
、
春
秋
、
戦
国
と
多
様
な
展
開
を
と
げ
、
漢

代
に
も
残
り
ま
す
。
一
方
、「
室
」
は
前
漢
代
（
前
二
○
二
〜
後
八
年
）
に
出
現
し
、
後
漢
代
（
後
二
五
〜
二
二
〇
年
）
に
は
帝
国
の
周

辺
地
域
に
ま
で
広
が
り
ま
す
。
日
本
や
朝
鮮
半
島
の
「
槨
」
や
「
室
」
の
淵
源
は
中
国
に
あ
る
の
で
す
。
た
だ
、
日
本
列
島
に
は
す
ぐ
に

は
伝
わ
ら
ず
、
竪
穴
式
石
槨
は
一
世
紀
頃
の
弥
生
後
期
、
横
穴
式
石
室
は
九
州
北
部
で
四
世
紀
後
葉
の
古
墳
中
期
初
頭
、
畿
内
で
五
世
紀

後
葉
の
後
期
初
頭
頃
に
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
さ
に
「
槨
の
時
代
」
で
あ
っ
た
中
国
の
戦
国
時
代
（
前
四
〇
三
〜
前
二
二
一
年
）

の
死
生
観
を
見
て
み
ま
す
と
、
幸
い
中
国
で
は
当
時
の
文
献
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
人
の
死
と
は
魂
と
魄
の
結
合
が
解

体
さ
れ
る
こ
と
で
、
肉
体
的
な
要
素
で
あ
る
魄
は
地
に
帰
っ
て
鬼
魂
と
な
る
の
対
し
て
、
精
神
的
要
素
で
あ
る
魂
は
天
に
昇
っ
て
祖
霊
と

な
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
すq

。

こ
の
よ
う
な
死
生
観
に
、
先
に
上
げ
た
竪
穴
式
石
槨
や
粘
土
槨
の
特
徴
を
加
え
て
判
断
し
ま
す
と
、「
槨
」
と
は
ま
さ
に
「
魄
」
を
密

封
す
る
装
置
で
、
副
葬
品
も
加
え
て
、
遺
体
で
あ
る
「
魄
」
に
邪
悪
な
も
の
を
近
づ
け
ず
、「
鬼
魂
」
が
暴
れ
出
さ
な
い
よ
う
鎮
魂
し
密

封
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
判
断
で
き
ま
す
。
中
国
の
戦
国
時
代
に
発
達
し
た
「
槨
」
の
思
想
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
入
っ
て
き
た
と
は

言
い
ま
せ
ん
。
時
期
差
や
地
域
差
も
あ
り
ま
す
。「
槨
」
自
体
も
、
戦
国
や
漢
の
複
雑
に
発
達
し
た
も
の
に
比
べ
れ
ば
、
竪
穴
式
石
槨
や

粘
土
槨
は
、
ほ
と
ん
ど
棺
を
覆
う
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
列
島
の
「
槨
の
時
代
」
に
は
、
素
朴
な
魂
魄
の
思
想

を
背
景
に
、
昇
天
す
る
「
魂
」
と
、
埋
葬
施
設
の
中
に
密
封
さ
れ
る
「
魄
（
遺
体
）」
を
想
定
す
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
か
と
思
わ
れ
ま
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す
。
そ
し
て
、「
槨
」
だ
け
で
は
足
り
ず
に
、
永
遠
に
腐
る
こ
と
の
な
い
石
で
も
っ
て
「
魄
」
を
、
遺
体
を
、
密
封
す
る
容
器
と
し
て
作

り
出
さ
れ
た
の
が
石
棺
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ま
す
。
石
棺
は
直
接
埋
め
ら
れ
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
来
は
竪
穴
式
石
槨
内

に
安
置
さ
れ
る
の
が
原
則
で
し
た
。
私
は
こ
の
よ
う
な
棺
を
「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
古
墳
の
墳
丘
に
立
て
並
べ
ら
れ
た
埴
輪
は
、
周
濠
と
と
も
に
、
古
墳
と
い
う
聖
域
を
区
画
し
、
威
儀
を
た
だ
し
、
邪
悪
な

も
の
の
進
入
を
防
ぐ
装
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
器
台
や
壷
に
起
源
を
も
つ
円
筒
埴
輪
、
朝
顔
形
埴
輪
、
あ
る
い
は
壺
形
埴
輪
に

つ
い
て
は
、
奈
良
大
学
の
水
野
正
好
先
生
が
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
説
話
な
ど
を
引
き
つ
つ
、
境
界
に
埋
め
ら
れ
た
壺
な
り
甕
は
、
外

よ
り
寄
り
来
る
神
々
や
霊
を
境
界
の
地
に
て
丁
寧
に
御
饗
え
し
、ね
が
わ
く
ば
事
な
く
お
ひ
き
と
り
願
う
と
い
う
論
理
に
基
づ
く
も
の
で
、

「
幾
重
に
も
め
ぐ
ら
さ
れ
た
円
筒
埴
輪
列
の
囲
み
に
、
寄
り
来
る
も
の
、
し
の
び
よ
る
も
の
を
、
三
段
構
え
、
四
段
構
え
で
御
饗
え
し
、

内
に
至
ら
し
め
る
こ
と
な
く
追
い
帰
そ
う
と
す
る
論
理
が
貫
徹
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
すw

。
ま
た
、
や
や
遅
れ
て
出
現
し
て
く

る
蓋
、
盾
、
靫
、
刀
剣
、
甲
冑
な
ど
の
器
材
形
埴
輪
は
、
い
ず
れ
威
儀
を
た
だ
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
防
御
の
た
め
の
も
の
で
も
あ

り
ま
す
。
古
墳
の
外
部
施
設
は
辟
邪
、
内
部
施
設
は
鎮
魂
と
密
封
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

天
に
昇
っ
て
祖
霊
と
な
る
と
さ
れ
る
「
魂
」
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
埴
輪
群
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
家
形
埴
輪
群
や
、

天
上
世
界
へ
魂
を
運
ぶ
と
も
言
わ
れ
る
鳥
形
埴
輪
や
舟
形
埴
輪
な
ど
の
適
切
な
評
価
が
必
要
で
す
。
祖
霊
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
か
、
古
墳

の
場
だ
け
で
終
わ
っ
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
す
。
古
墳
で
は
、
埴
輪
の
樹
立
も
終
わ
っ
た
後
の
段
階
に
も
儀
礼
の

痕
跡
が
あ
り
ま
す
。
墳
丘
の
頂
部
や
裾
に
残
さ
れ
た
決
し
て
多
く
は
な
い
土
器
群
で
す
。
墳
頂
部
の
土
器
群
は
、
方
形
埴
輪
列
の
外
側
で

発
見
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
儀
礼
の
対
象
は
方
形
区
画
内
の
家
形
埴
輪
群
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
兵
庫
県
の
行
者
塚
古
墳
の
造
出
で

の
儀
礼
の
対
象
も
家
形
埴
輪
で
し
た
。
こ
の
家
形
埴
輪
群
の
前
で
の
土
器
を
使
っ
た
儀
礼
は
古
墳
に
お
け
る
最
後
の
儀
礼
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
が
昇
天
す
る
亡
き
首
長
の
魂
を
送
る
儀
礼
な
の
か
、
あ
る
い
は
亡
き
首
長
の
霊
を
新
し
い
首
長
が
継
承
す
る
儀
礼
な
の
か
は
判

断
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
決
し
て
多
く
は
な
い
土
器
群
が
暗
示
す
る
儀
礼
で
す
が
、
埴
輪
樹
立
後
に
お
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こ
な
わ
れ
た
こ
の
最
後
の
儀
礼
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
な
い
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
は
、
人
々
が

古
墳
へ
や
っ
て
き
て
定
期
的
な
祭
祀
、
あ
る
い
は
定
期
的
で
な
く
て
も
継
続
的
な
祭
祀
を
行
っ
た
跡
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
以
降
の
首
長
霊
、
あ
る
い
は
祖
霊
の
祭
祀
は
他
の
場
所
、
た
と
え
ば
、
首
長
の
居
館
や
神
社
な
ど
で
行
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
三
）
石
工
技
術
の
伝
来

で
は
、
大
き
な
石
材
を
自
由
に
加
工
し
て
目
的
に
あ
っ
た
石
棺
を
作
る
技
術
は
、
当
時
の
日
本
列
島
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
石
材

の
大
き
さ
を
問
わ
ず
、
石
を
加
工
す
る
と
い
う
だ
け
で
し
た
ら
、
旧
石
器
時
代
以
来
、
列
島
に
は
石
器
を
製
作
す
る
技
術
が
存
在
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
長
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
も
三
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
よ
う
な
大
型
の
石
材
を
加
工
す
る
技
術
は
弥
生
時
代
以
前
に
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

当
時
の
石
工
技
術
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
利
用
し
た
石
材
と
、
石
棺
の
表
面
に
残
さ
れ
た
工
具
の
痕
跡
か
ら

あ
る
程
度
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
石
工
の
技
術
に
は
、
石
材
を
取
り
出
す
「
山
取
り
」
段
階
の
技
法
か
ら
「
粗
造
り
」、「
仕
上
げ
」、「
磨

き
」
の
各
段
階
に
い
た
る
ま
で
の
各
種
の
技
法
が
あ
り
ま
す
が
、
石
棺
の
表
面
に
は
「
仕
上
げ
」
段
階
の
工
具
痕
が
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。

先
の
尖
っ
た
工
具
で
叩
い
た
痕
跡
、
刃
の
あ
る
工
具
で
叩
い
た
痕
跡
、
刃
の
あ
る
工
具
で
削
っ
た
痕
跡
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
粗
い

も
の
か
ら
細
か
く
て
丁
寧
な
も
の
ま
で
が
あ
り
ま
す
（
図
２
）。
そ
れ
ら
を
現
在
の
民
俗
例
や
江
戸
時
代
の
『
日
本
山
海
名
産
図
絵
』
の
例
、

あ
る
い
は
鎌
倉
時
代
の
、
先
に
話
し
ま
し
た
『
当
麻
曼
陀
羅
縁
起
絵
巻
』
の
例
な
ど
と
、
作
業
工
程
ご
と
に
比
較
し
た
の
が
図
３
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
当
時
の
技
術
を
調
べ
ま
す
と
、
石
工
技
術
は
二
回
に
わ
た
っ
て
列
島
に
入
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
ず
最

初
に
、
大
型
の
石
材
を
加
工
で
き
る
技
術
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
は
古
墳
時
代
の
初
め
ご
ろ
で
す
。
奈
良
県
箸
墓
古
墳
を
思
い
描
い
て
い
た
だ

け
れ
ば
分
か
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
巨
大
な
前
方
後
円
墳
を
左
右
対
称
の
精
美
な
立
体
に
造
り
上
げ
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
優
れ
た
新

し
い
土
木
技
術
が
中
国
、
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
技
術
群
の
中
に
大
型
石
材
を
扱
う
石

工
技
術
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
技
術
は
、
最
初
は
竪
穴
式
石
槨
の
天
井
石
の
一
部
を
加
工
す
る

程
度
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
古
墳
時
代
前
期
後
半
に
入
り
ま
す
と
、
そ
の
技
術
を
用
い
て
石
棺
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
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図２　石棺表面の工具痕（１－６：福井県舟形石棺、他は奈良県家形石棺）

１：御野山古墳　２：龍ヶ岡古墳　３：山頂古墳　４：宝石山古墳　５：泰遠寺山古墳（上より身内面・
上端面・外面） ６：春日山古墳　７：権現堂古墳１号棺　８：東乗鞍古墳１号棺　９：水泥古墳２号棺
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よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
技
術
は
素
朴
で
す
が
、
一
つ
の
体
系
を
も
っ
た
技
術
で
、
柔
ら
か
い
凝
灰
岩
も
、
硬
い
花
崗
岩
も
扱
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
技
術
を
使
っ
て
加
工
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
石
棺
の
み
だ
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
石
棺
作
り
に
適
し
た
柔
ら
か

い
石
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
急
速
に
そ
の
技
術
は
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。
二
上
山
の
白
い
凝
灰
岩
が
開
発
さ
れ
た
六
世
紀
に
は
、

竜
山
石
な
ど
の
一
部
の
硬
い
石
材
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
柔
ら
か
い
石
の
み
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
古
墳
時
代
に
は
新
し

い
技
術
が
入
っ
て
き
て
も
、
石
工
の
思
い
通
り
に
何
で
も
自
由
に
作
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
首
長
の
意
志
の
も
と
に
特
定
の
も
の
の
加
工
に

だ
け
に
そ
の
技
術
は
使
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
技
術
が
退
化
す
る
大
き
な
理
由
で
し
た
。

二
回
目
の
技
術
は
、
六
世
紀
の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
七
世
紀
の
初
め
、
飛
鳥
寺
時
代
の
始
め
こ
ろ
に
、
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
文

化
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
寺
院
や
宮
殿
、
庭
園
な
ど
を
造
る
土
木
建
築
の
最
新
技
術
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

そ
の
中
に
新
し
い
石
工
技
術
も
入
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
が
飛
鳥
の
方
へ
行
か
れ
ま
す
と
、
花
崗
岩
を
処
理
し
た
い
ろ
ん
な
石
造

物
を
ご
覧
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ
の
新
し
く
入
っ
て
き
た
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
ま
た
、

古
墳
の
横
穴
式
石
室
や
石
棺
の
製
作
に
も
用
い
ら
れ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
古
墳
時
代
の
前
期
に
は
、
石
棺
を
作
る
条
件
が
思
想
的
に
も
技
術
的
に
も
整
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ち
な
み
に
、
重
さ
が
数
ト
ン
も
あ
る
も
の
を
ど
う
し
て
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
修
羅
と
い
う
運
搬
具
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
大
阪
府
藤
井
寺
市
の
仲
津
山
古
墳
（
伝
仲
姫
皇
后
陵
）
の
南
側
に
三
ツ
塚
と
い
う
三
基
の
方
墳
が
あ
り
、
そ
の
東
端
の

八
島
塚
と
真
ん
中
の
中
山
塚
の
間
か
ら
二
つ
の
修
羅
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
（
図
４
）。
大
型
の
も
の
は
長
さ
約
八．

八
メ
ー
ト
ル
、
小
型

の
も
の
は
約
二．

八
メ
ー
ト
ル
。
現
在
は
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
も
の
は
京
都
市
の
金
閣
寺

の
池
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
の
も
の
で
、
地
上
を
引
っ
張
っ
た
せ
い
で
、
表
面
が
極
端
に
す
り
減
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

大
阪
府
の
瓜
生
堂
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
の
壺
の
破
片
に
は
、
馬
が
修
羅
を
引
く
絵
が
ヘ
ラ
で
描
か
れ
て
い
ま
す
（
図
５
）。
六
世

紀
前
半
の
も
の
で
す
が
、
地
上
で
も
の
を
運
ぶ
の
に
修
羅
が
使
わ
れ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
二
上
山
の
石
材
が
石
棺
材
と
し
て
開
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図４　大阪府三ツ塚古墳出土の修羅

図５　大阪府瓜生堂遺跡出土の修羅を引く馬の絵



発
さ
れ
だ
す
の
は
六
世
紀
前
葉
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
時
に
は
、
石
材
の
搬
出
の
た
め
に
道
を
つ
け
、
滑
り
を
よ
く
す
る
た
め
に
丸
太
を

敷
き
な
ら
べ
、
そ
の
上
に
石
材
を
積
ん
だ
修
羅
を
乗
せ
て
大
勢
の
人
々
が
、
時
に
は
馬
も
加
え
て
、
引
っ
張
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
有

名
な
竹
内
街
道
な
ど
の
も
と
は
、
こ
の
よ
う
な
石
材
搬
出
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
兵
庫
県
の
加
古
川
右
岸

で
採
れ
る
竜
山
石
の
石
棺
も
奈
良
盆
地
に
運
び
込
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
和
川
の
整
備
も
同
時
に
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

（
四
）「
据
え
つ
け
る
棺
」

以
上
の
よ
う
に
話
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
不
思
議
な
の
は
、
棺
の
用
い
方
で
す
。
現
在
、
棺
と
言
え
ば
、
遺
体
を
入

れ
て
葬
儀
の
祭
壇
に
置
か
れ
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
墓
地
や
火
葬
場
に
持
ち
は
こ
ば
れ
ま
す
。
で
は
、
石
棺
に
も
遺
体
を
入
れ
て
古
墳
に
持

ち
は
こ
ん
で
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
て
も
不
可
能
で
す
。
で
す
か
ら
、
石
棺
は
棺
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
別
の
棺
が
入
っ
て
い
て
、

石
棺
は
「
槨
」
だ
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
石
棺
に
は
枕
を
彫
り
だ
し
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
内
部
か

ら
別
の
棺
が
出
土
し
た
例
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
骨
が
残
っ
て
い
て
も
木
棺
等
の
痕
跡
は
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
古
墳
に
お
け
る
埋
葬
手

続
き
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ど
う
も
古
墳
時
代
の
棺
は
遺
体
を
入
れ
て
持
ち
は
こ
ぶ
の
で
は
な
く
、
墓
穴
（
墓
坑
）
の
な
か
に
据
え
つ
け

て
お
い
て
、
そ
こ
に
遺
体
を
板
な
ど
に
乗
せ
て
持
っ
て
き
て
、
そ
し
て
棺
に
納
め
る
と
い
う
使
い
方
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
使
い
方
の
棺
を
「
据
え
つ
け
る
棺
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

古
墳
時
代
前
期
の
畿
内
の
竪
穴
式
石
槨
の
典
型
的
な
も
の
の
場
合
を
説
明
し
ま
す
と
、
ま
ず
、
前
方
後
円
形
の
墳
丘
を
造
り
、
そ
の
後

円
部
の
頂
上
に
墓
坑
を
掘
り
ま
す
。
本
格
的
な
も
の
は
二
段
に
掘
ら
れ
て
い
て
、
深
さ
は
三
、
四
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
墓

坑
の
底
に
礫
を
敷
き
、
棺
を
置
く
粘
土
の
台
を
造
り
ま
す
。
こ
れ
を
粘
土
床
と
呼
び
ま
す
。
続
い
て
、
粘
土
床
の
上
に
棺
の
身
を
置
き
、

そ
の
ま
わ
り
に
板
石
を
ほ
ぼ
棺
の
身
の
高
さ
ま
で
積
み
上
げ
ま
す
。
こ
れ
が
竪
穴
式
石
槨
の
下
部
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
納
棺
儀
礼
の
舞

台
が
整
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
遺
体
を
墓
坑
内
に
運
び
込
み
、
棺
内
に
納
め
、
各
種
の
副
葬
品
を
棺
内
や
棺
と
石
槨
の
間
の
隙
間
に

配
し
ま
す
。
こ
の
段
階
が
古
墳
で
の
埋
葬
儀
礼
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
そ
こ
で
は
大
き
な
墓
坑
と
長
大
な
木
棺
と
が
必
要
と
さ
れ
た
も
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の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
棺
の
蓋
を
し
て
か
ら
は
石
槨
の
上
部
を
造
り
天
井
石
を
架
け
、
最
後
に
粘
土
で
全
体
を
覆
っ
て
、
墓
坑
全

体
を
埋
め
も
ど
し
た
の
で
す
。
こ
の
一
連
の
手
順
は
、
弥
生
時
代
以
来
の
「
据
え
つ
け
る
棺
」
と
い
う
棺
の
性
格
に
あ
わ
せ
た
も
の
と
言

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
は
、
現
在
の
よ
う
に
遺
体
を
入
れ
て
持
ち
は
こ
ぶ
棺
、
こ
れ
を
「
持
ち
は
こ
ぶ
棺
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
い
つ
か
ら
始
ま

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
飛
鳥
時
代
か
ら
の
こ
と
で
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
文
化
が
入
っ
て
き

て
、
文
化
が
革
新
さ
れ
る
段
階
で
す
が
、
葬
法
の
上
で
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
す
。
す
こ
し
後
に
な
り
ま
す
が
、
高
松
塚
古
墳
で

出
土
し
た
よ
う
な
漆
塗
り
の
木
棺
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
ま
た
、
石
槨
の
短
辺
側
に
口
が
開
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
遺
体
を
入
れ
た
棺

を
挿
入
す
る
横
口
式
石
槨
も
こ
の
棺
と
い
っ
し
ょ
に
入
っ
て
き
て
、
七
世
紀
の
古
墳
に
用
い
ら
れ
ま
し
た（
図
１
）。
釘
を
打
ち
付
け
た
組

合
式
木
棺
で
は
、
そ
れ
ま
で
一
〇
〜
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
大
型
の
釘
が
一
〇
セ
ン
チ
以
下
の
小
型
品
に
な
る
の
も
、
棺
が

「
持
ち
は
こ
ぶ
棺
」
と
な
っ
て
、
棺
の
板
を
薄
く
し
て
軽
量
化
を
図
っ
た
結
果
で
す
。

以
上
、
石
棺
の
出
現
は
、
荘
厳
な
棺
の
要
求
、
遺
体
（
魄
）
を
密
封
す
る
思
想
、
大
型
石
材
を
加
工
す
る
技
術
の
出
現
、「
据
え
つ
け

る
棺
」
と
い
う
棺
の
用
い
方
な
ど
が
合
わ
さ
っ
て
、
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

三
、「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」
と
「
開
か
れ
た
棺
」

最
後
に
、
こ
の
石
棺
が
、
古
墳
時
代
後
期
に
な
っ
て
、
横
穴
式
石
室
の
内
部
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う

話
を
し
ま
す
。

近
畿
地
方
の
横
穴
式
石
室
は
ず
い
ぶ
ん
盗
掘
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
山
辺
の
道
や
飛
鳥
あ
た
り
を
歩
い
て
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
石
室

に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
山
辺
の
道
で
す
と
、
天
理
市
の
東
乗
鞍
古
墳
。
そ
こ
で
は
石
室
の
中
に
入
り
、
な
か
に
置
か
れ
た
家

形
石
棺
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
石
棺
の
内
外
面
に
は
赤
い
顔
料
が
塗
ら
れ
て
い
て
、
以
前
は
天
上
か
ら
落
ち
る
水
の
滴
に
表
面
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が
洗
わ
れ
、
あ
ざ
や
か
な
赤
色
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。
懐
中
電
灯
で
照
ら
し
だ
す
と
、
闇
の
な
か
に
み
ご
と
な
赤
。
ま
さ
に
古
代
の
色
で

し
た
。
明
日
香
村
で
し
た
ら
都
塚
古
墳
、
橿
原
市
で
は
小
谷
古
墳
な
ど
が
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
畿
内
の
有
力
な
古
墳
で
は
、
多
く
の

場
合
、
横
穴
式
石
室
に
は
大
き
な
家
形
石
棺
が
入
っ
て
い
ま
す
。
斑
鳩
町
の
藤
ノ
木
古
墳
も
そ
う
で
、
横
穴
式
石
室
内
の
家
形
石
棺
は
身

に
蓋
が
き
っ
ち
り
と
被
さ
り
、
し
っ
か
り
密
封
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
畿
内
で
は
、
古
墳
時
代
後
期
に
な
っ
て
横
穴
式
石
室

の
な
か
に
家
形
石
棺
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
棺
は
前
・
中
期
の
そ
れ
と
同
様
に
「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」
の
ま
ま
な
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
横
穴
式
石
室
の
玄
室
の
内
部
は
棺
置
き
場
の
よ
う
な
性
格
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
石
室
は
羨
道
の
部
分
で

も
石
と
土
と
で
閉
塞
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
遺
体
（
魄
）
は
「
棺
」
と
「
室
」
と
で
二
重
に
密
封
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
横
穴
式
石
室
の
な
か
に
石
棺
が
入
る
と
、
そ
の
場
合
は
組
合
式
家
形
石
棺
な
の
で

す
が
、
石
棺
を
構
成
す
る
部
材
が
少
な
く
な
っ
て
行
き
、
石
室
内
に
入
る
と
安
置
さ
れ
て
い
る
遺
体
が
見
え
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
地
域
も

あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
九
州
の
、
特
に
有
明
海
沿
岸
、
熊
本
県
を
中
心
と
し
た
地
域
で
す
。
こ
こ
で
は
、
六
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、
横

穴
式
石
室
の
奥
壁
に
そ
う
か
た
ち
で
組
合
式
家
形
石
棺
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
家
形
石
棺
の
石
室
内
部
に
向
く
側
に

は
長
側
石
が
な
い
の
で
す
。
平
入
り
横
口
式
家
形
石
棺
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
遺
体
が
横
た
え
ら
れ
ま
す
（
図
６
）。
で
す
か
ら

石
室
に
入
り
ま
す
と
、
自
ず
と
横
た
わ
る
遺
体
が
見
え
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
施
設
を
「
石
屋
形
」
と
も
呼
び
ま
す
が
、
後
に
は
、

屋
根
形
の
蓋
石
は
板
状
の
も
の
と
な
り
、
遺
体
を
置
く
台
と
し
て
の
「
屍
床
」
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
か
に
は
遺
体
に
あ
わ

せ
た
形
、
す
な
わ
ち
人
形
に
窪
み
を
彫
り
こ
ん
だ
屍
床
も
で
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
を
「
開
か
れ
た
棺
」
と
呼
び
ま
す
。

要
す
る
に
、
畿
内
で
は
、
古
墳
時
代
後
期
に
な
っ
て
横
穴
式
石
室
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
棺
は
前
期
以

来
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」
の
ま
ま
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
九
州
で
は
横
穴
式
石
室
の
な
か
で
は
石
屋
形
や
屍
床
と
い
っ
た
「
開
か
れ
た
棺
」

が
発
達
し
た
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
横
穴
式
石
室
の
内
部
空
間
の
意
味
に
は
大
き
な
差
が
で
て
き
ま
す
。
畿
内
の
横
穴
式
石

室
の
玄
室
空
間
は
棺
置
き
場
的
性
格
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
九
州
の
横
穴
式
石
室
の
そ
れ
は
死
者
の
魂
が
自
由
に
浮
遊
で
き
る
空
間
だ
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っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
畿
内
で
は
魄
を

石
棺
に
密
封
し
、
さ
ら
に
石
室
の
入
口
で
封

じ
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
畿
内
の
石
室
は

槨
的
と
も
言
え
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
九
州

で
は
家
形
石
棺
は
「
魄
の
家
」
の
よ
う
な
も

の
で
、
魄
は
家
形
石
棺
を
抜
け
出
し
、
玄
室

空
間
を
自
由
に
動
け
た
わ
け
で
す
。そ
し
て
、

こ
こ
で
は
、
魄
は
石
室
の
レ
ベ
ル
で
封
じ
込

め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

は
、
九
州
で
は
装
飾
古
墳
が
発
達
す
る
こ
と

で
す
。
装
飾
古
墳
と
言
い
ま
し
て
も
、
い
く

つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
思
い

出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
横
穴
式
石
室
内

部
の
壁
や
石
屋
形
に
赤
、
黄
、
緑
、
青
な
ど

の
顔
料
で
彩
色
す
る
様
式
の
も
の
で
す
。
最

初
の
頃
の
丸
や
三
角
の
幾
何
学
文
は
、
盾
な

ど
と
と
も
に
、
魄
を
石
室
内
部
に
封
じ
込
め

る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
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図６　熊本県チブサン古墳の横穴式石室と石屋形
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後
に
は
魂
の
行
方
と
関
連
し
そ
う
な
人
や
馬
や
舟
な
ど
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
石
室
内
部
の
壁
画
は
畿
内
の
横
穴
式
石
室
に

は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
た
ぶ
ん
、「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」・「
開
か
れ
た
棺
」
と
い
う
石
棺
の
性
格
の
差
に
由
来
す
る
横
穴
式
石
室
の
内

部
空
間
の
意
味
の
差
が
、
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

日
本
列
島
の
広
い
範
囲
で
発
達
す
る
横
穴
式
石
室
は
九
州
系
の
も
の
と
畿
内
系
の
も
の
、
お
よ
び
そ
の
折
衷
系
・
変
容
系
の
も
の
と
に

大
き
く
区
分
で
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
形
態
や
石
材
の
使
い
方
な
ど
か
ら
そ
れ
ら
を
区
別
し
て
き
た
の
で
す
が
、
今
話
し
た
よ
う
な
こ
と

を
深
め
て
い
く
と
、
よ
り
本
質
的
な
差
異
が
見
え
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

石
棺
の
最
大
の
長
所
は
腐
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
作
ら
れ
た
石
棺
が
粉
々
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

そ
の
石
棺
を
「
祭
祀
の
道
具
」
と
い
う
観
点
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
検
討
し
ま
す
と
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

石
棺
の
第
二
の
特
徴
は
、
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
在
地
の
石
材
を
用
い
て
作
ら
れ
、
そ
れ
が
形
や
分
布
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
石
棺
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
い
つ
、
ど
こ
で
作
ら
れ
た
も
の
か
が
分
か
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
特
定
の
石
切
場
の
周
辺

に
は
そ
の
石
材
を
も
ち
い
た
特
定
の
形
態
の
石
棺
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
ま
す
。
そ
の
範
囲
は
だ
い
た
い
律
令
国
の
二
分
の
一

か
ら
四
分
の
一
程
度
の
範
囲
で
、
そ
の
範
囲
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
古
墳
群
、
言
い
換
え
ま
し
た
ら
何
人
も
の
首
長
層
に
共
通
し
て
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。
石
棺
は
首
長
専
用
の
棺
な
の
で
す
。
古
墳
時
代
は
同
族
社
会
で
あ
っ
た
。
血
縁
関
係
や
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
婚
姻
関

係
と
い
っ
た
同
族
的
な
関
係
が
社
会
を
律
す
る
有
力
な
原
理
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
が
、そ
の
よ
う
な
社
会
に
あ
っ
て
、

棺
は
、
そ
の
素
材
や
形
態
が
同
族
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
政
治
の
道
具
」
と
い
う
観
点
か
ら

見
て
も
、
石
棺
の
研
究
は
古
墳
時
代
の
集
団
や
集
団
関
係
を
分
析
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
の
点
に
つ

い
て
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
じ
ま
し
た
。
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こ
の
稿
は
、
一
九
九
五
年
五
月
四
日
に
奈
良
県
香
芝
市
立
二
上
山
博
物
館
で
行
わ
れ
た
第
七
回
特
別
展
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
二
上
山
麓
の
石
が
語
る

世
界
Ⅰ
―
箸
墓
か
ら
高
松
塚
ま
で
―
』
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
に
若
干
手
を
い
れ
た
も
の
で
す
。
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
二
上
山
博
物
館
の
石
野
博
信
先

生
・
佐
藤
良
二
さ
ん
の
ご
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

な
お
、
以
上
の
話
の
内
容
に
は
こ
れ
ま
で
に
も
触
れ
た
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
二．

石
棺
出
現
の
背
景
」
は
「
大
王
の
棺
」『
仁
徳
陵
古
墳
の
時
代
』

（『
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
図
録
』
八
）
一
九
九
六
年
に
簡
略
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
全
体
に
内
容
を
充
実
さ
せ
、「（
二
）
不
朽
の
『
閉
ざ
さ
れ

た
棺
』」
は
内
容
を
修
正
し
た
。「（
三
）
石
工
技
術
の
伝
来
」
は
「
石
工
技
術
」『
古
墳
時
代
の
研
究
』
第
五
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
九
一
年
、「（
四
）『
据
え

つ
け
る
棺
』」
は
「
棺
と
古
墳
祭
祀
―
『
据
え
つ
け
る
棺
』
と
『
持
ち
は
こ
ぶ
棺
』」『
立
命
館
文
学
』
第
五
四
二
号
、
一
九
九
五
年
に
詳
し
い
。
参
照
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
１
　
黄
暁
芬
『
中
国
古
代
葬
制
の
伝
統
と
変
革
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
七
五
頁
。

２
　
水
野
正
好
「
埴
輪
体
系
の
把
握
」『
古
代
史
発
掘
』
第
七
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
四
年
、
一
三
七
頁
。

図
版
引
用
文
献

図
１
・『
岩
波
日
本
史
辞
典
』
一
九
九
九
年
。
図
２
・
３
・
和
田
一
九
九
一
。
図
４
・
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
三
ツ
塚
古
墳
発
掘
調
査
概
要
』
一
九
八

二
年
。
図
５
・
大
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
瓜
生
堂
』
一
九
八
〇
年
。
図
６
・
熊
本
県
教
育
委
員
会
『
熊
本
県
装
飾
古
墳
総
合
調
査
報
告
』（『
熊
本
県

文
化
財
調
査
報
告
』
第
六
八
集
）
一
九
八
四
年
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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