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公
益
財
団
法
人
古
代
学
協
会
は
平

安
京
を
は
じ
め
と
す
る
史
跡
の
顕
彰

事
業
に
力
を
注
い
で
き
た
。
今
回
は

平
安
京
の
中
で
も
最
高
の
名
邸
と
し

て
知
ら
れ
る
堀
河
院
の
跡
に
顕
彰

碑
・
説
明
板
を
設
置
し
た
。

　

堀
河
院
（
堀
川
院
、
堀
河
殿
）
は

左
京
三
条
二
坊
九
・
十
町
に
位
置
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
北
を
二
条
大
路

（
現
・
二
条
通
）、
南
を
三
条
坊
門

小
路
（
現
・
御
池
通
）、
東
を
油
小

路
（
現
・
油
小
路
通
）、
西
を
堀
川

小
路
（
現
・
堀
川
通
）
に
よ
っ
て
画

さ
れ
た
東
西
約
一
二
〇
ｍ
、
南
北
約

二
五
〇
ｍ
の
範
囲
を
占
め
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
邸
宅
は
平
安
時
代

前
期
に
関
白
太
政
大
臣
藤
原
基
経
が

営
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
基

経
の
子
孫
の
左
大
臣
藤
原
仲
平
、
関

白
太
政
大
臣
藤
原
兼
通
、
左
大
臣
藤

原
顕
光
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ

た
。
特
に
堀
河
院
を
著
名
に
し
て
い

た
の
は
美
麗
な
庭
園
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
山
石
水
木
、誠
に
是
を
称
翫
す
」

（『
左
経
記
』

長
元
五
年
三

月
二
十
五
日

条
）
と
称
賛

さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の

広
大
な
庭
園

に
は
、
強
盗

の
罪
で
追
わ

れ
て
い
た
右

京
亮
藤
原
保

輔
が
潜
伏
す

る
な
ど
と
い

う
椿
事
も
お

こ
っ
て
い
る

（『
日
本
紀
略
』

永
延
二
年
六
月
十
三
日
条
）。

　

貞
元
元
年
（
九
七
六
）
に
平
安
宮

内
裏
が
炎
上
し
た
際
、
円
融
天
皇
は

こ
の
堀
河
院
を
臨
時
の
御
所
と
し

た
。
こ
れ
が
「
里
内
裏
」
の
始
ま
り

で
あ
る
。

　

堀
河
院
が
最
も
脚
光
を
浴
び
た
の

は
、
堀
河
天
皇
の
里
内
裏
の
時
代
で

あ
る
。
同
天
皇
は
こ
の
邸
宅
で
成
長

し
、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
に
崩

御
す
る
ま
で
、
生
涯
の
多
く
を
こ
こ

で
過
ご
し
た
。
同
天
皇
の「
堀
河
院
」

と
い
う
追
号
も
、
同
天
皇
が
こ
の
邸

宅
を
最
も
愛
し
て
い
た
こ
と
に
由
来

し
て
い
る
。
な
お
、
堀
河
院
は
嘉
保

元
年
（
一
〇
九
四
）
に
焼
失
し
、
長

治
元
年
（
一
一
〇
四
）
に
再
建
さ
れ

て
い
る
。

　

今
回
、
京
都
市
立
堀
川
音
楽
高
等

学
校
の
理
解
と
ご
協
力
の
も
と
、
同

校
の
正
門
前
で
御
池
通
に
面
し
て
い

る
と
い
う
絶
好
の
場
所
に
こ
の
顕
彰

碑
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
顕
彰
碑
を
通
じ
て
、
同
校
の
生
徒

さ
ん
や
関
係
者
の
皆
さ
ん
、
さ
ら
に

は
こ
こ
を
通
る
多
く
の
方
々
が
平
安

京
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
な

ら
、
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
。
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の
調
査
か
ら
私
も
現
地
調
査
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
調
査
の
目
的
は
二

つ
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
幕
末
に
天
誅
組
の

乱
に
連
座
し
て
処
刑
さ
れ
た
伴と

も
ば
や
し
み
つ
ひ
ら

林
光
平
の

書
い
た
『
巡
陵
記
事
』
の
中
に
、
藤
ノ
木

古
墳
に
つ
い
て
「
こ
の
陵
魚な

な
こ子

の
如
く
形

に
て
女
塚
の
と
こ
ろ
に
庵
あ
り
し
を
近
年

庵
焼
け
て
後
そ
こ
を
田
に
な
り
て
今
み
る

と
こ
ろ
円
塚
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
気
が
か
り
だ
っ
た
こ
と
だ
。
つ
ま
り

前
方
後
円
墳
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
、

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
周
囲
に
調
査
区
を

設
け
た
結
果
、
直
径
約
五
十
メ
ー
ト
ル
の

円
墳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
開
棺
の
前
に
、
フ
ァ
イ

バ
ー
ス
コ
ー
プ
を
用
い
て
内
部
を
観
察
す

る
こ
と
だ
っ
た
。
以
前
に
蓋
が
開
け
ら
れ

た
こ
と
も
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
懸
念
も

あ
り
、
前
夜
暗
闇
の
中
で
四
周
か
ら
ラ
イ

ト
を
あ
て
、
棺
と
蓋
の
隙
間
を
詳
し
く
観

察
す
る
こ
と
に
し
た
。
周
囲
で
は
大
き
な

話
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
一
抹

の
不
安
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
作
業
で
そ
れ

は
解
消
し
た
。
ま
た
そ
の
途
中
で
、
石
棺

表
面
に
塗
ら
れ
た
朱
の
刷
毛
目
痕
跡
が
、

蓋
と
身
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
朱
を
塗

布
し
た
以
降
に
石
棺
は
開
い
て
い
な
い
と

い
う
絶
対
的
な
証
拠
だ
っ
た
。

　

翌
六
月
二
日
か
ら
緊
張
の
中
で
調
査
が

始
ま
っ
た
。
石
棺
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
最

小
限
に
考
え
た
こ
と
と
、
最
も
効
果
的
な

部
分
と
が
一
致
し
、
石
棺
の
東
端
か
ら

の
、
世
の
中
を
驚
か
せ
た
金
銅
製
馬
具
を

始
め
お
び
た
だ
し
い
遺
物
は
、
す
べ
て
石

棺
の
後
ろ
の
石
室
奥
壁
と
の
間
の
狭
い
空

間
か
ら
出
土
し
た
の
だ
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
石
室
内
に
は
近
世

ま
で
人
の
出
入
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
、
法
隆
寺
塔

頭
の
『
宗
源
寺
過
去
帳
』
の
中
に
次
の
よ

う
な
記
載
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
「
古
墳
の
前
に
は
宝
積
寺
と
い
う
寺
が

あ
り
、
こ
の
寺
を
三
十
一
年
に
わ
た
り

守
っ
て
い
た
法
誉
実
操
智
真
法
尼
と
い
う

尼
僧
が
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
寺

が
火
災
に
遭
っ
た
時
に
焼
死
し
た
」
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
史
料
が
あ

り
「
み
さ
さ
ぎ
の
尼
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
そ
の
後
、
寺
も
再
建
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
石
室
が
見
つ
か
っ
た
と
き
の

姿
は
、
彼
女
の
亡
く
な
っ
た
安
政
元
年
の

様
子
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
た
の
だ
。「
み

さ
さ
ぎ
の
尼
」
が
被
葬
者
の
名
前
を
知
っ

て
い
た
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
丁
重
に

供
養
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

第
一
次
調
査
は
石
室
内
に
残
さ
れ
た
多

く
の
副
葬
品
や
土
器
類
の
取
り
上
げ
や
、

石
室
の
実
測
作
業
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
過

程
で
類
例
の
な
い
絢
爛
豪
華
な
金
銅
製
鞍

な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
、
大
き
な
ニ
ュ
ー

ス
と
な
っ
た
。
埋
葬
当
初
の
ま
ま
の
姿
の

石
棺
を
開
く
に
あ
た
っ
て
は
、
様
々
な
議

論
や
テ
ス
ト
を
行
っ
た
結
果
、
三
年
後
の

昭
和
六
三
年(

一
九
八
八)

五
月
か
ら
七

月
に
か
け
て
第
二
次
調
査
を
行
っ
た
。
こ

　
　
　昭

和
六
十
年(

一
九
八
五)

の
夏
、
私

は
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
寺
、
大
和
郡
山
市

額
田
部
に
あ
る
古
刹
の
額
安
寺
の
一
角
で

発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
あ
る

日
、旧
知
の
新
聞
記
者
が
や
っ
て
来
て「
藤

ノ
木
古
墳
の
石
室
に
家
形
石
棺
あ
り
、
そ

れ
も
未
盗
掘
ら
し
い
」
と
い
う
情
報
を
伝

え
て
く
れ
た
。
彼
は
学
生
時
代
、
私
た
ち

と
奈
良
県
下
の
遺
跡
分
布
調
査
を
行
っ
た

仲
間
で
、
考
古
学
に
は
詳
し
い
の
で
誤
報

で
は
な
い
と
思
っ
た
が
、
す
ぐ
に
は
納
得

で
き
な
か
っ
た
。
何
故
か
と
い
う
と
、
そ

れ
ま
で
に
幾
度
か
こ
の
古
墳
の
周
囲
を
歩

き
、
須
恵
質
で
は
あ
る
も
の
の
円
筒
埴
輪

の
破
片
を
確
認
し
、
古
墳
時
代
後
期
の
古

墳
に
し
て
は
規
模
が
大
き
く
、
そ
の
大
き

さ
に
比
較
し
て
墳
丘
が
低
い
な
ど
か
ら
、

少
し
時
期
の
遡
る
中
期
古
墳
で
、
粘
土
槨

な
ど
の
埋
葬
施
設
が
眠
っ
て
い
る
の
で
は

と
思
い
そ
の
可
能
性
を
文
章
に
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
半
信
半
疑
で
古
墳
に
向
か

い
、
横
穴
式
石
室
の
入
り
口
か
ら
、
朱
に

染
ま
っ
た
石
棺
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と

き
の
驚
き
は
例
え
よ
う
の
な
い
も
の
だ
っ

た
。
現
場
に
は
緊
張
感
が
漂
い
、
黙
々

と
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
光
景
は
、

そ
の
時
か
ら
十
三
年
前
の
昭
和
四
七
年

(

一
九
七
二)
年
の
三
月
、
ま
だ
報
道
前

の
緊
張
し
た
現
場
で
高
松
塚
古
墳
の
壁
画

の
前
に
立
っ
た
時
と
似
た
も
の
だ
っ
た
。

　

石
室
の
玄
室
の
片
隅
に
は
、
葬
送
儀
礼

に
用
い
た
と
見
ら
れ
る
須
恵
器
群
が
ま
と

め
ら
れ
、
特
に
興
味
を
引
い
た
の
が
、
石

棺
の
正
面
に
須
恵
器
の
器
台
が
一
つ
置
か

れ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

調
査
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

は
、
古
墳
時
代
の
須
恵
器
の
中
に
、
江
戸

時
代
の
土
師
器
が
混
じ
っ
て
い
た
こ
と
、

器
台
の
端
に
は
燈
明
の
芯
の
燃
え
た
痕
跡

が
残
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
石
室
内
に

た
ま
っ
た
土
砂
を
取
り
除
く
と
石
棺
の
前

面
に
は
器
台
以
外
は
何
も
な
か
っ
た
。
あ

藤
ノ
木
古
墳
調
査
の
想
い
出
　
　
　
　
　
　
　
　

奈
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六
三
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に
直
径
八
ミ
リ
の

穴
を
あ
け
、
そ
こ
に
直
径
七
・
九
ミ
リ
の

金
属
管
に
レ
ン
ズ
を
組
み
込
ん
だ
ボ
ア
ス

コ
ー
プ
（
硬
性
鏡
）
と
直
径
五
・
九
ミ
リ

の
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
を
挿
入
し
、
観

察
を
始
め
た
。
技
術
者
か
ら
最
初
に
カ
メ

ラ
を
渡
さ
れ
た
私
の
目
に
入
っ
た
映
像

は
、
真
っ
赤
な
石
棺
の
内
壁
と
水
面
か
ら

一
部
顔
を
出
し
た
、
大
量
の
泥
を
か
ぶ
っ

た
遺
物
だ
っ
た
。

　

冠
や
大
刀
の
一
部
が
確
認
で
き
た
の

で
、
や
は
り
棺
内
は
守
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
だ
っ
た
。
私
は
こ
の
調
査
ま
で

は
、
今
ま
で
守
ら
れ
て
き
た
石
棺
の
蓋
を

私
た
ち
の
手
で
開
け
る
こ
と
は
少
し
躊
躇

す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
棺
内

の
水
の
分
析
か
ら
多
量
の
銅
イ
オ
ン
が
検

出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
ま
ま
見
過
ご

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
細
心
の
注
意
を

払
っ
て
開
棺
調
査
に
の
ぞ
も
う
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
。

　

第
三
次
の
開
棺
調
査
は
九
月
三
十
日
か

ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
、
横
穴
式
石

室
の
一
部
を
復
元
し
、
実
大
の
家
形
石
棺

の
模
型
を
造
り
、
開
棺
実
験
を
繰
り
返
し

た
。
実
際
の
石
室
内
に
は
鉄
骨
を
組
み
、

そ
こ
に
チ
ェ
ー
ン
と
滑
車
を
取
り
付
け
た

が
、
石
室
と
石
棺
の
間
に
は
わ
ず
か
二
十

セ
ン
チ
ほ
ど
の
隙
間
し
か
な
い
。
石
棺
の

蓋
を
開
け
る
作
業
は
長
時
間
に
及
び
、
無

事
に
終
わ
っ
た
時
に
時
計
の
針
は
深
夜
近

く
を
指
し
て
い
た
。

　

内
部
は
蓋
も
身
も
真
っ
赤
な
水
銀
朱
で

彩
ら
れ
、
泥
で
覆
わ
れ
て
い
た
棺
の
底
か

ら
は
お
び
た
だ
し
い
遺
物
の
一
部
が
顔
を

の
ぞ
か
せ
て
い
た
。
最
も
驚
い
た
の
は
泥

の
上
部
の
水
は
十
セ
ン
チ
に
及
ん
で
い
た

が
、
そ
の
水
面
に
は
多
く
の
乾
燥
し
た
繊

維
製
品
の
小
片
が
浮
か
ん
で
い
た
こ
と

だ
っ
た
。
こ
れ
は
棺
内
が
乾
燥
し
た
後

に
、
石
棺
の
蓋
と
身
の
間
か
ら
天
井
か
ら

泥
水
が
浸
入
し
た
た
め
だ
っ
た
。
繊
維
製

品
の
ほ
と
ん
ど
は
円
形
の
ス
パ
ン
コ
ー
ル

の
よ
う
な
金
銅
製
品
の
飾
り
金
具
を
付
け

た
、
被
葬
者
の
上
を
覆
っ
て
い
た
布
だ
っ

た
。

　

調
査
を
進
め
て
行
く
う
ち
に
棺
内
に
は

二
人
の
人
物
が
眠
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
北
側
被
葬
者
の
右
半
身
の

骨
の
状
態
は
比
較
的
良
好
だ
っ
た
が
、
左

半
身
と
、
南
側
被
葬
者
の
骨
の
多
く
は

残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
要
因
は
長
年

に
わ
た
っ
て
石
棺
の
南
側
か
ら
侵
入
し
た

水
の
せ
い
だ
と
言
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ

た
。

　

被
葬
者
が
二
人
と
言
う
こ
と
は
、
お
び

た
だ
し
い
副
葬
品
の
帰
属
を
考
え
な
が
ら

作
業
を
進
め
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
で
は
、
時
間
が

か
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
慎
重
す
ぎ
る
調

査
な
ど
と
言
わ
れ
た
が
、
実
態
は
そ
う
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
四
枚
の
銅
鏡
、
六
振
り

の
刀
剣
類
、
冠
、
履
、
無
数
の
ガ
ラ
ス
玉

装
身
具
な
ど
で
飾
ら
れ
た
被
葬
者
は
誰

か
、
最
も
大
き
な
関
心
事
だ
っ
た
が
、
六

世
紀
後
半
の
大
型
円
墳
、
大
型
横
穴
式
石

室
に
葬
ら
れ
た
二
十
代
の
若
い
男
性
は
、

歴
史
上
に
名
を
残
す
人
物
で
あ
っ
た
可
能

性
は
強
い
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
私
は
そ

の
人
物
を
念
頭
に
お
い
て
、
か
つ
て
『
斑

鳩
に
眠
る
二
人
の
貴
公
子
』
と
い
う
小
著

を
書
い
た
が
、
そ
の
結
論
は
今
も
変
わ
っ

て
い
な
い
。　

藤ノ木古墳出土鞍金具
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『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
の
う
ち
、
最

後
の
十
帖
は
、
主
な
舞
台
が
宇
治
に
な
る

こ
と
か
ら
「
宇
治
十
帖
」
の
名
で
親
し
ま

れ
て
い
る
。
宇
治
市
で
は
、
一
九
八
九

年
の
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
を
契
機

に
、「
紫
式
部
文
学
賞
」「
紫
式
部
市
民
文

化
賞
」
の
創
設
を
は
じ
め
、「
源
氏
物
語

を
テ
ー
マ
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進

し
て
い
る
。
一
九
九
八
年
十
一
月
に
、
宇

治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
開
館

し
、
二
十
六
年
目
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
二
〇
〇
八
年
の
源
氏
物
語
千
年
紀
の

年
は
、
開
館
一
〇
周
年
に
あ
た
り
、
一
回

目
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
実
施
し
、
開
館

二
〇
周
年
の
二
〇
一
八
年
に
は
、「
観
光
」

と
「
生
涯
学
習
」
の
拠
点
と
し
て
再
整

備
を
行
い
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
『G

EN
JI

FA
N

TA
SY 

ネ
コ
が
光
源
氏
に
恋
を
し

た
』
を
制
作
し
た
。
そ
し
て
、
ポ
ス
ト
コ

ロ
ナ
社
会
に
向
け
て
、
今
後
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
試
行
錯
誤
し
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
二
〇
二
四
年
一
月
か
ら
放
送
の
大
河

ド
ラ
マ
の
主
人
公
は
紫
式
部
と
発
表
さ
れ

た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
現
在
、
宇
治
市
で

は
、『
源
氏
物
語
』、
紫
式
部
ゆ
か
り
の
ま

ち
宇
治
の
歴
史
・
文
化
・
観
光
の
魅
力
を

発
信
す
る
「
紫
式
部
ゆ
か
り
の
ま
ち
宇
治

魅
力
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
本
号
が
お
手
元
に
届
く
こ
ろ

は
、
放
送
開
始
直
前
で
、
専
門
書
か
ら
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
に
至
る
ま
で
、
続
々
と
新
刊

が
出
版
さ
れ
、
各
地
で
展
覧
会
や
イ
ベ
ン

ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
河
ド
ラ
マ
の
波
及
た
る
や
、
文
字
通
り

想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、
す
で
に
大

河
の
渦
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
私
は
、『
源
氏
物
語
』
が
与
え

た
影
響
や
、
享
受
の
様
相
に
関
心
が
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
大
河
ド
ラ
マ

の
影
響
も
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
、
実
は
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
立
ち
会
え
る
こ
と
自
体
、

有
り
難
く
、
興
味
津
々
で
あ
る
。

　

私
自
身
、
こ
れ
も
源
氏
！
あ
れ
も
源

氏
！
ど
う
し
て
源
氏
⁉ 
と
、
時
と
し
て
戸

惑
い
な
が
ら
、多
種
多
様
な
「
源
氏
文
化
」

に
直
面
す
る
な
か
で
、「
源
氏
」
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
で
、「
源
氏
」
的
な
る
世
界

に
つ
い
て
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

こ
で
い
う
「
源
氏
」
と
は
、狭
義
で
は
「
光

源
氏
」
で
あ
り
、広
義
で
は
「
賜
姓
源
氏
」

で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、
裾
野
に
広

が
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
文
化
の
底
流

に
奥
深
く
流
れ
る
。

　

こ
う
し
た
点
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ

た
き
っ
か
け
は
、
い
く
つ
か
あ
る
が
、
強

く
意
識
し
た
の
は
、
能
《
忠
度
》
を
観
た

と
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
気
に
し
な
か
っ

た
（
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
？
）
詞
章
が
耳

に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、

し
ば
し
と
頼
む
須
磨
の
浦
、
源
氏
の

住
み
所
、
平
家
の
た
め
は
よ
し
な
し

と
、
し
ら
ざ
り
け
る
ぞ
は
か
な
き
、

と
い
う
文
句
で
あ
る
。
シ
テ
（
主
人
公
）

の
平
忠
度
は
足
拍
子
を
踏
み
、
囃
子
も
盛

り
上
が
る
箇
所
で
、
見
せ
場
、
聞
か
せ
所

で
あ
る
。

　

世
阿
弥
作
の
能
《
忠
度
》
は
、
藤
原
俊

成
に
仕
え
て
い
た
人
物
が
出
家
し
、
西
国

行
脚
の
道
中
に
須
磨
を
訪
れ
る
。
そ
こ
に

平
忠
度
の
霊
が
現
れ
、
俊
成
に
託
し
た
和

歌
は
『
千
載
和
歌
集
』
に
採
録
さ
れ
た
が
、

朝
敵
で
あ
る
た
め
「
読
み
人
し
ら
ず
」
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
作
者
の

名
を
明
ら
か
に
し
て
欲
し
い
と
訴
え
る
と

い
う
物
語
で
、
忠
度
の
和
歌
へ
の
執
心
を

描
く
。

　
《
忠
度
》
や
同
じ
く
世
阿
弥
作
の
《
敦

盛
》
は
、『
平
家
物
語
』
の
一
の
谷
合
戦

を
本
説
と
し
つ
つ
も
、
随
所
に
『
源
氏
物

語
』
須
磨
巻
を
引
用
し
、
源
氏
詞
を
ち
り

ば
め
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
知
識
と
し
て
は
知
っ
て
い
た
が
、

理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。「
源
氏
の
住
み

所
」
を
聞
き
と
れ
た
瞬
間
は
、
衝
撃
的
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
源
氏
」
と
は
、

鵯
越
か
ら
一
の
谷
を
攻
め
る
源
義
経
軍
で

は
な
い
。
光
源
氏
で
あ
る
。
須
磨
に
住
ん

で
い
る
「
源
氏
」
は
光
源
氏
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　

ま
た
、《
忠
度
》
に
お
け
る
若
木
の
桜

は
、
平
忠
度
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
植
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
墓
標
と
し
て
描
か

れ
る
。
忠
度
の
辞
世
「
行
き
暮
れ
て
木
の

下
陰
を
宿
と
せ
ば
花
や
今
宵
の
主
な
ら
ま

し
」
が
深
み
を
増
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
須
磨
の
若
木
の
桜
と
言
え

ば
、『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
に
お
い
て
、

光
源
氏
が
自
ら
植
え
た
桜
の
若
木
で
あ

る
。
若
木
の
桜
は
、
光
源
氏
が
須
磨
で
暮

ら
し
て
一
年
が
過
ぎ
た
こ
と
を
物
語
る
と

い
う
役
割
を
果
た
す
。《
須
磨
源
氏
》
で

も
、
光
源
氏
の
若
木
の
桜
に
つ
い
て
、
語

ら
れ
る
。『
須
磨
寺
参
詣
曼
荼
羅
』
に
も
、

光
源
氏
が
桜
を
眺
め
る
と
い
う
光
景
が
描

か
れ
て
お
り
、
物
語
の
一
場
面
か
ら
、
現

実
の
世
界
に
お
い
て
も
、
須
磨
の
景
物
に

な
っ
た
。
世
阿
弥
は
、
敢
え
て
光
源
氏
の

若
木
の
桜
か
ら
忠
度
の
墓
標
へ
と
展
開
さ

せ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
理
解
し
、
受
け

入
れ
、
さ
ら
に
楽
し
ん
だ
人
た
ち
が
い
た

か
ら
こ
そ
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
名
曲
と

し
て
演
能
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、
狂
言
《
薩
摩
守
》
で
は
、「
薩
摩
守

忠
度
」
か
ら
「
タ
ダ
ノ
リ
」
が
キ
ー
ワ
ー

こ
れ
も
源
氏
！
あ
れ
も
源
氏
！
ど
う
し
て
源
氏
!?

宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長

家
塚

智
子
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ド
と
な
る
。

　

次
に
、
視
点
を
変
え

て
み
よ
う
。
柳
亭
種
彦

に
よ
る
合
巻
『
偐
紫
田

舎
源
氏
』
は
、
文
政

十
二
年
（
一
八
二
九
）

に
出
版
が
は
じ
ま
り
、

三
十
八
編
ま
で
刊
行
さ

れ
た
。
天
保
の
改
革
に

よ
っ
て
絶
版
処
分
を
受

け
、
作
者
も
間
な
く
没

し
た
た
め
未
完
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
門
弟
や
自

称「
弟
子
」ら
に
よ
っ
て
、

擬
似
的
続
編
『
其
由
縁

鄙
廼
俤
』『
足
利
絹
手
染

之
紫
』『
薄
紫
宇
治
曙
』

な
ど
も
出
さ
れ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
を
下
敷

き
に
、
物
語
の
設
定
を

室
町
時
代
の
応
仁
・
文

明
の
乱
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
足
利

義
政
を
彷
彿
さ
せ
る
将
軍
足
利
義
正
の
若

君
で
あ
る
足
利
光
氏
が
好
色
男
を
装
い
な

が
ら
、
山
名
宗
全
の
陰
謀
を
暴
き
、
失
わ

れ
た
宝
物
を
探
す
と
い
う
御
家
騒
動
の
物

語
で
あ
る
。
足
利
光
氏
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー

ク
は
、
海
老
茶
筅
髷
と
い
う
髷
と
、
笹
竜

胆
と
い
う
清
和
源
氏
の
家
紋
で
あ
る
。
足

利
氏
は
清
和
源
氏
で
あ
り
、
源
氏
長
者
と

な
っ
た
。
公
家
と
武
家
の
「
源
氏
」
の
正

当
な
棟
梁
で
あ
る
。

　

主
人
公
足
利
光
氏
を
描
い
た
錦
絵
自

体
、
新
た
な
源
氏
絵
と
し
て
人
気
を
博
し

た
。
足
利
光
氏
は
全
国
各
地
の
名
所
旧
跡

を
訪
れ
た
り
、
年
中
行
事
を
楽
し
ん
だ
り

し
て
い
る
様
子
を
主
題
に
し
て
い
る
。
源

氏
香
図
も
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、『
源

氏
物
語
』
を
匂
わ
す
重
要
な
記
号
で
あ

る
。
こ
う
し
た
一
連
の
作
品
を
「
ご
当
地

源
氏
」
と
呼
び
た
く
な
る
。

　

こ
の
「
ご
当
地
源
氏
」
は
、
宇
治
の
茶

摘
や
蛍
狩
に
も
登
場
す
る
。

江
戸
時
代
、
茶
摘
と
蛍
狩
と

い
え
ば
、
初
夏
の
宇
治
を

代
表
す
る
風
物
詩
で
あ
る
。

宇
治
市
歴
史
資
料
館
が
所

蔵
す
る
錦
絵
「
山
城
宇
治
川

蛍
狩
之
図
」「
山
城
之
国
宇

治
之
里
茶
園
之
風
景
」
は
、

初
夏
の
宇
治
に
題
材
を
求

め
た
作
品
で
あ
る
。
注
目
す

べ
き
は
、
両
作
品
の
右
端

に
描
か
れ
る
男
性
で
あ
る
。

こ
の
人
物
こ
そ
、
足
利
光
氏
で
あ
る
。
と

は
い
え
、『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
に
、
宇
治

は
登
場
し
な
い
し
、
茶
摘
も
蛍
狩
も
出
て

こ
な
い
。
今
日
の
人
気
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
観
光
地
を
訪
ね
た

り
、
地
元
の
著
名
人
や
名
産
品
に
扮
装
し

た
り
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
シ
ル
エ
ッ

ト
だ
け
で
も
、
ネ
コ
な
の
か
、
ネ
ズ
ミ
な

の
か
、
ネ
コ
型
ロ
ボ
ッ
ト
な
の
か
分
か
る

よ
う
に
、
海
老
茶
筅
髷
を
結
っ
て
い
れ
ば

光
氏
な
の
で
あ
る
。

　

能
や
錦
絵
だ
け
で
は
な
く
、『
源
氏
物

語
』
を
本
歌
に
重
層
的
に
、
次
々
と
新
し

い
も
の
が
生
み
出
さ
れ
、無
限
に
「
源
氏
」

的
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
俊
成

の
「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
こ
と

な
り
」
と
い
う
一
文
は
、
和
歌
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
日
本
文
化
に
も
当
て
は

ま
る
の
で
は
な
い
か
と
、
重
く
響
く
。

　

昨
今
の
刀
剣
ブ
ー
ム
の
な
か
、『
刀
剣

乱
舞
禺
伝 

矛
盾
源
氏
物
語
』
と
い
う
作

品
が
上
演
さ
れ
、
フ
ァ
ン
た
ち
は
『
源
氏

物
語
』、能
《
源
氏
供
養
》
に
関
心
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
耳
に
し
た
。
大
河

ド
ラ
マ
も
新
た
な
層
を
取
り
込
む
に
き
っ

か
け
に
な
る
と
期
待
す
る
。『
源
氏
物
語
』

は
常
に
新
し
い
媒
体
と
融
合
し
て
、
読
み

続
け
ら
れ
て
き
た
。『
源
氏
物
語
』
の
享

受
の
歴
史
の
最
前
線
に
立
っ
て
い
る
こ
と

を
実
感
し
楽
し
み
た
い
。
時
に
は
、
飛
行

船
、
願
わ
く
ば
宇
宙
船
に
乗
っ
た
気
分

で
、
冷
静
に
俯
瞰
的
に
眺
め
た
い
と
夢
見

て
い
る
。

山城之国宇治之里茶園之風景

山城宇治川蛍狩之図（部分）
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文
書
の
名
称
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
う
し
た
小
さ
な
発
見
も
楽
し
い

が
、
次
に
は
簡
そ
の
も
の
及
び
文
書
全
体

の
姿
形
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
行
政
文

書
全
体
の
姿
は
大
き
く
冊
書
と
単
独
簡
に

分
け
ら
れ
る
。
冊
書
と
は
、
複
数
の
木
や

竹
の
フ
ダ
（
後
出
の
「
札
」
と
区
別
す
る

た
め
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
し
た
）
を
す
だ

れ
の
よ
う
に
紐
で
と
じ
合
わ
せ
た
（
編
綴

と
い
う
）
形
態
を
い
う
（
図
２
）。
綴
じ

合
わ
せ
る
フ
ダ
に
は
二
種
類
あ
り
、
他
機

関
に
送
る
正
式
な
文
書
に
は
「
両
行
」
を
、

控
え
や
草
稿
及
び
帳
簿
を
構
成
す
る
一
つ

一
つ
の
デ
ー
タ
を
書
く
場
合
に
は
「
札
」

を
用
い
る
。
ち
な
み
に
「
両
行
」
と
「
札
」

は
、
当
時
の
呼
称
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は

規
格
が
あ
り
、
両
行
は
そ
の
名
の
通
り
二

    

次
に
簡
牘
の
形
態
研
究
に
移
ろ
う
。
私

は
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
初
か

ら
簡
牘
の
形
態
、
及
び
形
態
と
内
容
の
関

係
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
き
た
。
そ
の
面

白
さ
の
一
端
を
ご
紹
介
し
た
い
。

　

私
の
簡
牘
研
究
は
居
延
漢
簡
か
ら
始

ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
日
本
の
簡
牘

研
究
自
体
、
居
延
漢
簡
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
で
組
織

さ
れ
た
研
究
班
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
当

初
は
図
版
も
な
い
困
難
な
研
究
環
境
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
も

色
褪
せ
な
い
研
究
成
果
が
生
み
出
さ
れ
た

（
詳
細
は
永
田
英
正
「
漢
簡
研
究
事
始
の

記
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
５
号
及

び
「
續
漢
簡
研
究
事
始
の
記
」（
同
氏
『
漢

簡
研
究
』
所
収
を
参
照
）。
パ
ソ
コ
ン
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
画
像
処
理
な
ど
当
た
り

前
の
時
代
に
い
る
私
は
た
め
息
し
か
出
な

い
。
そ
の
後
図
版
に
よ
る
研
究
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
次
々
に
ま
と
ま
っ
た
研

究
成
果
が
発
表
さ
れ
、
漢
簡
研
究
の
基
盤

が
確
立
さ
れ
た
。
私
は
そ
う
し
た
学
恩
を

受
け
、
居
延
漢
簡
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
き
た

こ
と
は
幸
運
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。　

　

学
部
生
の
頃
、
卒
論
の
テ
ー
マ
を
ど
う

す
る
か
と
聞
か
れ
、
秦
か
漢
を
や
り
た
い

と
言
う
と
、
先
生
が
即
座
に

「
秦
は
や
め
な
さ
い
」
と
言
わ

れ
た
の
を
鮮
明
に
覚
え
て
い

る
。
当
時
の
私
は
秦
と
漢
を

さ
ほ
ど
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

な
ん
と
な
く
ひ
と
ま
と
ま
り

と
い
う
感
覚
で
い
た
か
ら
、
先
生
の
反
応

は
意
外
だ
っ
た
。
恐
る
恐
る
小
さ
な
声
で

「
な
ぜ
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
史
料
が

あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
、
す
ぐ
に
「
体

制
や
制
度
が
整
っ
た
、
一
応
の
完
成
形
を

理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
が
良
い
」

と
言
葉
を
継
が
れ
た
。
素
直
な
私
は
あ
っ

さ
り
と
、
じ
ゃ
あ
漢
に
し
よ
う
！
と
思
っ

た
の
で
あ
る
。
完
成
形
を
理
解
す
る
と

は
、
確
か
な
基
準
、
物
差
し
を
持
て
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
い
ろ

い
ろ
な
も
の
が
測
れ
る
。
簡
牘
研
究
も
全

く
同
じ
で
あ
る
。
居
延
漢
簡
で
得
た
物
差

し
は
、
そ
の
後
出
現
し
た
秦
簡
や
後
漢
簡

の
理
解
に
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
。

　

こ
の
物
差
し
論
は
、
内
容
と
か
形
態
と

か
の
区
別
な
く
全
て
に
適
用
で
き
よ
う

が
、
特
に
形
態
は
即
物
的
で
わ
か
り
や
す

い
。
ま
ず
は
西
北
漢
簡
（
居
延
漢
簡
・
敦

煌
漢
簡
・
肩
水
金
関
漢
簡
・
エ
チ
ナ
漢
簡
・

縣
泉
置
漢
簡
な
ど
、
甘
粛
省
を
中
心
と
す

る
西
北
地
域
出
土
の
簡
牘
を
総
称
し
て
西

北
漢
簡
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
時
期
は
お

よ
そ
前
漢
後
半
期
か
ら
後
漢
初
期
。）
に

お
け
る
形
態
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　

西
北
漢
簡
の
形
態
か
ら
の
小
さ
な
発
見

と
い
え
ば
、
過
所
で
あ
る
。
過
所
と
は
通

行
証
明
書
で
、
日
本
に
は
、
九
世
紀
に
中

国
（
唐
代
）
で
発
行
さ
れ
た
円
珍
の
過

所
（
国
宝
）
が
伝
わ
る
の
で
ご
存
じ
の
方

も
多
い
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
通

行
証
明
書
の
こ
と
を
「
過
所
」
と
い
う
の

だ
ろ
う
。
過
ぎ
る
所
、
と
は
不
思
議
な
名

前
だ
な
あ
と
は
思
っ
て
い
た
。
何
と
な
く

も
や
も
や
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
た
だ
、
ま
あ
そ
ん
な
も
の
か
と
気
に

も
留
め
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
北

漢
簡
の
中
に
「
過
所
」
と
書
か
れ
た
簡
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
建
武

八
年
十
月
庚
子
、
甲
渠
守
候
良
遣
臨
木
候

長
刑
博
便
休
十
五
日
、
門
亭
毋
河
留
如
律

令
」（E.P.F22:698

）（
大
意
：
甲
渠
守

候
が
臨
木
候
長
に
十
五
日
間
の
休
暇
を
与

え
る
。
門
亭
で
は
足
止
め
す
る
な
。
図
１
）

と
い
う
通
行
証
明
書
で
、
宛
名
の
と
こ
ろ

に
「
過
所
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
証
明
書
を
も
っ
た
人
物
が

通
過
す
る
「
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
宛
」
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
後
に
通
行

証
明
書
が
過
所

と
呼
ば
れ
た
の

は
、
こ
の
宛
名

部
分
を
も
っ
て

木
簡
研
究
の
お
も
し
ろ
さ
（
２
）

龍
谷
大
学
特
任
教
授

角
谷 

常
子

図１

図２ 綴じ紐は失われているが、紐を通すための
　　　　　二筋の空白が残っている。

過
所
↑
↓
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に
詔
書
は
「
尺
一
」（『
後
漢
書
』
儒
林
）

な
ど
と
み
え
る
。
西
北
漢
簡
に
お
け
る
行

政
文
書
を
見
る
限
り
、
長
さ
は
基
本
的
に

一
尺
で
、
長
さ
に
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も

そ
も
書
籍
・
法
・
詔
書
と
行
政
文
書
と
で

は
、
形
態
の
違
い
で
表
そ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
異
な
っ
て
い
る
。
書
籍
や
律
な
ど

の
長
さ
の
違
い
は
、
権
威
や
重
要
性
を
示

す
も
の
で
あ
る
が
、
行
政
文
書
の
冊
書
・

単
独
簡
、
札
・
両
行
と
い
う
違
い
は
、
授

受
す
る
機
関
の
上
下
関
係
を
示
す
も
の
で

は
な
く
、
正
式
文
書
か
略
式
文
書
か
と
い

う
、
あ
く
ま
で
文
書
自
体
の
区
別
な
の
で

あ
る
。

　

で
は
形
態
上
、
上
下
関
係
を
表
す
も
の

は
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
言
葉
遣

い
で
あ
る
。
例
え
ば
某
機
関
が
「
～
に
い

う
」
と
い
う
場
合
、
下
級
機
関
に
対
し
て

は
「
告
～
」
と
か
「
謂
～
」
と
言
う
。
一

方
上
級
機
関
に
対
し
て
は
「
敢
言
之
」
と

い
い
、
相
手
の
職
名
や
名
は
畏
れ
慎
む
意

味
で
書
か
な
い
の
が
基
本
で
あ
る
。
ま
た

「
送
る
」
と
い
う
場
合
も
、
下
級
機
関
に

対
し
て
は
単
に
「
移
（
＝
送
る
と
い
う
意

味
）」
の
み
だ
が
、
上
級
機
関
に
対
し
て

は
、「
謹
」
を
つ
け
て
「
謹
移
」
と
い
う
。

た
だ
し
皇
帝
発
信
の
文
書
は
す
べ
て
臣
に

向
け
て
の
も
の
で
、
そ
れ
に
は
「
下
」
と

い
う
皇
帝
専
用
語
を
用
い
る
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

次
号
に
続
く)

行
書
き
で
、
サ
イ
ズ
は
縦
一
尺
（
約
二
三

㎝
）、
幅
約
一
寸
（
二
・
三
㎝
）。
札
は
、

一
行
書
き
で
縱
一
尺
、
幅
は
〇
・
五
寸
程

度
の
簡
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
規
格
が
あ

る
の
は
、
現
在
役
所
や
我
々
の
職
場
で
用

い
る
紙
が
ほ
ぼ
Ａ
４
で
統
一
さ
れ
て
い
る

事
情
と
同
じ
だ
ろ
う
。
全
国
の
役
所
が
ば

ら
ば
ら
の
大
き
さ
の
簡
牘
を
使
っ
て
や
り

取
り
す
る
と
、
事
務
処
理
上
非
効
率
で
あ

る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
一

点
だ
け
か
ら
で
も
、
西
北
漢
簡
の
時
代
、

即
ち
前
漢
武
帝
以
降
に
は
文
書
行
政
シ
ス

テ
ム
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ

う
。

　

次
に
単
独
簡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
枚

だ
け
で
完
結
す
る
も
の
を
い
う
。
行
政
文

書
に
は
書
式
が
あ
り
、
例
え
ば
「
五
鳳
二

年
八
月
辛
巳
朔
乙
酉
、
甲
渠
萬
歳
□
長
成

敢
言
之
、
廼
七
月
戊
寅
夜
随
塢
陛
傷
要
有

寥
即
日
視
事
、
敢
言
之
」（6

・8

）
の
よ

う
に
、
年
月
日
の
あ
と
「
発
信
者+

敢

言
之
」
で
始
ま
り
、
文
末
は
「
敢
言
之
」

と
い
う
書
き
留
め
文
言
で
終
わ
る
、
と
い

う
具
合
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
一
枚
の
簡
牘

で
完
結
し
て
い
る
の
が
単
独
簡
で
あ
る
。

冊
書
に
使
う
両
行
や
札
に
は
規
格
が
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
単
独
簡
に
は
規
格
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
（
長
さ
は
一
尺
で
同
じ
）。

出
土
例
を
み
る
と
少
な
く
と
も
両
行
以
上

の
幅
が
あ
り
、
中
に
は
四
～
五
㎝
に
及
ぶ

も
の
も
あ
る
。
ま
た
両
面
を
使
う
も
の
も

少
な
く
な
い
。
今
、「
両
行
以
上
の
幅
」

と
か
「
四
～
五
㎝
」
と
言
っ
た
の
は
板
状

の
単
独
簡
の
こ
と
で
あ
る
。
単
独
簡
の
多

く
は
板
状
な
の
だ
が
（
図
３
）、
実
は
多

面
体
の
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
細
い
丸
木

を
面
取
り
し
て
書
写
面
を
削
り
出
し
た
も

の
で
、宛
先
と
印
を
押
す
た
め
の
封
泥（
粘

土
）
を
入
れ
る
窪
み
（
封
泥
匣
）
も
備
え

た
も
の
で
、
先
に
紹
介
し
た
過
所
の
木
簡

は
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
文
書
全
体
の
形
態
は
、
両
行

の
冊
書
、
札
の
冊
書
、
板
状
単
独
簡
、
多

面
体
単
独
簡
の
四
種
類
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
簡
そ
の
も
の
の
形
状
は
、
長

さ
は
基
本
的
に
一
尺
で
、
幅
は
札
→
両
行

→
板
状
単
独
簡
と
、
だ
ん
だ
ん
広
く
な

る
。
私
が
木
簡
の
勉
強
を
始
め
た
頃
の
概

説
書
に
は
、
一
行
で
書
き
き
れ
な
け
れ
ば

両
行
、
両
行
で
も
書
き
き
れ
な
け
れ
ば
幅

の
広
い
簡
を
使
う
、
と
い
う
よ
う
な
説
明

が
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
い
た

が
、
写
真
を
た
く
さ
ん
見
る
う
ち
に
、
札
、

両
行
、
板
状
単
独
簡
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
ぶ

り
や
内
容
に
は
違
い
が
あ
る
よ
う
で
、
単

に
分
量
の
違
い
に
よ
っ
て
幅
が
広
く
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
思
っ
た
。

そ
こ
で
少
し
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
正
式

文
書
に
は
両
行
、
控
え
や
草
稿
、
デ
ー
タ

に
は
札
、
年
月
日
を
省
略
し
、
か
つ
長
官

名
義
で
発
信
さ
れ
な
い
簡
略
な
文
書
に
は

単
独
簡
、
と
い
う
使
い
分
け
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
簡
の
形
状
と
中
身
に
は
対

応
関
係
が
あ
り
、
単
独
簡
よ
り
冊
書
形
式

が
、
札
よ
り
両
行
の
方
が
格
上
に
設
定
さ

れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

五
十
年
く
ら
い
前
で
い
え
ば
、
は
が
き
よ

り
封
書
が
、
鉛
筆
書
き
よ
り
ペ
ン
書
き
が

格
上
と
さ
れ
て
い
た
の
と
似
た
よ
う
な
考

え
方
だ
ろ
う
。

　

以
上
述
べ
た
の
は
、
編
綴
や
簡
の
幅
の

意
味
で
あ
る
が
、
簡
の
長
さ
に
意
味
が
あ

る
こ
と
は
文
献
に
み
え
て
い
る
。
た
だ
し

そ
れ
は
行
政
文
書
で
は
な
く
、
書
籍
と
皇

帝
の
命
令
書
で
あ
る
。
ま
ず
書
籍
に
つ
い

て
は
、「
易
・
詩
・
書
・
禮
・
樂
・
春
秋

の
策
は
皆
二
尺
四
寸
、
孝
經
は
謙
じ
て
之

を
半
ば
に
し
、
論
語
の
八
寸
策
は
三
分
し

て
一
に
居
し
、
又
謙
ず
」（『
儀
礼
』
聘
礼　

賈
公
彦
疏
引
鄭
玄
『
論
語
』
序
）
と
、
六

経
→
『
孝
経
』
→
『
論
語
』
と
そ
の
権
威

の
高
さ
が
簡
の
長
さ
で
表
現
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
律
に
つ
い
て
は
「
二
尺
四
寸
之

律
」（『
塩
鉄
論
』
詔
聖
）
と
か
「
三
尺

法
」（『
史
記
』
酷
吏
傳
）
と
あ
り
、
さ
ら

図
３　

冒
頭
の
年
月
日
が
な
く
、
発
信
者
も
「
官
」
だ
け
の
簡
略
な
書
式
で
、
こ
れ
一
枚
で
完
結
し
て
い
る
。

中
央
部
の
空
白
部
分
と
切
れ
込
み
は
、
紐
を
掛
け
、
封
泥
を
置
い
て
印
を
押
す
た
め
の
も
の
。
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令
和
五
年
十
二
月
二
十
日

印
　
刷
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文
舎
印
刷
株
式
会
社 

604-8131

念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
受
賞
論

文
は
、『
古
代
文
化
』
第
七
四
巻
四
号
、

二
〇
二
三
年
三
月
「
近
江
・
石
山
国
分
瓦

窯
か
ら
み
た
藤
原
京
造
瓦
供
給
体
制
の
特

質-

藤
原
京
造
営
に
お
け
る
律
令
負
担
の

考
古
学
予
察-｣

。
藤
原
宮
の
造
瓦
供
給

体
制
に
つ
い
て
の
精
緻
な
研
究
の
成
果
が

今
後
の
日
本
古
代
の
瓦
の
生
産
と
供
給
、

ひ
い
て
は
律
令
国
家
の
体
制
の
研
究
に
大

き
な
貢
献
を
な
す
も
の
と
し
て
、
朧
谷
壽

理
事
長
よ
り
表
彰
状
授
与
の
後
、「
瓦
で

読
み
解
く
藤
原
京
の
造
営
と
文
明
化
」
の

講
演
に
入
り
ま
し
た
。
講
演
の
後
、
伊
藤

雅
文
先
生(

〔
公
財
〕
石
川
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
・
古
代
文
化
編
集
参
与)

に
も
コ

メ
ン
テ
ー
タ
と
し
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
出
席
者
四
〇

名
。

　
　

▽
「
堀
河
院
跡
」
顕
彰
碑
除
幕
式

　

九
月
四
日
（
火
）
京
都
市
立
堀
川
音
楽

高
等
学
校
正
門
前
設
置
の
顕
彰
碑
な
ら
び

に
解
説
板
の
除
幕
式
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
協
会
会
と
し
て
二
十
六
カ
所
目
の
顕
彰

碑
と
な
り
ま
す
（
京
都
市
中
京
区
御
池
通

堀
川
東
入
る 

）。

　

御
来
賓
と
し
て
同
校
の
中
村
陸
子
校
長

先
生
、
福
田
聡
事
務
長
様
、
沓
谷
恭
子
教

頭
先
生
に
ご
臨
席
賜
り
ま
し
た
。
朧
谷
壽

理
事
長
よ
り
挨
拶
、
山
田
邦
和
理
事
か
ら

顕
彰
碑
に
つ
い
て
の
説
明
の
後
、
除
幕
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

朧
谷
理
事
長
の
「
堀
河
天
皇
は
雅
楽
の

笙
や
笛
の
名
手
で
あ
っ
て
こ
の
地
で
合
奏

も
愉
し
ん
だ
こ
と
が
史
料
か
ら
も
知
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
挨
拶
を
受
け
て
、
中
村

校
長
先
生
か
ら
「
千
年
の
時
を
経
て
、
こ

の
地
で
本
校
の
生
徒
た
ち
が
音
楽
を
愛

し
、
奏
で
る
こ
と
は
大
変
素
晴
ら
し
い
こ

と
。
こ
れ
を
機
に
音
楽
の
学
び
を
一
層
深

め
て
行
き
た
い
」
と
の
お
言
葉
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

以
前
、「
堀
河
天
皇
里
内
裏
跡
」
の
碑

が
、
近
く
の
ホ
テ
ル
に
設
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
新
ホ
テ
ル
建
築
に
伴
っ
て
撤
去

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
た
び
同
校

の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
下
、
ゆ
か
り
の
地

に
設
置
で
き
た
こ
と
は
喜
び
に
堪
え
ま
せ

ん
。
地
域
の
皆
様
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
い

て
い
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
に
お

い
て
本
碑
が
長
く
遺
り
続
け
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。

▽
公
開
講
演
会

　

九
月
二
四
日
（
日
）
京
都
府
立
京
都
学
・

歴
彩
館
の
共
催
を
い
た
だ
き
公
開
講
演
会

「
古
墳
の
終
末
と
天
智
天
皇
陵
」
を
開
催

し
ま
し
た
。
会
場
は
、
同
館
大
ホ
ー
ル
。

朧
谷
壽
理
事
長
の
開
会
挨
拶
の
後
、
金
田

章
裕
館
長
か
ら
も
お
言
葉
を
頂
戴
し
ま
し

た
。
講
演
会
内
容
は
、

　

中
久
保
辰
夫
講
師（
京
都
橘
大
学
准
教
授
）

　
「
山
科
の
遺
跡
と
御
廟
野
古
墳
」

　

高
橋
照
彦
講
師
（
大
阪
大
学
教
授
）

　
「
飛
鳥
時
代
の
古
墳
と
天
皇
陵
」

司
会
は
、
山
田
邦
和
協
会
理
事
（
同
志
社

女
子
大
学
教
授
）。

　

終
末
期
古
墳
の
様
相
に
テ
ー
マ
を
絞

り
、
終
末
期
古
墳
を
考
え
る
上
で
重
要

な
、
天
智
天
皇
の
真
陵
と
し
て
異
論
の
無

い
、
巨
大
八
角
墳
・
御
廟
野
古
墳
を
テ
ー

マ
の
中
心
に
据
え
ま
し
た
。
な
ぜ
天
智
天

皇
陵
が
山
科
に
築
か
れ
た
の
か
、
ま
た
そ

れ
に
至
る
飛
鳥
の
各
時
期
の
天
皇
陵
の
実

態
を
考
え
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　

直
前
に
両
講
師
の
体
調
不
良
と
い
う
非

常
事
態
に
陥
り
ま
し
た
が
、
講
演
の
録
画

上
映
、
ま
た
そ
の
後
の
座
談
会
は
高
橋
講

師
は
登
壇
、
中
久
保
講
師
に
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

で
遠
隔
参
加
を
し
て
い
た
だ
き
、
論
点
を

よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
と
お
も

い
ま
す
。
当
協
会
と
し
て
は
初
め
て
の
試

み
で
戸
惑
い
も
大
き
か
っ
た
で
す
が
、
京

都
学
歴
彩
館
の
関
係
者
の
皆
様
の
ご
助
力

に
よ
っ
て
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
い
ま
す
。
参
加
者
二
〇
〇
名
。

▽
第
十
一
回
角
田
文
衞
古
代
学
奨
励
賞

授
賞
式
な
ら
び
に
授
賞
記
念
講
演
会

　

十
月
十
五
日
（
日
）
京
都
文
化
博
物

館
別
館
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第
十
一
回

受
賞
者
・
新

し
ん
じ
ゃ
く尺

雅
弘
氏
の
授
賞
式
及
び
記

左より　山田邦和理事、朧谷壽理事長、

中村陸子校長先生、福田聡事務長様

座談風景　スクリーン左上より：中久保先生、

山田理事、下：高橋先生

授賞式の様子

右：新尺雅弘氏

　

協
会
事
業
の
報
告


