
飛
鳥
時
代
の
建
築
の
起
原
と
そ
の
特
質

関
野
　
貞

緒
　
　
言

飛
鳥
時
代
の
建
築
に
関
し
て
は
、
伊
東
博
士
や
天
沼
博
士
が
た
び
た
び
詳
論
さ
れ
た
。
予
も
ま
た
時
々
意
見
を
発
表
し
た
。
い
ま
ま

た
、
飛
鳥
時
代
の
建
築
を
説
か
ん
と
す
る
は
、
屋
上
屋
を
架
す
る
の
嫌
い
が
な
い
で
も
な
い
。
よ
り
て
こ
こ
に
は
主
と
し
て
、
飛
鳥
時

代
の
建
築
の
起
原
と
そ
の
特
質
を
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
目
下
非
常
に
多
忙
で
あ
る
か
ら
、
十
分
に
記
述
す
る
こ
と
　あ

た能　
わ
ざ
る

を
遺
憾
と
す
る
。一

総
　
　
説

欽
明
天
皇
の
十
三
年
（
五
五
二
）
百
済
の
聖
明
王
が
、
我
が
国
に
始
め
て
仏
像
お
よ
び
経
論
を
献
ぜ
し
よ
り
、
仏
教
に
伴
い
大
陸
の

文
化
は
朝
鮮
を
経
由
し
て
我
が
国
に
伝
来
し
、
建
築
術
は
他
の
芸
術
と
と
も
に
急
速
の
変
化
発
展
を
示
し
、
い
わ
ゆ
る
飛
鳥
時
代
の
様

式
が
、
旭
日
の
昇
る
が
ご
と
く
地
平
線
上
に
輝
き
出
た
。

飛
鳥
時
代
は
実
に
我
が
国
の
文
化
史
上
に
一
転
期
を
画
し
、
仏
教
の
興
隆
と
と
も
に
仏
寺
建
築
は
大
陸
の
様
式
を
祖
述
し
て
、
特
殊

の
発
達
を
遂
げ
、
宮
殿
建
築
ま
た
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
次
第
に
宏
壮
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
陵
墓
建
築
は
こ
れ
に
反
し
て
、
規
模
は

小
と
な
り
、
制
度
は
簡
単
の
も
の
と
な
っ
た
。
た
だ
神
社
建
築
の
み
大
和
民
族
固
有
の
伝
統
的
様
式
を
保
持
し
、
大
陸
文
化
の
圏
外
に
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立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

予
は
煩
を
避
け
、
こ
の
篇
、
主
と
し
て
大
陸
よ
り
輸
入
さ
れ
た
様
式
と
仏
寺
建
築
に
及
ぼ
せ
る
影
響
を
説
き
、
他
の
宮
殿
建
築
や
、
陵

墓
建
築
や
、
神
社
建
築
の
こ
と
は
他
日
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

二

飛
鳥
時
代
の
建
築
の
起
原

飛
鳥
時
代
の
様
式
は
、
主
と
し
て
、
当
時
朝
鮮
の
三
国
時
代
（
す
な
わ
ち
百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
の
三
国
鼎
立
時
代
）
よ
り
輸
入
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
最
初
に
我
が
国
に
仏
教
を
伝
え
、
か
つ
我
が
国
と
最
も
親
密
な
る
関
係
を
有
し
て
い
た
百
済
に
負
う
所
が
最
も
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
三
国
よ
り
伝
え
ら
れ
た
様
式
は
、
決
し
て
三
国
固
有
の
も
の
で
な
い
。
当
時
の
文
化
史
上
よ
り
達
観
す
れ
ば
、
シ
ナ
の
南
北

朝
時
代
の
様
式
を
仏
教
と
と
も
に
我
が
国
に
媒
介
し
た
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
果
し
て
し
か
ら
ば
、
飛
鳥
時
代
建
築
の
本

源
は
シ
ナ
の
南
北
朝
時
代
ま
で
溯
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
シ
ナ
の
南
北
朝
時
代
の
様
式
は
い
か
に
し
て
発
生
せ
し
や
と
い
う
に
、
シ
ナ
周
・

漢
以
来
の
伝
統
的
建
築
が
主
流
と
な
り
、
こ
れ
に
西
域
・
イ
ン
ド
等
の
様
式
が
影
響
し
た
の
で
あ
る
。
西
域
・
イ
ン
ド
の
様
式
の
根
本

に
溯
れ
ば
、
そ
の
中
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
式
や
、
中
イ
ン
ド
式
や
、
サ
サ
ン
式
や
、
ビ
ザ
ン
ト
式
や
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
様
式
の
影
響

が
あ
る
が
、
い
ま
一
々
詳
論
す
る
の
い
と
ま
が
無
い
。

し
か
し
建
築
は
他
の
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
と
異
な
り
、
従
来
シ
ナ
に
お
い
て
は
周
・
漢
以
来
す
こ
ぶ
る
発
達
せ
る
固
有
の
構
造
様
式

が
あ
っ
て
、
外
来
の
仏
教
を
講
讃
礼
拝
す
る
に
何
ら
の
不
自
由
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
外
国
の
建
築
を
模
倣
す
る
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
像
の
安
置
、
経
論
の
講
讃
、
儀
式
の
執
行
、
僧
侶
の
居
住
等
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
在
来
の
宮
殿
・
　か

ん官　
　が衙　

の
配
置
・
平
面
・
構
造
が
最
も
よ
く
こ
れ
に
適
合
し
、
た
だ
ち
に
こ
れ
を
利
用
し
て
、
ほ
と
ん
ど
支
障
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
元
来
、

「
寺
」
と
い
う
字
は
シ
ナ
で
は
　か

ん官　
　が衙　
の
こ
と
で
あ
る
。
伽
藍
を
「
寺
」
と
称
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
　か

ん官　
　が衙　
建
築
が
、
た
だ
ち
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に
伽
藍
建
築
に
応
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
細
部
の
手
法
や
装
飾
の
文
様
な
ど
が
、
多
少
イ
ン
ド
や
ペ
ル
シ
ア
な

ど
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

我
が
飛
鳥
時
代
は
朝
鮮
で
は
、
百
済
・
高
句
麗
・
新
羅
の
三
国
時
代
の
末
期
に
当
た
り
、
シ
ナ
で
は
南
北
朝
時
代
よ
り
隋
時
代
に
相
当

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
欽
明
天
皇
の
十
三
年
仏
教
の
始
め
て
伝
え
ら
れ
た
時
は
、
百
済
で
は
聖
王
（
日
本
で
は
聖
明
王
と
い
う
）
の
三

十
年
、
新
羅
で
は
真
興
王
の
十
三
年
、
高
句
麗
で
は
陽
原
王
の
八
年
に
当
た
り
、
ま
た
シ
ナ
の
南
朝
で
は
梁
の
元
帝
の
承
聖
元
年
、
北

朝
で
は
北
斉
の
文
宣
帝
の
天
保
三
年
、
西
魏
の
帝
欽
の
元
年
に
当
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
　う

ま
や
ど
の
お
う
じ

厩
戸
皇
子　
が
摂
政
と
し
て
、
仏
法
興
隆
の

詔
を
発
せ
ら
れ
た
推
古
天
皇
の
元
年
（
五
九
三
）
は
、
百
済
の
威
徳
王
四
十
年
、
高
句
麗
の
嬰
陽
王
四
年
、
新
羅
の
真
平
王
十
五
年
に

当
た
り
、
シ
ナ
で
は
南
北
を
統
一
せ
し
隋
の
文
帝
の
開
皇
十
三
年
に
当
た
っ
て
い
る
。

シ
ナ
の
南
北
朝
時
代
の
木
造
建
築
は
一
も
残
っ
て
い
ぬ
。
北
朝
の
も
の
に
は
、
石
築
に
は
東
魏
武
定
二
年
（
五
四
四
）
の
神
通
寺
四

門
塔
（
山
東
歴
城
）
が
あ
り
、
　せ

ん
ち
く

塼
築　
に
は
北
魏
正
光
四
年
（
五
二
三
）
の
崇
岳
寺
十
二
角
十
五
層
の
　せ

ん
と
う

塼
塔　
（
河
南
登
封
）
が
あ
り
、
ま

た
、
雲
崗
・
竜
門
を
始
め
と
し
て
多
数
の
石
窟
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
多
少
当
時
の
建
造
物
の
様
式
を
考
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
る
に
、
南
朝
の
も
の
は
き
わ
め
て
不
十
分
な
る
斉
・
梁
間
の
棲
霞
寺
の
石
窟
（
南
京
）
が
あ
る
の
み
に
し
て
、
全
く
当
時
の
様
式
の

片
鱗
を
す
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
た
だ
南
京
付
近
に
南
朝
歴
代
帝
王
の
陵
墓
が
あ
っ
て
、
そ
の
前
に
立
て
ら
れ
た
石
獅
・
石
柱
・
石

碑
等
の
手
法
に
よ
り
、
多
少
当
時
芸
術
の
一
斑
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
ゆ
え
に
遺
物
上
、
南
北
様
式
の
異
同
を
知
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
が
、
南
北
石
窟
内
に
刻
ま
れ
た
仏
像
の
様
式
に
す
こ
ぶ
る
似
た
る
所
が
あ
り
、
ま
た
石
碑
や
石
柱
の
装
飾
に
　に

ん
と
う
も
ん

忍
冬
文　

様
の
あ
る
こ
と
、
鳳
凰
や
鬼
物
等
の
形
式
な
ど
に
互
い
に
共
通
す
る
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
体
に
お
い
て
南
北
朝
式
は
互
い
に
類
似

す
る
所
多
く
、
一
の
形
式
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
僅
少
の
遺
物
の
間
に
お
い
て
も
、
彼
此
多
少
の
異
同
な
き
　あ

た能　
わ
ず
、

全
く
同
一
の
も
の
と
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
例
え
ば
、
墓
前
に
あ
る
石
獅
は
南
北
い
ず
れ
も
漢
式
よ
り
発
達
せ
し
も
の
な
れ
ど

も
、
そ
の
相
貌
姿
勢
に
著
し
き
相
違
が
あ
る
。
石
碑
ま
た
と
も
に
そ
の
起
原
を
漢
式
に
発
す
れ
ど
も
、
南
朝
碑
は
漢
碑
の
遺
制
た
る
　う

ん暈　
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の
形
跡
お
よ
び
　せ

ん穿　
を
有
す
れ
ど
も
、
北
朝
碑
で
は
、
　う

ん暈　
は
変
じ
て
竜
を
碑
首
に
刻
ん
だ
い
わ
ゆ
る
　ち螭　
　し

ゅ首　
と
な
り
、
か
つ
　せ

ん穿　
を
有
せ
ざ
る

の
が
普
通
と
な
っ
た
。
額
の
形
や
表
面
や
側
面
の
装
飾
の
文
様
に
も
、
は
な
は
だ
し
き
相
違
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
す
も
、
当
時
の

南
北
建
築
に
は
細
部
に
お
い
て
互
い
に
異
な
れ
る
性
質
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

元
来
シ
ナ
は
大
国
で
あ
る
か
ら
、
南
北
に
お
い
て
風
土
・
気
候
を
同
じ
く
せ
ず
、
黄
河
流
域
の
住
民
と
長
江
流
域
の
住
民
と
は
す
こ

ぶ
る
稟
性
・
気
質
を
異
に
し
て
い
る
。
北
方
の
重
厚
、
南
方
の
俊
敏
は
そ
の
造
り
出
だ
せ
る
建
築
、
そ
の
他
の
芸
術
に
互
い
に
相
違
せ

る
性
質
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
の
シ
ナ
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
看
取
さ
る
る
所
で
あ
る
。
我
が
い
わ
ゆ
る
　わ和　
　よ

う様　
の
建
築
は
唐

よ
り
伝
え
ら
れ
た
北
方
系
に
属
し
、
　て

ん
じ
く

天
竺　
様
の
建
築
は
南
宋
よ
り
輸
入
さ
れ
し
南
方
系
に
属
し
て
い
る
。
ま
た
禅
宗
に
伴
い
伝
来
し
た
、

い
わ
ゆ
る
　か

ら
よ
う

唐
様　
の
建
築
は
、
け
だ
し
南
北
融
和
の
結
果
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
　わ和　
　よ

う様　
・
　て

ん
じ
く

天
竺　
様
に
発
揮
さ
れ
た
特
質

は
、
た
だ
ち
に
南
北
住
民
の
気
象
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
東
晋
南
渡
以
来
、
黄
河
流
域
の
優
秀
な
る
漢
民
族
は
多
く
晋
室
に
従
い
て
南
下
し
、
在
来
の
南
方
民
族
と
　こ

ん
こ
う

混
淆　
融
和
し
、
豊

麗
に
し
て
、
し
か
も
　ゆ

う
け
い

雄
勁　
な
る
六
朝
芸
術
を
造
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
面
に
は
漢
以
来
の
伝
統
的
色
彩
濃
厚
な
れ
ど
も
、

他
面
に
は
大
い
に
南
方
の
自
由
・
奔
放
・
　け

い
せ
ん

軽
雋　
の
気
象
を
露
わ
せ
し
も
の
に
し
て
、
南
京
付
近
に
あ
る
梁
碑
の
手
法
を
見
て
も
一
斑
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
、
北
方
黄
河
の
流
域
に
侵
出
せ
る
北
魏
の
鮮
卑
族
は
、
元
気
横
溢
、
一
面
に
は
漢
民
族
と
同
化
し
て
、

そ
の
文
化
を
踏
襲
す
る
と
と
も
に
、
他
面
に
は
西
域
の
様
式
を
加
味
し
、
次
第
に
従
来
の
伝
統
を
離
れ
て
、
割
合
に
自
由
の
境
地
を
開

拓
し
た
。
北
朝
碑
が
漢
式
の
　せ

ん穿　
を
捨
て
、
　う

ん暈　
を
変
じ
て
立
派
な
　ち螭　
　し

ゅ首　
を
創
造
し
、
も
っ
て
隋
・
唐
以
後
の
様
式
の
基
を
開
い
た
の
を
見

て
も
、
そ
の
大
勢
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
す
る
に
、
建
築
に
お
い
て
も
、
南
北
互
い
に
共
通
す
る
様
式
を
有
せ
る
間
に
、
細
部
に
お
い
て
す
こ
ぶ
る
相
違
せ
る
地
方
色
を
発
揮

し
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
を
実
証
す
べ
き
遺
物
の
無
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
北
魏
・
北
斉
お
よ
び
隋
時
代
の
建
造
物
の
様
式
は
、
雲

崗
や
天
竜
山
や
南
北
響
堂
山
な
ど
の
石
窟
を
飾
れ
る
建
築
的
細
部
に
よ
り
当
時
の
木
造
建
築
の
様
式
の
一
斑
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
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梁
・
陳
間
に
は
こ
れ
に
比
す
べ
き
も
の
は
全
く
発
見
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

次
に
朝
鮮
の
三
国
時
代
に
入
り
来
っ
た
建
築
は
、
南
北
い
ず
れ
な
り
や
と
の
問
題
は
容
易
に
解
決
し
が
た
い
。
無
論
高
句
麗
は
地
勢

上
主
と
し
て
北
朝
に
交
通
し
た
の
で
あ
る
。
長
寿
王
の
平
壌
遷
都
後
は
盛
ん
に
北
魏
に
朝
貢
し
、
そ
の
後
、
歴
世
北
魏
よ
り
東
魏
・
北

斉
に
交
通
し
て
い
る
が
、
南
朝
と
往
来
せ
し
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
当
時
主
と
し
て
、
北
魏
・
東
魏
・
北
斉
等
の
北
方
系
様
式
の
輸
入
さ

れ
た
る
べ
き
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
平
安
南
道
江
西
郡
遇
賢
里
の
大
墓
・
中
墓
の
玄
室
内
に
、
北
魏
系
の
壁
画
や
装
飾
を
有
す
る
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
古
墳
内
の
壁
面
に
往
々
、
柱
や
　と

き
ょ
う

斗
栱　
や
　

か
え
る
ま
た

蟇
股　
の
形
を
描
い
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
多
少
木
造
建
築

の
様
式
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
様
式
は
大
要
、
雲
崗
・
天
竜
山
等
の
石
窟
に
施
さ
れ
た
建
築
式
細
部
と
一
致
し
て
、
よ
く

彼
此
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
、
百
済
は
北
方
に
高
句
麗
が
介
在
し
て
陸
路
北
朝
と
の
通
路
を
塞
い
で
い
る
が
、
海
路
南
方
と
の
交
通
の
便
が
多
か
っ
た

か
ら
、
北
朝
よ
り
は
む
し
ろ
南
朝
の
方
と
親
密
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
文
献
上
、
梁
・
陳
と
の
交
通
は
割
合
に
頻
繁
で
あ
る
が
、
北

朝
と
の
往
来
は
稀
薄
で
あ
る
。
と
く
に
我
が
国
に
始
め
て
仏
像
お
よ
び
経
論
を
献
じ
た
聖
王
は
、
そ
の
十
六
年
（
五
三
九
）、
都
を
　し泗　

　ひ沘　
（
い
ま
の
扶
余
）
に
移
し
、
十
九
年
、
使
を
梁
に
遣
わ
し
朝
貢
せ
し
際
、
毛
詩
博
士
・
涅
槃
等
経
義
・
な
ら
び
に
工
匠
・
画
師
等
を

請
い
来
ら
し
め
た
。
そ
の
工
匠
・
画
師
を
聘
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
新
都
の
宮
闕
を
築
か
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後

も
し
ば
し
ば
梁
・
陳
に
朝
貢
し
て
い
た
か
ら
、
梁
・
陳
の
芸
術
は
仏
教
と
と
も
に
将
来
さ
れ
、
百
済
の
建
築
界
に
大
な
る
影
響
を
与
え

た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
百
済
は
北
朝
よ
り
は
南
朝
の
文
化
に
負
う
所
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
地
形
上
自
然
の
勢
で
あ
る
。

も
っ
と
も
高
句
麗
を
通
じ
て
北
朝
系
の
様
式
を
輸
入
し
た
こ
と
は
無
論
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
新
羅
は
朝
鮮
半
島
の
東
南
隅
に
偏
在
し
た
か
ら
、
シ
ナ
と
の
交
通
は
高
句
麗
を
経
て
北
朝
に
通
ず
る
か
、
海
路
た
だ
ち
に
南

朝
に
通
ず
る
か
の
二
途
で
あ
っ
た
が
、
交
通
の
便
宜
上
、
海
路
盛
ん
に
梁
・
陳
に
往
来
し
た
が
、
文
献
上
北
魏
・
東
魏
に
は
朝
貢
せ
ず
、

た
だ
北
斉
と
二
、
三
回
交
通
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
新
羅
は
直
接
に
は
、
主
と
し
て
南
朝
の
影
響
を
受
け
、
間
接
に
は
高
句
麗
よ
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り
北
朝
系
、
百
済
よ
り
南
朝
系
の
様
式
を
伝
え
た
よ
う
で
あ
る
。
善
徳
王
の
時
皇
竜
寺
の
九
層
塔
を
建
立
せ
し
時
、
百
済
よ
り
二
百
人

の
工
匠
を
聘
し
た
の
を
見
て
も
、
新
羅
は
三
国
中
シ
ナ
と
の
交
通
最
も
不
便
の
地
に
あ
り
し
ゆ
え
、
そ
の
文
化
は
最
も
後
二
国
の
後
塵

を
拝
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
論
ぜ
し
が
ご
と
く
、
大
体
に
お
い
て
、
高
句
麗
は
北
朝
系
、
百
済
・
新
羅
は
南
朝
系
に
属
し
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
本
国
た
る

シ
ナ
に
お
い
て
芸
術
上
南
北
多
少
の
相
違
が
あ
っ
た
と
せ
ば
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
高
句
麗
と
百
済
・
新
羅
と
の
間
に
お
い
て
同
様
の
こ

と
が
い
え
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
に
最
も
注
意
す
べ
き
は
、
当
時
こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
使
用
せ
し
尺
度
の
問
題
で
あ
る
。

南
北
朝
時
代
の
用
尺
は
隋
書
『
律
歴
志
』
に
よ
れ
ば
、
北
魏
に
は
前
尺
・
中
尺
・
後
尺
の
三
種
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
の
後
尺
が
隋
の

開
皇
尺
（
後
に
唐
の
大
尺
、
我
が
天
平
尺
）
と
な
っ
た
。
隋
書
に
は
晋
前
尺
、
す
な
わ
ち
、
周
尺
を
標
準
尺
と
し
て
、
他
を
こ
れ
に
比

較
し
て
い
る
が
、
こ
の
北
魏
の
後
尺
は
晋
前
尺
の
一
尺
二
寸
八
分
一
　り氂　
に
相
当
し
て
い
る
。
ま
た
東
魏
・
北
斉
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
、

こ
れ
よ
り
長
く
し
て
晋
前
尺
の
一
尺
五
寸
八
毫
（
こ
れ
が
朝
鮮
に
入
り
、
我
が
飛
鳥
尺
と
な
る
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
南
朝
の
宋
・
斉
・

梁
・
陳
に
用
い
ら
れ
た
宋
氏
尺
は
晋
前
尺
の
一
尺
六
分
四
　り氂　
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
の
三
国
で
は
、
い
か
な
る
尺
度
を
用
い
し
か
と
い
う
に
、
何
ら
文
献
上
根
拠
と
す
べ
き
も
の
は
無
い
。
た
だ
我
が
飛
鳥
時
代
の

建
造
物
は
予
が
す
で
に
発
表
せ
し
が
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る
　こ

ま
じ
ゃ
く

高
麗
尺　
（
す
な
わ
ち
い
ま
の
曲
尺
の
約
一
尺
一
寸
七
分
六
厘
）
を
用
い
て
い

た
。
法
隆
寺
の
金
堂
・
中
門
・
五
重
塔
お
よ
び
歩
廊
は
こ
の
　こ

ま
じ
ゃ
く

高
麗
尺　
を
用
い
て
計
画
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
の
事
実
で
、
何
人
も
異
論
の

無
い
所
で
あ
る
。
四
天
王
寺
の
堂
塔
伽
藍
も
当
初
こ
の
　こ

ま
じ
ゃ
く

高
麗
尺　
で
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
、
故
長
谷
川
輝
雄
君
の
研
究
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
　こ

ま
じ
ゃ
く

高
麗
尺　
は
ほ
と
ん
ど
東
魏
尺
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
東
魏
尺
が
朝
鮮
を
経
て
、
我
が
国
に
輸
入
さ
れ
た

も
の
と
想
像
す
る
に
十
分
の
理
由
が
あ
る
。
我
が
国
に
当
時
仏
教
建
築
を
伝
え
た
国
は
主
と
し
て
、
百
済
で
あ
る
か
ら
、
当
時
百
済
は

東
魏
尺
を
用
い
て
い
た
に
相
違
な
い
。
し
か
れ
ど
も
、
百
済
創
立
の
伽
藍
の
遺
跡
は
全
く
廃
滅
し
、
こ
れ
を
実
証
す
る
の
手
段
が
無
い
。

し
か
る
に
、
新
羅
に
お
い
て
、
当
時
東
魏
尺
を
用
い
て
い
た
証
拠
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
羅
の
旧
都
慶
州
な
る
皇
竜
寺
の
金
堂
址
・
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塔
址
の
遺
礎
が
明
ら
か
に
東
魏
尺
で
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
の
小
川
敬
吉
氏
の
実
測
に
よ
れ
ば
、
金
堂
は
九
間
四
間
の

大
建
築
に
し
て
、
礎
石
の
完
存
せ
る
北
面
の
長
さ
は
百
四
十
八
尺
六
寸
二
分
に
し
て
柱
間
は
す
べ
て
均
一
で
あ
る
か
ら
、

148.62
÷

9
=

16.5133······　
柱
間
平
均

16.5133
÷

1.176
=

14.04
　
四
捨
五
入
し
て
完
数
と
せ
ば

14
と
な
る

す
な
わ
ち
、
柱
間
の
平
均
は
十
六
尺
五
寸
一
三
三
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
・
一
七
六
を
も
っ
て
除
し
、
高
麗
尺
に
換
算
す
れ
ば
、
あ
た

か
も
十
四
尺
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
十
四
尺
を
も
っ
て
十
六
尺
五
寸
一
三
三
を
除
し
、
高
麗
尺
の
長
さ
を
求
む
れ
ば
、
次
の
ご
と
く

一
尺
一
寸
七
分
九
厘
五
と
な
る
。

16.5133
÷
14

=
1.1795

ま
た
金
堂
の
梁
間
は
左
側
面
の
後
ろ
よ
り
三
間
だ
け
礎
石
が
完
存
し
て
い
る
。
そ
の
長
さ
四
十
九
尺
四
寸
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
三

除
し
て
柱
間
の
平
均
を
求
む
れ
ば
、
十
六
尺
四
寸
六
六
七
と
な
る
。

49.40
÷

3
=

16.4667

16.4667
÷

1.175
=

14.002
　
完
数
と
せ
ば

14
と
な
る

さ
ら
に
右
の
ご
と
く
一
・
一
七
六
に
て
こ
れ
を
除
し
、
高
麗
尺
に
換
算
せ
ば
、
十
四
尺
○
〇
二
と
な
る
。
こ
れ
を
完
数
と
な
せ
ば
、
十

四
尺
と
な
り
、
桁
行
よ
り
計
算
せ
し
柱
間
と
同
一
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
十
四
尺
を
も
っ
て
十
六
尺
四
寸
六
六
七
を
除
し
、
高
麗
尺
の

長
さ
を
求
む
れ
ば
、

16.4667
÷
14

=
1.1762

と
な
り
、
前
に
求
め
し
も
の
と
平
均
す
れ
ば
、
一
尺
一
寸
七
分
七
厘
九
と
な
る
。

(1.1795
+
1.1762)÷

2
=

1.1779

こ
の
寸
尺
は
ほ
と
ん
ど
我
が
飛
鳥
時
代
に
使
用
さ
れ
た
一
尺
一
寸
七
分
六
厘
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
皇
竜
寺
の
金
堂
の
建
築
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に
高
麗
尺
、
す
な
わ
ち
東
魏
尺
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

こ
の
皇
竜
寺
の
創
立
は
『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
新
羅
真
興
王
十
四
年
（（
五
五
三
）、
北
斉
天
保
四
年
、
梁
承
聖
二
年
、
百
済
聖

王
三
十
一
年
）
で
、
我
が
欽
明
天
皇
の
十
四
年
（
五
五
三
）、
す
な
わ
ち
仏
教
伝
来
の
翌
年
で
あ
る
。
そ
し
て
有
名
な
る
金
堂
本
尊
銅

造
丈
六
仏
は
真
興
王
の
三
十
五
年
（
北
斉
武
平
五
年
、
陳
大
建
六
年
）
に
成
っ
て
い
る
。
ま
た
『
三
国
遺
事
』
に
は
金
堂
の
落
成
を
真

平
王
六
年
（（
五
八
四
）、
陳
至
徳
二
年
、
隋
開
皇
四
年
、
我
が
敏
達
天
皇
十
三
年
）
と
し
て
い
る
が
、
と
に
か
く
こ
の
皇
竜
寺
の
経
営

は
、
北
朝
に
て
は
北
斉
時
代
、
南
朝
に
て
は
梁
・
陳
時
代
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
様
式
は
と
に
か
く
、
そ
の
尺
度
は
東
魏
尺

す
な
わ
ち
北
斉
尺
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
皇
竜
寺
の
有
名
な
九
層
塔
は
百
済
の
工
匠
二
百
人
を
聘
し
、
善
徳
王
の
十
二
年
（（
六
四
三
）、
百
済
義
慈
王
三
年
、
唐
貞
観
十

七
年
、
我
が
皇
極
二
年
）
に
創
建
し
た
の
で
あ
る
が
、
小
川
敬
吉
君
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ま
た
東
魏
尺
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
か

ら
（
煩
わ
し
け
れ
ば
寸
尺
の
研
究
は
省
く
）、
百
済
も
新
羅
も
、
な
お
当
時
は
依
然
東
魏
尺
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
皇
竜
寺
堂
塔
の
礎
石
の
研
究
に
よ
り
て
、
新
羅
も
百
済
も
当
時
東
魏
尺
す
な
わ
ち
北
斉
尺
を
用
い
て
い
た
こ
と
明
白
に
な
っ
た
。

ま
た
北
朝
と
文
化
的
関
係
の
最
も
深
か
っ
た
高
句
麗
が
、
東
魏
尺
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
一
毫
も
疑
い
を
入
る
る
の
余
地
は
無
い
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
の
三
国
は
い
ず
れ
も
東
魏
尺
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
百
済
・
新
羅
の
芸
術
は
主
と
し

て
南
朝
文
化
の
影
響
を
受
け
た
る
べ
き
に
、
そ
の
建
築
に
北
朝
の
東
魏
尺
を
用
い
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
か
不
明
で
あ

る
が
、
あ
る
い
は
先
進
国
た
る
高
句
麗
ま
ず
東
魏
尺
を
用
い
、
高
句
麗
を
通
じ
て
北
方
文
化
を
輸
入
せ
し
百
済
・
新
羅
が
こ
れ
に
な
ら
っ

た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
我
が
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
百
済
に
て
は
、
建
築
の
構
造
様
式
は
多
く
南
朝
の

感
化
を
蒙
り
し
も
、
そ
の
使
用
の
尺
度
は
北
朝
の
東
魏
尺
を
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
説
き
来
り
し
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
飛
鳥
時
代
建
築
の
根
源
は
、
お
の
ず
か
ら
明
瞭
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
当
時

の
我
が
様
式
は
主
と
し
て
、
ま
ず
百
済
よ
り
輸
入
せ
ら
れ
、
ま
た
多
少
新
羅
よ
り
も
、
高
句
麗
よ
り
も
影
響
さ
れ
た
に
相
違
な
い
が
、
大
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体
に
お
い
て
、
南
朝
系
を
祖
述
し
た
も
の
と
い
い
得
よ
う
。
し
か
れ
ど
も
、
そ
の
尺
度
は
東
魏
系
に
属
す
る
も
の
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
考
う
べ
き
は
、
当
時
の
我
が
建
築
界
は
、
仏
教
と
と
も
に
入
り
来
っ
た
優
秀
な
る
大
陸
建
築
に
眩
惑
さ
れ
、
忠
実
に
彼
の
直
写
・

模
倣
を
も
っ
て
満
足
せ
し
や
、
否
や
の
問
題
で
あ
る
。

三

飛
鳥
時
代
の
建
築
の
特
質

従
来
簡
単
素
朴
を
も
っ
て
甘
ん
ぜ
し
我
が
建
築
界
は
、
仏
教
と
と
も
に
、
大
陸
の
優
秀
な
る
様
式
の
輸
入
に
よ
っ
て
、
い
か
に
驚
異

の
感
に
打
た
れ
た
か
は
想
像
に
余
り
あ
る
。
そ
の
高
き
基
壇
、
そ
の
複
雑
な
る
　と

き
ょ
う

斗
栱　
、
そ
の
雄
大
な
る
軒
、
瓦
葺
の
屋
蓋
、
内
外
色
彩

の
装
飾
、
こ
れ
み
な
従
来
ほ
と
ん
ど
無
か
り
し
所
の
も
の
、
荘
厳
な
る
重
層
の
仏
殿
、
挺
然
と
し
て
空
を
摩
す
る
多
層
塔
よ
り
、
歩
廊
・

僧
房
・
内
外
の
諸
門
に
至
る
ま
で
宏
壮
の
観
、
　り

ん
か
ん

輪
奐　
の
美
、
上
下
憧
憬
の
的
と
な
り
、
そ
の
輸
入
に
全
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
れ
ど
も
、
当
時
幸
い
に
不
世
出
の
偉
人
聖
徳
太
子
朝
政
を
摂
し
た
ま
い
、
隋
と
対
等
の
　よ

し好　
み
を
通
じ
て
、
国
威
を
海
外
に
確

立
し
、
我
が
固
有
せ
る
所
を
保
持
す
る
と
同
時
に
、
外
来
文
化
を
歓
迎
し
て
、
そ
の
長
所
を
十
分
に
摂
取
し
、
も
っ
て
精
神
的
、
物
質

的
両
方
面
の
発
展
に
資
せ
ん
と
せ
ら
れ
た
。
ゆ
え
に
当
時
建
築
に
お
い
て
も
、
他
の
芸
術
に
お
い
て
も
、
決
し
て
盲
目
的
に
彼
の
模
倣

に
甘
ん
ぜ
ず
、
研
究
取
捨
し
て
、
我
れ
に
適
す
る
所
の
も
の
を
工
夫
し
、
創
造
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
精
神
は
永
く
我
が
国
民
の
胸
臆
裏

に
浸
徹
し
て
、
い
か
な
る
時
代
に
あ
り
て
も
、
外
来
文
化
の
た
め
に
圧
倒
さ
る
る
こ
と
な
く
、
常
に
そ
の
長
所
を
取
っ
て
我
が
薬
籠
中

の
も
の
と
な
し
、
も
っ
て
我
が
固
有
の
様
式
を
大
成
し
た
の
で
あ
る
。
予
は
こ
こ
に
ま
ず
、
飛
鳥
時
代
の
伽
藍
の
配
置
を
説
き
、
次
に
、

建
築
の
細
部
に
及
ぼ
し
、
我
が
特
殊
の
様
式
手
法
の
彼
に
異
な
れ
る
所
あ
る
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。

伽
藍
の
配
置
　
飛
鳥
時
代
の
伽
藍
の
配
置
に
、
四
天
王
寺
様
と
法
隆
寺
様
と
あ
る
は
、
す
で
に
世
人
の
知
る
所
で
あ
る
。
四
天
王
寺

の
ご
と
く
、
南
大
門
・
中
門
・
塔
婆
・
金
堂
・
講
堂
と
前
後
次
第
し
て
南
北
中
軸
線
の
上
に
立
て
る
は
、
大
陸
伝
来
の
配
置
法
で
あ
る
。

元
来
シ
ナ
人
は
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
、
左
右
均
斉
を
好
み
、
整
斉
荘
重
を
こ
と
と
す
る
。
古
今
を
通
じ
て
、
重
要
な
る
建
築
は
、
常
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に
、
左
右
均
斉
の
配
置
法
を
取
っ
て
い
る
。
文
献
に
よ
れ
ば
、
北
魏
の
永
明
寺
の
金
堂
の
前
に
は
塔
婆
が
あ
っ
た
。
ま
た
前
記
新
羅
の

皇
竜
寺
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
遺
趾
を
見
て
明
ら
か
に
知
ら
る
る
。
四
天
王
寺
が
こ
の
大
陸
的
配
置
を
取
っ
た
こ
と
は
、
当

時
文
化
の
形
勢
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
後
、
聖
徳
太
子
が
法
隆
寺
を
建
立
せ
ら
れ
し
時
に
は
、
大
陸
の
慣
例
を
破

り
、
金
堂
と
塔
婆
を
左
右
に
列
べ
立
て
、
シ
ナ
人
の
最
も
重
ん
ず
る
均
斉
を
打
破
さ
れ
た
。
太
子
は
南
大
門
を
入
り
、
中
門
を
入
り
し

時
、
金
堂
の
前
面
が
塔
婆
の
た
め
に
遮
蔽
さ
る
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
か
つ
金
堂
は
伽
藍
の
本
尊
を
安
ん
ず
る
処
、
塔
婆
は
釈
尊
の
舎
利

を
蔵
む
る
処
な
る
ゆ
え
、
両
者
を
対
等
に
伽
藍
の
中
心
に
左
右
に
並
べ
、
も
っ
て
か
く
の
ご
と
き
配
置
法
を
取
ら
れ
た
も
の
と
想
像
さ

る
る
。
こ
の
配
置
法
が
法
隆
寺
に
採
用
さ
る
る
や
、
そ
の
後
創
立
の
法
起
寺
も
法
輪
寺
も
み
な
こ
れ
に
準
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た

河
内
の
　や

ち
ゅ
う
じ

野
中
寺　
、
筑
紫
の
観
世
音
寺
等
も
ま
た
こ
の
配
置
法
を
踏
襲
し
た
。
予
ら
は
こ
れ
に
よ
り
、
太
子
が
外
国
の
旧
例
旧
慣
に
捉
わ

れ
ず
、
自
由
に
適
当
と
す
る
所
を
選
択
さ
れ
た
英
断
に
讃
仰
の
念
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

建
物
の
平
面
　
伽
藍
の
建
造
物
は
、
無
論
大
陸
の
平
面
を
準
用
せ
し
も
、
法
隆
寺
の
中
門
の
ご
と
き
特
殊
な
平
面
は
、
彼
の
模
倣
に

あ
ら
ず
、
当
時
聖
徳
太
子
の
御
考
え
に
よ
り
計
画
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
る
る
。
シ
ナ
や
朝
鮮
で
は
、
古
来
伽
藍
そ
の
他
、
宮
殿
・
道
観

等
の
門
に
偶
数
の
柱
間
を
用
い
た
こ
と
を
知
ら
ぬ
。
そ
の
柱
間
は
一
間
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
三
間
・
五
間
な
い
し
七
間
等
、
常
に
奇
数
で

あ
る
。
し
か
る
に
法
隆
寺
の
中
門
が
、
偶
数
の
四
間
で
あ
る
の
は
実
に
珍
ら
し
く
、
古
今
東
西
に
全
く
類
例
が
無
い
。
そ
の
側
面
の
三

間
で
あ
る
の
も
奇
で
あ
る
（
普
通
は
二
間
）。
法
隆
寺
の
中
門
に
か
く
の
ご
と
く
特
殊
の
平
面
を
選
択
し
た
の
は
い
か
な
る
理
由
な
る

か
、
太
子
に
深
き
御
考
え
が
あ
っ
て
か
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
伽
藍
の
中
心
に
金
堂
と
塔
と
を
東
西
に
並
べ
建
て
ら
れ
た
か

ら
、
前
面
に
金
堂
と
塔
と
に
対
し
別
々
に
入
口
を
設
け
、
他
に
全
く
例
の
無
い
偶
数
の
柱
間
、
す
な
わ
ち
四
間
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

か
も
知
れ
ぬ
。
と
に
か
く
伽
藍
堂
塔
の
配
置
と
い
い
、
中
門
の
平
面
と
い
い
、
従
来
の
　き規　
　く矩　
に
拘
束
さ
れ
ず
、
自
由
に
そ
の
適
当
と
す

る
所
を
実
行
さ
れ
た
の
は
、
太
子
の
大
識
見
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

建
物
の
細
部
　
建
物
の
細
部
に
お
い
て
も
、
大
陸
の
様
式
以
外
に
お
い
て
、
往
々
我
が
建
築
家
の
創
意
に
帰
す
べ
き
も
の
が
発
見
さ
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る
る
。
こ
れ
は
卓
越
せ
る
太
子
の
人
格
の
感
化
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
当
時
の
我
が
芸
術
界
の
趨
勢
は
、
大
陸
の
模
倣
に
甘

ん
ぜ
ず
、
独
自
の
天
地
を
開
拓
す
る
意
気
に
燃
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

基
　
壇
　
法
隆
寺
金
堂
お
よ
び
五
重
塔
は
二
重
の
基
壇
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
後
は
法
隆
寺
の
夢
殿
を
除
く
の
ほ
か
、
我
が
国

に
二
重
壇
を
有
す
る
も
の
は
無
い
。
も
し
二
重
壇
が
大
陸
も
し
く
は
朝
鮮
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
唐
の
影
響
を
受
け
た
奈
良
時
代
や
、
宋

の
影
響
を
受
け
た
鎌
倉
時
代
の
建
築
に
は
、
こ
の
二
重
壇
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
し
か
る
に
奈
良
時
代
以
後
に
は
全
く
こ
れ
な

き
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮
に
も
、
シ
ナ
に
も
、
法
隆
寺
堂
塔
の
ご
と
き
二
重
壇
は
発
見
さ
れ
ぬ
（
も
っ
と
も
新
羅
統
一
時
代
の
小
石
塔
に

は
二
重
壇
は
あ
る
が
、
大
な
る
堂
塔
建
築
に
は
無
い
）
か
ら
、
法
隆
寺
堂
塔
の
二
重
壇
は
大
陸
の
影
響
に
あ
ら
ず
し
て
、
太
子
が
多
湿

多
雨
の
我
が
風
土
に
適
応
せ
し
め
ん
が
た
め
ゆ
え
さ
ら
に
築
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
る
。
こ
れ
実
に
太
子
の
卓
見
に
し
て
、
そ
の
た
め

に
地
下
よ
り
侵
透
し
来
れ
る
湿
気
を
遮
断
し
、
金
堂
も
塔
も
そ
の
柱
の
腐
蝕
を
免
れ
、
創
立
以
来
千
三
百
年
の
星
霜
を
閲
し
て
、
ま
だ

一
本
も
根
継
ぎ
を
し
た
も
の
が
無
い
。
か
く
安
全
に
、
無
事
に
、
保
存
さ
れ
た
の
は
、
実
に
世
界
の
奇
蹟
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

法
隆
寺
五
重
塔
の
心
柱
　
大
正
十
五
年
一
月
、
法
隆
寺
五
重
塔
の
心
柱
下
に
空
洞
の
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
世
間
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
空
洞
は
、
当
初
塔
婆
建
立
の
際
、
心
柱
を
深
く
地
中
に
掘
立
て
に
し
た
余
波
で
あ
る
。
心
柱
を
掘
立
て
に
す
る
こ
と
は
、
シ

ナ
に
も
、
朝
鮮
に
も
無
い
。
こ
れ
は
聖
徳
太
子
が
特
別
の
思
召
に
て
、
古
来
「
　そ

こ底　
　つ津　
　い

わ
ね

磐
根　
に
宮
柱
　

ふ
と
し太　
知
り
立
て
る
」
と
い
う
伝
統
的
の
方

法
を
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
普
通
心
柱
は
た
だ
ち
に
礎
石
の
上
に
立
て
る
の
で
あ
る
が
、
太
子
は
こ
れ
を
多
少
不
安
に
思
い
、
我

が
古
来
の
慣
例
に
よ
り
、
深
く
地
中
に
埋
め
立
て
、
も
っ
て
心
柱
の
堅
牢
を
期
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
る
。
こ
れ
ま
た
太
子
の
独
創
的

御
意
思
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

斗
　
栱
　
飛
鳥
時
代
の
建
築
た
る
法
隆
寺
・
法
輪
寺
お
よ
び
法
起
寺
の
堂
塔
は
、
み
な
他
の
時
代
に
見
る
べ
か
ら
ざ
る
一
種
の
　と

き
ょ
う

斗
栱　

を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
　だ

い大　
　と斗　
に
皿
板
の
あ
る
こ
と
、
普
通
の
　ま

き巻　
　と斗　
の
代
わ
り
に
　く

も雲　
　と斗　
を
用
う
る
こ
と
、
　ふ

た二　
　て手　
　さ

き先　
の
　ま

す斗　
、
　ひ

じ肘　
　き木　
の
代

わ
り
に
い
わ
ゆ
る
雲
形
　ひ

じ肘　
　き木　
を
用
う
る
こ
と
等
で
あ
る
。
次
の
奈
良
時
代
よ
り
は
普
通
の
　ま

す斗　
、
　ひ

じ肘　
　き木　
を
も
っ
て
　と

き
ょ
う

斗
栱　
を
構
造
し
て
い
る
。
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こ
の
　く

も雲　
　と斗　
・
雲
形
　ひ

じ肘　
　き木　
は
全
く
飛
鳥
時
代
の
特
色
に
し
て
、
他
の
時
代
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮
に
も
、
シ
ナ
に

も
、
全
く
形
跡
を
発
見
せ
ぬ
。
元
来
飛
鳥
時
代
の
様
式
は
シ
ナ
の
南
北
朝
時
代
の
も
の
が
、
朝
鮮
を
通
過
し
て
我
が
国
に
伝
来
せ
し
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
朝
鮮
に
も
、
シ
ナ
に
も
こ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
実
に
不
思
議
の
こ
と

に
し
て
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
か
判
断
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
北
朝
の
　と

き
ょ
う

斗
栱　
は
雲
崗
（
北
魏
）
や
、
天
竜
山
（
北
斉
お
よ
び
隋
）
や
、

南
北
響
堂
山
（
北
斉
・
隋
）
の
石
窟
に
お
い
て
、
そ
の
様
式
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
　だ

い大　
　と斗　
に
皿
板
の
あ
る
こ
と
は
、
我
が
飛
鳥
時

代
の
も
の
と
同
様
な
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
　く

も雲　
　と斗　
や
雲
形
　ひ

じ肘　
　き木　
の
痕
跡
す
ら
な
い
。
　と

き
ょ
う

斗
栱　
は
普
通
の
斗
　ひ

じ肘　
　き木　
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
高
句
麗
時
代
の
も
の
は
満
洲
　

し
ゅ
う
あ
ん

輯
安　
（
す
な
わ
ち
高
句
麗
の
旧
都
国
内
城
）
お
よ
び
朝
鮮
平
壌
付
近
の
古
墳
の
玄
室
内
の
壁
画
に
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
シ
ナ
北
朝
の
石
窟
に
刻
ま
れ
た
　と

き
ょ
う

斗
栱　
と
同
性
質
で
、
北
朝
と
高
句
麗
と
の
親
密
な
る
関
係
を
語
っ
て
い
る
。

ま
た
往
々
二
手
先
の
斗
　ひ

じ肘　
　き木　
を
描
い
て
い
る
が
、
決
し
て
　く

も雲　
　と斗　
や
雲
形
　ひ

じ肘　
　き木　
の
余
影
を
認
む
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
し
北
魏
・
北
斉
・

隋
・
高
句
麗
に
お
い
て
、
　と

き
ょ
う

斗
栱　
に
　く

も雲　
　と斗　
・
雲
形
　ひ

じ肘　
　き木　
を
応
用
し
た
り
と
せ
ば
、
こ
れ
ら
北
朝
の
石
窟
や
高
句
麗
の
古
墳
内
に
お
い
て
必

ず
発
見
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
れ
な
き
は
、
当
時
こ
れ
を
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
断
ず
る
の
ほ
か
な
い
。

し
か
し
飛
鳥
時
代
の
　と

き
ょ
う

斗
栱　
が
、
我
が
建
築
家
の
創
意
に
出
で
た
も
の
と
断
言
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
当
時
百
済
よ

り
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
百
済
の
遺
物
の
こ
れ
を
徴
す
る
に
足
る
べ
き
も
の
が
現
存
し
て
い
な
い
の

は
遺
憾
で
あ
る
。
も
し
百
済
よ
り
来
た
も
の
と
せ
ば
、
百
済
は
す
で
に
論
ぜ
し
が
ご
と
く
、
南
朝
、
梁
・
陳
よ
り
こ
れ
を
伝
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
我
が
飛
鳥
時
代
の
　と

き
ょ
う

斗
栱　
は
、
北
朝
系
に
あ
ら
ず
し
て
、
南
朝
系
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
南
朝
の
遺
物
は
、

現
存
せ
る
も
の
稀
に
し
て
、
と
く
に
　と

き
ょ
う

斗
栱　
関
係
の
も
の
は
全
く
残
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
す
で

に
碑
の
様
式
に
お
い
て
論
ぜ
し
が
ご
と
く
、
南
朝
の
も
の
は
北
朝
の
も
の
よ
り
勁
健
奇
矯
の
気
象
に
富
ん
で
い
る
と
せ
ば
、
北
朝
の
普

通
の
真
面
目
な
斗
　ひ

じ肘　
　き木　
に
対
し
、
南
朝
は
流
暢
自
由
な
る
曲
線
よ
り
な
れ
る
　く

も雲　
　と斗　
・
雲
　ひ

じ肘　
　き木　
を
用
い
た
り
と
想
像
す
る
も
不
当
で
は
あ

る
ま
い
。
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柱
お
よ
び
蟇
股
　
飛
鳥
時
代
の
建
築
に
用
い
ら
れ
し
柱
に
は
、
い
ず
れ
も
胴
部
に
著
し
く
膨
ら
み
を
有
せ
る
は
、
北
魏
・
北
斉
お
よ
び

隋
の
石
窟
に
刻
ま
れ
た
柱
に
膨
ら
み
の
あ
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
ま
た
高
句
麗
の
古
墳
の
玄
室
の
壁
画
に
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
さ

ら
に
法
隆
寺
の
金
堂
や
中
門
の
高
欄
に
人
字
形
の
蟇
股
が
あ
る
が
、
こ
の
種
の
蟇
股
は
、
北
魏
・
北
斉
お
よ
び
隋
時
代
の
石
窟
に
も
発

見
さ
れ
、
ま
た
高
句
麗
古
墳
内
部
の
壁
画
に
も
発
見
さ
る
る
か
ら
、
こ
れ
は
シ
ナ
に
お
い
て
南
北
と
も
に
同
様
の
様
式
を
も
っ
て
い
た

も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

軒
　
飛
鳥
時
代
の
建
築
の
軒
は
、
た
だ
　た

る垂　
　き木　
を
一
通
り
列
べ
た
い
わ
ゆ
る
　ひ

と
の
き

一
軒　
で
あ
っ
て
、
　た

る垂　
　き木　
は
直
線
形
に
し
て
反
り
な
く
、
そ

の
断
面
は
長
方
形
で
あ
る
。
元
来
シ
ナ
に
て
は
、
ほ
と
ん
ど
古
今
を
通
じ
て
　じ地　
　だ

る垂　
　き木　
の
断
面
は
円
形
で
あ
る
。
雲
崗
や
天
竜
山
の
石
窟

に
お
け
る
彫
刻
の
軒
の
手
法
を
見
る
に
、
そ
の
　た

る垂　
　き木　
は
常
に
円
形
で
あ
る
。
し
か
る
に
飛
鳥
時
代
の
　た

る垂　
　き木　
の
断
面
が
独
り
長
方
形
な
る

は
、
い
か
な
る
理
由
か
、
予
の
想
像
に
よ
れ
ば
、
シ
ナ
・
朝
鮮
の
ご
と
き
木
材
豊
富
な
ら
ざ
る
所
に
あ
り
て
は
、
　た

る垂　
　き木　
は
普
通
皮
剥
ぎ

の
丸
太
を
用
い
た
か
ら
、
こ
の
断
面
円
形
な
る
　た

る垂　
　き木　
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
が
国
は
森
林
に
富
み
、
木
材
が
豊
富
で
あ
る

か
ら
、
す
で
に
原
史
時
代
よ
り
檜
の
打
ち
割
り
の
　た

る垂　
　き木　
を
用
い
て
い
た
た
め
、
お
の
ず
か
ら
こ
の
長
方
形
の
断
面
を
有
す
る
　た

る垂　
　き木　
が
発

生
し
、
そ
れ
が
飛
鳥
時
代
の
堂
塔
に
襲
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
る
。
こ
れ
ま
た
当
時
の
建
築
家
の
意
匠
の
外
来
の
様
式
に
よ
り
て
拘
束

さ
れ
ざ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

高
　
欄
　
飛
鳥
時
代
の
高
欄
に
つ
き
て
は
法
隆
寺
の
金
堂
や
五
重
塔
に
あ
る
も
の
は
、
全
く
元
禄
年
間
の
改
造
な
れ
ど
も
、
大
体
に

お
い
て
当
初
の
手
法
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
　ひ

ら
げ
た

平
桁　
と
　じ地　
　ふ

く覆　
間
に
雷
文
崩
し
の
　れ

ん連　
　じ子　
の
あ
る
こ
と
は
、
シ
ナ
北
朝
石
窟
に
そ
の
類

例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
高
欄
の
様
式
は
、
シ
ナ
に
て
は
南
北
と
も
に
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
井
お
よ
び
天
蓋
　
法
隆
寺
金
堂
の
天
井
が
　お

り
あ
げ
く
み
い
れ

折
上
組
入　
天
井
に
し
て
、
　こ

う格　
　ま間　
・
　し支　
　り

ん輪　
間
に
蓮
華
や
　に

ん
と
う
も
ん

忍
冬
文　
を
彩
絵
せ
る
は
、
ま
た
南

北
朝
式
に
し
て
、
と
く
に
金
堂
内
に
懸
吊
さ
れ
た
天
蓋
は
、
雲
崗
や
竜
門
の
石
窟
に
刻
み
出
さ
れ
た
も
の
や
、
単
独
な
る
北
朝
石
仏
　が

ん龕　

の
上
に
造
ら
れ
た
も
の
と
全
く
符
節
を
合
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
完
備
せ
る
木
造
の
天
蓋
は
朝
鮮
に
も
、
シ
ナ
に
も
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滅
び
た
れ
ば
貴
重
の
標
本
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

瓦
　
瓦
を
も
っ
て
屋
蓋
を
葺
く
こ
と
は
飛
鳥
時
代
、
仏
教
建
築
の
輸
入
に
始
ま
る
の
で
、
当
時
百
済
よ
り
瓦
博
士
を
貢
し
、
瓦
の
製
法

を
伝
え
た
こ
と
は
文
献
に
明
ら
か
で
あ
る
。
法
興
寺
・
　む

く
は
ら

向
原　
寺
な
ど
の
遺
趾
よ
り
発
見
さ
れ
た
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
の
蓮
華
文
様
は
、
全
く
百
済
の
旧

都
　ふ扶　
　よ余　
か
ら
出
土
す
る
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
と
同
様
で
あ
る
の
は
、
彼
此
親
密
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
法
隆
寺
に

使
用
さ
れ
た
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
の
文
様
は
こ
れ
と
形
式
を
異
に
し
、
蓮
華
の
弁
面
闊
大
に
し
て
中
房
ま
た
大
蓮
子
の
数
多
く
、
す
こ
ぶ
る
雄
大
の
気

象
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
か
か
る
様
式
の
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
は
百
済
に
も
、
新
羅
に
も
、
ま
た
高
句
麗
に
も
発
見
さ
れ
ぬ
か
ら
、
予
が
先
年
唱
道
せ
し

が
ご
と
く
、
法
隆
寺
建
立
の
際
、
我
が
工
匠
の
創
意
に
成
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
と
く
に
法
隆
寺
に
用
い
ら
れ
た
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
は
、
重
厚
に

し
て
　が瓦　
　と

う当　
面
の
忍
冬
文
様
は
雄
動
勁
舞
の
勢
を
呈
し
、
そ
の
出
来
ば
え
は
古
今
東
西
の
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
、
一
も
こ
れ
に
比
す
べ
き
も
の
は
無
い
。

し
か
る
に
こ
こ
に
不
思
議
に
思
わ
る
る
は
朝
鮮
の
三
国
時
代
に
お
い
て
は
い
ま
だ
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
の
用
法
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
予

は
高
句
麗
や
百
済
や
古
新
羅
時
代
の
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
を
見
し
こ
と
幾
千
を
超
ゆ
れ
ど
も
、
当
時
の
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
は
一
片
も
見
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
三
国
時
代
に
は
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
の
使
用
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
な
の
で
あ
る
。
漢
時
代
の
石
祠
・
石
闕
の
屋
蓋
を
見
る
に
、
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
は

あ
る
が
唐
草
瓦
は
な
く
、
軒
先
は
　

ひ
ら
が
わ
ら

平
瓦　
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
。
南
北
朝
時
代
に
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
の
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
な
お
研
究
を
要
す
る

が
、
少
な
く
と
も
朝
鮮
に
は
当
時
ま
だ
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
が
法
隆
寺
に
こ
れ
を
使
用
し
た
り
し
と
せ
ば
、
こ

れ
は
我
が
工
匠
の
創
意
に
帰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
予
は
か
つ
て
論
ぜ
し
が
ご
と
く
、
こ
の
法
隆
寺
の
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
・
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
の
斬
新
な
る
意
匠
は
、

鳥
仏
師
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

ひ
と
た
び
法
隆
寺
に
使
用
さ
れ
た
　

と
も
え
が
わ
ら

巴
瓦　
・
　

か
ら
く
さ
が
わ
ら

唐
草
瓦　
の
手
法
は
、
そ
の
後
に
建
立
さ
れ
た
法
起
寺
・
法
輪
寺
・
額
安
寺
・
中
宮
寺
等
に

も
襲
用
さ
れ
、
百
済
系
以
外
に
お
い
て
純
日
本
系
の
　ゆ

う
け
い

雄
勁　
斬
新
な
る
　が瓦　
　と

う当　
が
一
般
に
行
な
わ
る
る
に
至
っ
た
。

以
上
説
き
来
り
し
こ
と
を
概
言
す
れ
ば
、
飛
鳥
時
代
の
建
築
様
式
は
朝
鮮
を
介
し
て
、
シ
ナ
南
北
朝
式
を
輸
入
せ
し
も
の
な
れ
ど
も
、



15

と
く
に
南
朝
系
に
属
せ
し
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
使
用
せ
し
尺
度
は
北
朝
の
東
魏
尺
で
あ
る
。

飛
鳥
時
代
の
様
式
は
無
論
大
陸
系
の
も
の
な
れ
ど
も
、
当
時
の
我
が
建
築
界
は
決
し
て
彼
の
追
随
を
こ
と
と
せ
ず
、
そ
の
宜
し
き
に

従
い
こ
れ
を
基
礎
と
し
、
独
自
の
境
地
を
開
拓
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
我
が
国
民
の
誇
り
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
法
隆
寺
堂

塔
の
配
置
・
平
面
な
ら
び
に
そ
の
基
壇
・
軒
廻
り
・
五
重
塔
の
心
柱
な
い
し
屋
蓋
の
　が瓦　
　と

う当　
等
み
な
我
が
工
匠
の
新
た
な
る
試
み
に
し
て
、

そ
の
意
気
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
は
、
聖
徳
太
子
の
御
指
導
の
力
が
あ
ず
か
っ
て
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
優
秀
な

る
海
外
文
化
輸
入
に
際
し
、
我
が
建
築
界
は
太
子
の
ご
と
き
一
大
指
導
者
を
得
た
こ
と
は
幸
福
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
予
は
さ
ら
に
玉

虫
厨
子
を
論
じ
、
例
の
非
再
建
問
題
に
も
触
れ
て
み
た
い
と
思
っ
た
が
、
期
限
切
迫
そ
の
余
裕
が
な
い
か
ら
他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
原
題
「
飛
鳥
時
代
の
建
築
の
起
源
と
其
特
質
」、『
仏
教
美
術
』
第
一
三
冊
、
昭
和
四
年
六
月
、
所
収
）

•

関
野
貞
（
大
田
博
太
郎
編
）『
日
本
の
建
築
と
芸
術
』
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
十
月
）
所
収
。

•

読
み
や
す
さ
の
た
め
に
、
適
宜
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
f
o
m
a
l
h
a
u
t
.
w
e
b
.
i
n
f
o
s
e
e
k
.
c
o
.
j
p
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://fomalhaut.web.infoseek.co.jp/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

