
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
吉
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ユ

ー
ラ
シ
ア
の
神
話
を
比
較
す
る
と
い
う
、
比
較
研
究
の
道
を
開
い

た
大
学
者
が
、
私
の
恩
師
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
メ
ジ
ル
と
い
う

人
で
す
が
、
そ
の
デ
ュ
メ
ジ
ル
が
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の

神
話
に
共
通
す
る
構
造
を
発
見
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
話
が
、

ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
家
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
「
歴
史
」
と
い
う
書
物
の

第
四
巻
の
記
事
で
す
。

松
平
千
秋
先
生
が
岩
波
文
庫
で
お
出
し
に
な
っ
た
翻
訳
で
、
そ

れ
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、

吉
田
敦
彦

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
○
東
西
文
化
交
流
と
比
較
神
話

日
本
神
話
と
比
較
神
話

ス
キ
ュ
タ
ィ
人
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
自
分
た
ち
は
世

吉
田
先
生
は
日
本
の
学
問
の
世
界
に
比
較
神
話
と
い
う
考
え
方
を
持
ち
込
ん
だ
先
達
で
、
ま
た
、
そ
う
い
う
研
究
を
国
際
的
に
広
め
ら
れ
て
き
た
方
で
も
あ
り
ま
す
。

非
常
に
広
い
視
野
で
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
か
ら
日
本
神
話
ま
で
を
つ
な
げ
て
み
よ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
お
話
を
い
た
だ
け
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
．

で
は
、
最
初
に
講
演
か
ら
始
め
ま
す
け
れ
唯

表
題
は
「
日
本
神
話
と
比
較
神
話
」
で
す
。

司
会
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
和
光
大
学
表
現
学
部
イ
メ
ー
ジ
文
化
学
科
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
松
枝
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

で
は
、
最
初
に
講
演
か
ら
始
め
ま
す
け
れ
ど
も
、
皮
切
り
と
し
て
、
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
・
吉
田
敦
彦
先
生
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授

ポ
リ
ュ
ス
テ
ネ
ス
河
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
現
在
の
ド

ニ
エ
プ
ル
河
を
呼
ん
だ
呼
び
方
で
す
。
で
す
か
ら
、
ド
ニ
エ
プ
ル

河
の
河
の
神
の
娘
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、

界
の
民
族
中
最
も
歴
史
の
新
し
い
民
族
で
、
そ
の
生
成
の
経
過

は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
無
人
の
境
で
あ
っ
た
彼

ら
の
国
土
に
最
初
に
生
れ
た
の
は
、
タ
ル
ギ
タ
オ
ス
と
い
う
名

の
男
で
あ
っ
た
。
こ
の
タ
ル
ギ
タ
オ
ス
の
両
親
は
ｌ
ｌ
彼
ら
の

い
う
と
こ
ろ
は
私
に
は
信
じ
難
い
が
、
彼
ら
は
と
も
か
く
そ
う

い
う
の
で
あ
る
ｌ
ゼ
ウ
ス
と
、
ボ
リ
ュ
ス
テ
ネ
ス
河
の
娘
と

で
あ
っ
た
と
い
う
。

よ
し
だ
．
あ
つ
ひ
こ

東
京
大
学
大
学
院
修
了
後
、
ス
ト
ラ

ス
ブ
ー
ル
大
学
留
学
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

大
学
講
師
、
成
践
大
学
教
授
な
ど
を

経
て
、
現
在
学
習
院
大
学
文
学
部
教

授
（
比
較
神
話
学
専
攻
）
。

著
瞥
淫
．
層
ョ
胃
言
一
。
哩
旦
名
。
国
昌
鯛
。
”

駅
恩
皇
言
苛
日
制
冒
一
ｇ
“
目
旦
扁
冒
冨
行
・
・
↑

静
昌
、
鳥
、
室
冒
。
討
号
堕
需
蒔
き
島
．

一
・
。
”
仁
剖
０
。
。
（
一
℃
○
い
）
。
一
○
い
亜
脚
い
い
０
心
韓

（
弓
ａ
）
、
「
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
日
本
神

譜
１
１
比
較
神
話
の
試
み
」
（
み
す
ず

凹
房
、
一
九
七
四
年
〉
、
「
水
の
神
話
」

（
青
土
社
、
一
九
九
九
年
）
ほ
か
。
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よ
そ
の
国
の
神
様
を
全
部
ギ
リ
シ
ャ
の
神
様
と
同
一
視
し
て
翻
訳

す
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
ス
キ
ュ
タ
イ
の
神
様
で
ゼ
ウ
ス

に
当
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
天
上
の
最
高
神
パ
パ
ィ
オ
ス
の
こ

と
を
ゼ
ウ
ス
と
呼
び
、
そ
の
パ
パ
イ
オ
ス
が
ボ
リ
ュ
ス
テ
ネ
ス
河

の
娘
と
交
わ
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
タ
ル
ギ
オ
タ
ス
で
あ
る
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。

タ
ル
ギ
タ
オ
ス
の
出
生
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
タ
ル
ギ
タ
オ
ス
か
ら
は
リ
ポ
ク
サ
ィ
ス
、
ア

ル
ポ
ク
サ
イ
ス
お
よ
び
末
子
と
し
て
コ
ラ
ク
サ
イ
ス
の
三
子
が

生
れ
た
。
こ
の
三
人
が
支
配
し
て
い
た
時
代
に
、
天
か
ら
黄
金

こ
の
書
物
の
も
う
ち
ょ
っ
と
先
に
、
こ
の
三
点
の
宝
物
、
後
で

な
ぜ
三
点
か
と
い
う
こ
と
も
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
宝
物
に

つ
い
て
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
さ
ら
に
こ
う
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

く
び
き

製
の
器
物
１
１
鋤
に
純
、
そ
れ
に
戦
斧
と
盃
１
１
が
ス
キ
ュ
テ

ィ
ア
の
地
に
落
ち
て
き
て
、
長
兄
が
一
番
に
こ
れ
を
見
付
け
、

そ
れ
を
と
ろ
う
と
し
て
近
付
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
黄
金
が
燃
え

出
し
た
。
長
兄
が
離
れ
た
後
次
兄
が
近
付
く
と
、
黄
金
は
ま
た

し
て
も
同
じ
こ
と
を
繰
返
し
た
。
こ
う
し
て
黄
金
の
器
物
は
燃

え
て
二
人
の
兄
を
近
付
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
三
番
目
に

末
弟
が
側
へ
ゆ
く
と
火
は
消
え
、
末
弟
は
そ
れ
を
わ
が
家
へ
持

っ
て
帰
っ
た
。
そ
こ
で
二
人
の
兄
も
末
弟
に
王
権
を
こ
と
ご
と

く
譲
る
こ
と
に
同
意
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ス
キ
ュ
タ
イ
人
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
発
祥
の
歴
史
は

以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
発
祥
以
来
、
す
な
わ
ち
初
代
の
王
タ

ル
ギ
タ
オ
ス
か
ら
ダ
レ
イ
オ
ス
の
ス
キ
ュ
テ
ィ
ァ
来
征
に
い
た

る
ま
で
の
期
間
は
、
総
計
千
年
で
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
は
な
い

と
し
て
い
る
。
か
の
黄
金
製
の
器
物
は
、
歴
代
の
王
が
何
に
も

ま
し
て
大
切
に
保
管
し
、
年
ご
と
に
盛
大
な
生
贄
を
捧
げ
て
神

の
ご
と
く
敬
い
祀
っ
て
い
る
。
祭
礼
の
際
野
外
で
こ
の
黄
金
の

聖
器
を
奉
持
し
て
い
る
も
の
が
眠
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
者
が

一
年
以
内
に
死
ぬ
と
い
う
言
い
伝
え
が
ス
キ
ュ
テ
ィ
ァ
に
は
あ

る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
役
の
者
に
は
、
彼
が
騎
馬
で
一
日
間
に

0 〃－



こ
う
い
う
こ
と
が
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
「
歴
市
笙
の
中
に
出
て
く
る

ん
で
す
。

こ
の
記
事
を
見
て
、
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
頭
に
、
彼
の
壮
大
な
神
話

学
の
出
発
点
と
な
る
ア
イ
デ
ア
が
た
ぶ
ん
天
恵
の
よ
う
に
ひ
ら
め

い
た
と
思
う
ん
で
す
．
つ
ま
り
、
ス
キ
ュ
タ
イ
の
最
初
の
王
様
に

な
っ
た
コ
ラ
ク
サ
ィ
ス
と
い
う
人
の
た
め
に
、
天
か
ら
黄
金
で
で

き
て
い
る
宝
物
が
降
っ
て
き
た
。
そ
の
宝
物
は
、
今
、
三
点
と
言

く
び
さ

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
鋤
に
範
、
そ
れ
に
戦
斧
と
盃
と
い
う
の
で

四
つ
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
皆
さ
ん
は
お
思
い
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
実
は
松
平
千
秋
先
生
の
ご
翻
訳
は
極
め
て
正
確
な
ん

く
び
き

く
ぴ
き

で
す
。
鋤
と
椀
は
、
「
鋤
に
純
」
と
訳
し
て
あ
り
ま
す
。
も
と
も

く
び
き

と
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、
鋤
の
こ
と
は
ア
ロ
ト
ロ
ン
、
範
の
こ
と
は

ジ
ュ
ゴ
ン
と
言
い
ま
す
。
戦
斧
と
訳
し
て
あ
る
の
は
、
ス
キ
ュ
タ

イ
の
戦
士
が
戦
い
に
使
う
武
器
と
し
て
用
い
て
い
た
斧
で
、
ギ
リ

シ
ャ
語
で
は
サ
ガ
リ
ス
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
盃
は
ピ
ア
レ
な
ん

で
す
。
そ
れ
を
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、
「
ア
ロ
ト
ロ
ン
テ
カ
イ

ジ
ュ
ゴ
ン
ヵ
ィ
サ
ガ
リ
ン
カ
イ
ピ
ア
レ
ン
」
と
書
い
て

く
ぴ
き

い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
ア
ロ
ト
ロ
ン
と
ジ
ュ
ゴ
ン
、
鋤
と
範
は

乗
り
廻
す
こ
と
の
で
き
る
だ
け
の
土
地
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
と
い
う
。
コ
ラ
ク
サ
ィ
ス
は
こ
の
広
大
な
国
土
を
三
つ
の
王

国
に
分
け
、
自
分
の
息
子
た
ち
に
所
領
と
し
て
与
え
た
が
、
そ

の
内
の
一
つ
を
特
に
他
よ
り
も
大
き
く
し
、
金
器
は
こ
の
国
に

保
管
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

「
テ
ヵ
ィ
」
と
い
う
接
続
詞
で
結
ん
で
、
そ
の
後
の
斧
と
盃
は
、

ど
ち
ら
も
カ
ィ
で
、
結
ん
で
い
て
、
こ
れ
は
英
語
の
ｇ
ｏ
に
当
た

り
ま
す
。

「
テ
カ
ィ
」
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
カ
イ
」
よ
り

も
も
っ
と
密
接
に
結
び
付
い
た
、
切
り
離
せ
な
い
よ
う
な
結
び
付

き
を
持
っ
た
も
の
を
つ
な
げ
る
と
き
に
使
う
接
続
詞
句
な
ん
で
す

が
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
こ
こ
で
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
言
葉
を
使
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
友
人
で
あ
っ
た
大
言
語

学
者
の
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
と
い
う
人
が
大
変
見
事
に

説
明
し
て
お
り
ま
す
。

ス
キ
ュ
タ
ィ
人
と
い
う
の
は
、
イ
ラ
ン
人
の
一
派
な
ん
で
す
。

イ
ラ
ン
語
の
最
も
古
い
言
葉
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
教
典
の

「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
」
に
使
わ
れ
て
い
る
ア
ヴ
ェ
ス
タ
語
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
」
の
中
に
「
ア
エ
ー
シ
ャ
ュ
ゴ
ー

セ
ミ
」
と
い
う
一
つ
の
語
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
「
ア
エ
ー
シ

く
び
倉

ャ
」
と
い
う
の
は
鋤
で
、
「
１
ゴ
ー
」
と
い
う
の
は
範
で
す
。
「
セ

ミ
」
と
い
う
の
は
、
「
ア
エ
ー
シ
ャ
」
の
部
分
と
「
１
ゴ
ー
」
の

く
び
き

部
分
と
を
、
範
に
鋤
を
付
け
て
牛
に
引
か
せ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

つ
な
ぐ
木
の
柄
み
た
い
な
も
の
、
そ
れ
を
「
セ
ミ
」
と
言
う
わ
け

で
す
。
こ
の
三
つ
の
言
葉
を
合
わ
せ
て
一
語
に
し
て
い
る
わ
け
で

く
び
き

す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
ア
ヴ
ェ
ス
タ
語
は
、
鋤
と
範
を
一
つ
に
つ

な
げ
た
も
の
と
し
て
表
し
て
い
る
言
葉
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ

に
当
た
る
言
葉
が
ス
キ
ュ
タ
ィ
語
に
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ギ

く
び
き

リ
シ
ャ
語
に
は
鋤
と
椀
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
表
す
よ
う
な
単
語
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は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、
「
ア
ロ

ト
ロ
ン
テ
カ
イ
ジ
ュ
ゴ
ン
」
と
い
う
、
特
別
密
接
な
結
び

く
び
き

付
き
を
持
っ
た
も
の
を
表
す
の
に
使
う
接
続
詞
で
、
鋤
と
純
と
い

う
言
葉
を
結
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
。
こ
う
い
う
見
事
な
説
明
を
し
ま

く
ぴ
白

し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
鋤
と
鞭
は
畑
を
耕
す

た
め
の
一
点
の
農
具
で
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
戦
斧
と
い
う
の
は
斧
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
松
平

千
秋
先
生
が
実
に
的
確
に
お
訳
し
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ

に
戦
斧
で
あ
っ
て
、
ス
キ
ュ
タ
イ
の
戦
士
が
戦
い
に
使
う
典
型
的

な
武
器
の
一
つ
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
最
後
に
も
う
一
つ
、
盃
が
出
て
き
ま
す
。
今
、
ス
キ
ュ

タ
イ
人
は
イ
ラ
ン
人
の
一
派
だ
と
申
し
ま
し
た
が
、
イ
ラ
ン
人
と
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
出
た
言
葉
を
話
し
て
い
る
イ
ン
ド
人
と

は
、
も
と
も
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
一
番
古
い
形
、
リ
グ
ヴ

図1王権神授文様飾板、2点。
前4世紀､金､咽押し、37×35mm、ザポロジェ州メ
リトポルI1iメリトポル古埆、1954年、AI・テレノシ
ュキン発掘。
手に鎖を持ち肘掛け椅f,に服った女神と、その卿に
立ってリュI･ンから滴を飲むスキュクイ人を検向き
に我わしている。多くの研究荷はこれをスキュタイ
の女神がスキュクイ暇に柵力を授与する瑚,Iniを炎わ
したものとぶえている．

エ
ダ
に
出
て
く
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
ア
ヴ
ェ
ス
タ
に

使
わ
れ
て
い
る
イ
ラ
ン
語
を
比
べ
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
言

語
の
二
つ
の
方
言
と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
よ
く
似
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
そ
れ
ぞ
れ
一
派

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
中
で
も
、

も
と
も
と
は
共
通
の
言
葉
を
話
し
て
い
た
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
人
と

し
て
一
括
で
き
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
言
語
学
的
に
は
そ
う
な

ん
で
す
。

そ
の
イ
ン
ド
、
イ
ラ
ン
人
の
間
で
は
、
イ
ン
ド
で
は
ソ
マ
、
イ

ラ
ン
で
は
ハ
オ
マ
と
呼
ば
れ
る
神
聖
な
飲
み
物
を
神
に
お
供
え
す

る
、
そ
れ
が
最
も
重
要
な
宗
教
の
儀
礼
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か

ら
盃
は
、
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
系
の
民
族
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
祭

司
が
宗
教
の
儀
式
を
行
な
う
と
き
に
肝
心
な
祭
具
な
ん
で
す
。
と

り
わ
け
ス
キ
ュ
タ
イ
人
に
と
っ
て
盃
は
祭
具
の
中
で
も
最
も
重
要

図2王権神授文様姉仮、2点。
前4世紀､金､邸押し､35×37mm､ザ銀ﾛジｪ州メ
リトポルI1fメリトポル6Wl,197()年、V､1.ビジリャ
発掘p
図1と瀬似したI池であるが､浮彫はずっと高く､
また人物隙の衣服もさらに鮮細に炎わされている。
スキュタイ古jmから出tした・述のこの穂の飾板の
うちでは、もっともくっきりした揃写である。
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な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
よ
う
な
出
土
品
が
、
図
１
，
２
，

３
に
示
し
て
あ
り
ま
す
よ
う
な
品
物
で
す
。
こ
れ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
王
様
の
お
墓
か
ら
出
て
く
る
出
土
品
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
図
１
，
２
は
黄
金
製
の
飾
り
板
で
す
。
ス
キ
ュ
タ
イ

の
王
は
、
死
ぬ
と
こ
う
い
う
黄
金
の
飾
り
板
を
衣
服
に
い
っ
ぱ
い

縫
い
付
け
て
葬
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
王
様
の
お
墓
の
中
で
、

飾
り
板
の
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
た
衣
服
の
ほ
う
は
腐
っ
て
な
く
な

っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
、
お
墓
を
発
掘
し
ま
す
と
床
に
い
っ

ぱ
い
こ
う
い
う
黄
金
の
飾
り
板
が
埋
積
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

図
１
，
２
の
解
説
を
見
て
い
た
だ
く
と
お
わ
か
り
に
な
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
大
女
神
が
玉
座
に
座
っ
て
い
て
、
手

に
鏡
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
前
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
お
墓
に

葬
ら
れ
て
い
た
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
王
様
が
、
盃
に
入
っ
た
飲
み
物
を

飲
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
場
面
を
表
し
て
い
ま
す
。

図
３
は
品
物
が
違
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
王
様
が
お
で

こ
の
と
こ
ろ
に
飾
り
と
し
て
付
け
て
い
た
冠
の
一
部
の
黄
金
の
飾

り
板
で
す
。
上
の
写
真
も
下
の
写
真
も
同
じ
物
で
、
下
は
女
神
と

王
様
の
部
分
を
拡
大
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
も
説
明
が
あ
る
の
で
見
て
い
た
だ
く
と
お
わ
か
り
に
な
り

ま
す
が
、
大
女
神
が
玉
座
に
座
っ
て
い
て
、
一
方
の
手
に
は
鏡
を
、

も
う
一
方
の
手
に
は
丸
い
壷
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
前
に
ス
キ
ュ

タ
ィ
の
王
様
が
王
の
印
で
あ
る
笏
と
、
飲
み
物
が
入
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
盃
を
持
っ
て
ひ
ざ
ま
ず
い
て
い
る
。
多
く
の
研
究
者
は

こ
れ
を
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
女
神
が
ス
キ
ュ
タ
イ
王
に
権
力
を
授
与
す

る
場
面
を
表
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
王
様
の
叙
位
式

な
ん
で
す
。
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
人
た
ち
は
、
王
様
が
王
位
に
つ
く
と

き
に
は
、
大
女
神
か
ら
盃
に
入
っ
た
飲
み
物
を
与
え
ら
れ
て
、
そ

れ
を
女
神
の
前
で
飲
む
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
王
位
に
つ
く
。
こ

う
い
う
観
念
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
盃
は
王
様
が
王
様
に
な
る
た
め
の
お
祭
り
で
使
わ
れ

た
祭
具
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ス
キ
ュ
タ
イ
人
に
と
っ
て
は
盃

は
ま
さ
に
宗
教
を
行
な
う
の
に
最
も
肝
心
な
も
の
で
、
同
時
に
ま

た
王
権
を
表
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
二
重
の
意
味
を
持
っ

た
神
聖
な
品
物
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

く
び
色

鋤
と
椀
は
、
農
民
が
畑
を
耕
す
、
つ
ま
り
食
べ
物
を
生
産
す
る

た
め
に
使
わ
れ
る
道
具
で
す
。
斧
は
戦
い
に
使
う
武
器
で
す
か
ら
、

戦
士
の
道
具
で
あ
る
。
そ
し
て
盃
は
宗
教
の
儀
礼
を
行
な
う
た
め

に
祭
司
や
王
が
使
う
品
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
」
、
つ
ま
り
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
古
い
教
義
で
は
、

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
社
会
は
、
ア
ー
サ
ウ
ル
ヴ
ア
ン
と
呼
ば
れ

る
祭
司
た
ち
と
、
ラ
サ
エ
ー
・
シ
ュ
タ
ル
と
呼
ば
れ
る
戦
士
た
ち

と
、
そ
れ
か
ら
ヴ
ァ
ー
ス
ト
リ
ョ
１
．
フ
シ
ュ
ャ
ン
ト
ー
ヴ
ァ

ー
ス
ト
リ
ョ
ー
と
い
う
の
は
農
民
で
、
フ
シ
ュ
ャ
ン
ト
と
い
う
の

は
牧
畜
を
す
る
人
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
１
１
つ
ま
り
農
民
・
牧
畜

者
と
呼
ば
れ
る
、
畑
を
耕
し
た
り
、
家
畜
を
飼
っ
て
食
物
を
生
産

す
る
人
た
ち
、
そ
う
い
う
三
つ
の
ピ
シ
ュ
ト
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
る

身
分
の
者
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た

－014



わ
け
で
し
て
、
こ
の
三
点
の
宝
物
は
明
ら
か
に
祭
司
、
戦
士
、
生

産
者
の
道
具
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
』
に
あ
る
と
お
り
、
祭
司
と
戦
士
と

生
産
者
の
働
き
が
最
も
肝
心
な
も
の
な
ん
だ
と
。
王
様
が
支
配
す

る
社
会
が
成
り
立
つ
た
め
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
、

祭
司
の
働
き
で
あ
る
宗
教
と
、
戦
士
の
役
目
の
戦
闘
と
、
食
物
の

生
産
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
が
イ
ラ
ン
人
の
一
派
の
遊
牧
民
で

あ
る
ス
キ
ュ
タ
イ
人
の
間
に
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
は
っ
き
り
わ
か
る
わ
け
で
す
。

イ
ン
ド
で
も
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
最
も
古
い
考
え
方
で
は
、
人
間

の
社
会
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
と
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
と
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
と

シ
ュ
ー
ド
ラ
と
い
う
四
つ
の
ヴ
ァ
ル
ナ
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
て
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
と
い
う
の
は
祭
司
、
ク
シ
ャ

ト
リ
ア
は
戦
士
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
は
生
産
者
で
す
。
シ
ュ
ー
ド
ラ
と

い
う
の
は
賎
民
で
す
け
れ
ど
も
、
賎
民
と
言
っ
て
も
、
ヒ
ン
ズ
ー

教
の
考
え
方
は
極
め
て
極
端
で
あ
り
ま
し
て
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
に
属

し
て
い
る
人
間
を
殺
す
罪
は
、
虫
を
殺
す
罪
に
等
し
い
と
、
マ
ヌ

の
法
典
な
ん
か
に
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
人

間
の
範
鰐
に
は
入
ら
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
本
当
の
人
間
の
範

晴
に
入
る
も
の
は
、
祭
司
と
戦
士
と
生
産
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
考
え
方
が
ス
キ
ュ
タ
イ
人
の
間
に
も
あ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
祭
司
と
戦
士
と
生
産
者
の
働
き
を
表
す
よ
う
な
三
点
の
宝

物
が
、
最
初
の
王
の
た
め
に
天
か
ら
降
り
て
き
た
。
そ
れ
で
そ
れ

を
手
に
入
れ
た
者
が
王
権
の
正
当
な
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
証
明
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
三
点
の
品
物
を
代
々
の
ス
キ

ュ
タ
イ
の
王
様
は
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
、
年
ご
と
に
盛
大
な
生

贄
を
捧
げ
て
、
神
の
ご
と
く
敬
っ
て
い
た
。
ま
る
で
神
様
の
よ
う

に
崇
め
て
、
侍
蟹
牛
、
三
点
の
品
物
を
お
祀
り
し
て
い
た
。
こ
う
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
三
点
の
品
物
は
、
明
ら
か
に
日
本
の
神
話
に
出
て
く
る
と

申
し
ま
す
か
、
神
話
だ
け
で
は
な
く
て
、
現
在
で
も
我
々
が
大
切

に
思
っ
て
お
り
ま
す
日
本
の
皇
室
の
三
種
の
神
器
と
い
ろ
い
ろ
な

点
で
大
変
よ
く
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
三
種
の
神
器
と
い
う

の
は
、
皇
室
の
祖
先
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
大
女
神
の
天
照

図3額飾り（下図は上図の拡大図)。
柵4世紀､金､型押し、鐙65×幅98mm，チェルカッスィ州サフ
ノフカ村占j側、1901年、M・ケゼ発掘。
儀礼の墹而を表わした長方形の飾板。炎わされた多くの人物像
の中心に、鏡と丸い壷を手に持つスキュクイの女神が肘掛け梢
子に腿っている。女神の前には、リュトンと笏を持ったスキュ
タイ人が雌いている。その後ろには笠琴を奏でる人物と、アン
プ謝・ラから酒を杯に注ぐ2人の滞肴がいる。女神の後ろには、
Ni扇を持つ若者がおり、その後ろには誰兄弟の契りを結ぶ熔曝
(2人のスキュタイ人が同じリュトンから滴を飲む）と生髄の
刈而がある。この額飾りの花題は他に例がない。他のスキュタ
イ過物では、ここに描かれている价蹴のうち、1つ1つの瀬例
が知られているだけである。
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大
神
に
中
っ
国
つ
ま
り
日
本
の
国
土
の
支
配
を
命
じ
ら
れ
ま
し
て
、

日
向
の
高
千
穂
に
降
臨
を
し
た
と
き
に
天
照
大
神
か
ら
授
か
っ
て

き
た
も
の
で
、
天
か
ら
下
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
皇
室
の
王
権
の
印

と
な
っ
て
い
る
三
点
の
宝
物
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
日
本
の

神
話
に
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
三
種
の
神
器
の
う
ち
、
八
腿
鏡
は
伊
勢
の
皇
大

神
宮
の
内
宮
の
ご
神
体
で
あ
り
、
つ
ま
り
天
照
大
神
の
ご
神
体
で

す
。
草
薙
の
剣
は
熱
田
神
宮
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
し
て
、

や
は
り
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
三
種
の
神
器

が
持
っ
て
い
る
意
味
も
、
ス
キ
ュ
タ
イ
の
王
様
の
三
点
の
宝
と
大

変
よ
く
重
な
り
合
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
う
ん
で
す
。

「
古
事
記
」
で
天
照
大
神
が
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
三
種
の

神
器
を
授
け
た
と
き
に
天
照
大
神
は
八
腿
鏡
に
つ
い
て
、
「
こ
れ

あ

い
つ

の
鏡
は
、
も
は
ら
我
が
御
魂
と
し
て
、
吾
が
前
を
拝
く
が
ご
と
、

い
つ斎

き
ま
つ
れ
」
と
言
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鏡
は
自
分

の
御
魂
と
し
て
、
自
分
を
お
祀
り
す
る
よ
う
に
お
祀
り
し
な
さ
い
。

こ
う
言
っ
て
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
授
け
た
。
も
ち
ろ
ん
神
器

は
ど
れ
も
神
様
な
の
で
、
尊
い
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
八
鹿
鏡
は

こ
の
三
点
の
神
器
の
中
で
も
と
り
わ
け
宗
教
を
表
す
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
草
薙
の
剣
は
言
う
ま
で
も
な
く
武
器
で
す
か
ら
、
ス

キ
ュ
タ
ィ
王
の
宝
の
戦
斧
に
当
た
る
、
戦
士
の
働
き
を
表
す
意
味

の
あ
る
宝
物
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
曲
玉
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
と

い
う
と
、
こ
れ
も
「
古
事
記
」
の
記
事
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
参

考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

は
、
後
で
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
高
天
原
で
生
ま
れ
て
、
生
ま
れ
る

と
す
ぐ
に
天
照
大
神
か
ら
、
豊
葦
原
中
国
、
豊
葦
原
瑞
穂
国
と
も

言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
国
土
の
支
配
を
命
じ
ら
れ
て
、
高

天
原
か
ら
地
上
に
降
り
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
に
豊

葦
原
中
国
の
支
配
者
の
印
と
し
て
三
点
の
品
物
を
天
照
大
神
が
授

け
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
古
事
記
」
の
記
事
で
真
っ
先

に
上
が
っ
て
い
る
の
は
八
尺
の
曲
玉
で
す
。
天
照
大
神
は
生
ま
れ

た
ば
か
り
の
自
分
の
孫
に
日
本
の
国
土
の
支
配
を
命
令
し
て
、
高

天
原
か
ら
国
土
へ
降
り
て
行
か
せ
た
。
そ
の
と
き
に
支
配
者
の
印

と
し
て
曲
玉
を
は
じ
め
と
す
る
三
点
の
宝
物
を
授
け
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
天
照
大
神
自
身
も
１
１
天
照
大
神
は
天
上
で
は
な

く
て
地
上
で
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
ｌ
父
親
の
伊
邪
那
岐
命
に

よ
っ
て
、
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
「
汝
が
命
は
高
天
の
原
を
知
ら
せ
」

と
言
わ
れ
て
、
高
天
原
の
支
配
者
に
任
命
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

み
く
び
た
ま

そ
の
と
き
伊
邪
那
岐
命
は
、
「
古
事
記
」
に
よ
れ
ば
「
御
頸
珠
の

玉
の
緒
も
も
ゅ
ら
に
取
り
ゆ
ら
か
し
て
、
天
照
ら
す
大
御
神
に
賜

ひ
て
詔
り
た
ま
は
く
、
「
汝
が
命
は
高
天
の
原
を
知
ら
せ
」
と
、

こ
と
よ

言
依
さ
し
て
賜
ひ
き
」
、
つ
ま
り
あ
な
た
は
高
天
原
の
支
配
者
に

な
り
な
さ
い
と
言
っ
て
、
自
分
の
首
に
か
け
て
い
た
玉
の
飾
り
を

天
照
大
神
に
授
け
た
。
そ
し
て
天
照
大
神
を
そ
の
ま
ま
天
に
上
ら

せ
て
、
高
天
原
を
支
配
さ
せ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
、
一
方
の
天
照
大
神
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
自
分
の
孫
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の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
玉
を
授
け
て
、
地
上
の
支
配
を
命
令

し
て
、
地
上
に
降
り
て
行
か
せ
た
。
他
方
で
伊
邪
那
岐
命
は
生
ま
れ

た
ば
か
り
の
天
照
大
神
に
高
天
原
の
支
配
を
命
令
し
て
、
そ
の
印

と
し
て
や
は
り
玉
の
飾
り
を
授
け
て
天
上
に
昇
ら
せ
た
。
で
す
か

ら
、
高
天
原
の
支
配
者
の
印
と
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
に
授
け
ら
れ
た

玉
と
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
中
国
の
支
配
者
の
印
と
し
て
ア

マ
テ
ラ
ス
か
ら
授
け
ら
れ
た
玉
と
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
意
味
的

に
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
う
ん
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
記
事
の
後
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
「
か
れ
そ

み
く
ら
た
な

の
御
頸
珠
の
名
を
、
御
倉
板
挙
の
神
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
つ
ま
り

天
照
大
神
が
授
か
っ
た
高
天
原
の
支
配
者
の
印
の
玉
は
、
玉
そ
の

も
の
が
神
様
で
、
ミ
ク
ラ
タ
ナ
と
い
う
名
前
だ
っ
た
の
で
す
。
ミ

ク
ラ
と
い
う
の
は
尊
い
倉
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
タ
ナ
と
い
う
の

は
、
種
と
い
う
言
葉
の
古
い
形
で
す
。
種
一
般
を
意
味
し
て
も
使

わ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
よ
り
狭
い
意
味
で
言
っ
た
場
合
に

図4-1田の神迎え

は
、
特
に
稲
の
種
の
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
で

す
。
天
照
大
神
が
す
で
に
高
天
原
の
支
配
者
に
な
っ
て
、
自
分
の

つ
く
よ
み
の
み
こ
と

う
け
も
ち
の
か
み

弟
の
月
の
神
様
の
月
夜
見
尊
に
、
地
上
に
保
食
神
と
い
う
食
物
の

神
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
は
聞
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
神
を

訪
ね
る
よ
う
に
と
命
令
を
い
た
し
ま
し
て
、
保
食
神
の
と
こ
ろ
に

月
夜
見
尊
が
行
き
ま
す
。
保
食
神
は
そ
の
訪
問
を
大
層
喜
ん
で
、

月
夜
見
尊
を
も
て
な
そ
う
と
し
て
、
ま
ず
国
の
ほ
う
に
顔
を
向
け

て
、
口
か
ら
た
く
さ
ん
の
御
飯
を
吐
き
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
海

の
ほ
う
に
顔
を
向
け
て
、
口
か
ら
た
く
さ
ん
の
魚
を
吐
き
出
し
た
。

次
に
山
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
て
、
口
か
ら
た
く
さ
ん
の
肉
を
食
べ

る
こ
と
の
で
き
る
烏
や
獣
を
吐
き
出
し
て
、
そ
れ
ら
の
物
を
ご
ち

そ
う
に
し
て
、
大
き
な
台
の
上
に
ど
っ
さ
り
積
み
上
げ
て
、
さ
あ

召
し
上
が
れ
と
言
っ
て
も
て
な
そ
う
と
し
た
。

け
が
ら
わ

い
や

そ
う
す
る
と
月
夜
見
尊
は
、
「
磯
し
き
か
な
、
鄙
し
き
か
な
、

図4-2田の神の入浴

図4-3アエノコト

唾

図4-4神職
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い
づ
く
に

た
ぐ

寧
ぞ
口
よ
り
吐
れ
る
物
を
以
て
、
敢
へ
て
我
に
養
ふ
く
け
む
」

ｌ
ｌ
何
と
い
う
無
礼
な
、
汚
ら
し
い
こ
と
を
す
る
、
口
か
ら
吐
き
出

し
た
物
を
自
分
に
食
べ
さ
せ
よ
う
と
は
何
事
か
と
言
っ
て
、
真
っ

赤
に
な
っ
て
怒
っ
て
、
剣
を
抜
い
て
保
食
神
を
殺
し
て
し
ま
う
ん

で
す
。
そ
し
て
帰
っ
て
き
て
、
天
照
大
神
に
そ
の
こ
と
を
報
告
す

る
と
、
天
照
大
神
は
大
変
怒
っ
て
、
月
夜
見
尊
に
向
か
っ
て
、
「
汝

は
是
悪
し
き
神
な
り
。
相
見
じ
」
ｌ
ｌ
あ
な
た
は
悪
い
神
様
だ
か

ら
、
も
う
顔
を
合
わ
せ
な
い
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ま
で
太
陽

と
月
が
一
緒
に
並
ん
で
空
に
出
て
い
た
の
が
、
天
照
大
神
と
月
夜

見
尊
は
こ
の
と
き
か
ら
昼
と
夜
に
分
か
れ
て
空
に
出
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
初
め
て
昼
と
夜
の
区
別
が
つ
い
た
と
い
う
の
で
す
。

あ
ま
の
く
ま
ひ
と

そ
の
後
、
天
照
大
神
が
天
熊
人
と
い
う
神
様
を
地
上
に
様
子
を

見
に
行
か
せ
ま
す
と
、
確
か
に
保
食
神
が
死
ん
で
い
て
、
そ
の
死

体
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら
牛
や
馬
、
蚕
、
そ
れ
と
、
粟
、
稗
、

稲
、
麦
、
豆
の
五
穀
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
を
天
熊
人
が
高
天
原

に
全
部
持
っ
て
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
天
照
大
神
に
献
上
し
た

と
こ
ろ
、
天
照
大
神
は
大
変
喜
ん
だ
。
そ
し
て
弓
是
の
物
は
、

う
つ
あ
を
ひ
と
く
さ

顕
見
し
き
蒼
生
の
、
食
ひ
て
活
く
べ
き
も
の
な
り
」
と
の
た
ま
ひ

姓
た
け
つ
も
の

て
、
乃
ち
粟
稗
麦
豆
を
以
て
は
、
陸
田
種
子
と
す
。
稲
を
以
て
は

た
な
つ
も
の

水
田
種
子
と
す
」
ｌ
つ
ま
り
粟
と
稗
と
麦
と
豆
は
人
間
の
食
べ

物
だ
と
言
っ
て
、
畑
の
作
物
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
は
区
別

た
な
つ
も
の

し
て
、
稲
は
水
田
種
子
と
し
た
。
そ
し
て
人
間
の
食
べ
物
で
は
な

く
て
、
天
上
の
神
々
の
食
べ
物
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
高
天

原
に
田
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
で
稲
を
育
て
さ
せ
た
わ
け
で
す
。
こ

は
た
け

う
い
う
ふ
う
に
稲
だ
け
が
「
た
な
つ
も
の
」
と
呼
ば
れ
て
、
陸
田

つ
も
の

種
子
で
あ
る
ほ
か
の
穀
物
と
区
別
さ
れ
た
ん
で
す
。
タ
ナ
と
い
う

の
は
、
で
す
か
ら
も
と
も
と
は
稲
の
種
を
呼
ぶ
言
葉
だ
っ
た
わ
け

で
す
。
だ
か
ら
、
御
倉
板
挙
と
い
う
の
は
、
翌
年
、
種
と
し
て
ま

か
れ
る
ま
で
倉
に
し
ま
わ
れ
て
い
る
稲
の
種
を
意
味
す
る
、
そ
う

い
う
神
様
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

翌
年
、
田
ん
ぽ
に
ま
か
れ
る
種
籾
の
入
っ
た
俵
は
、
日
本
の

方
々
の
お
祭
り
で
も
っ
て
実
際
に
神
様
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。
図
４
１
１
４
１
２
４
１
３
４
１
４
の
四
つ

、

、

、

の
写
真
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
大
変
有
名
な
お
祭
り
で
、

ご
存
じ
の
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
石
川
県
の
能
登

半
島
の
先
端
に
近
い
あ
た
り
に
珠
洲
郡
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
ア
エ
ノ
コ
ト
と
い
う
お
祭
り
で
す
。

一
二
月
五
日
と
二
月
九
日
に
同
じ
よ
う
な
お
祭
り
を
繰
り
返
す
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
二
月
五
日
に
行
な
わ
れ
る
ア
エ
ノ
コ

ト
の
写
真
で
す
。

一
年
間
、
田
ん
ぽ
で
稲
を
つ
く
る
た
め
に
一
生
懸
命
働
い
て
く

だ
さ
っ
た
田
の
神
様
を
家
に
お
迎
え
し
て
、
丁
重
に
お
も
て
な
し

を
す
る
。
そ
し
て
、
二
月
九
日
に
今
度
は
そ
の
神
様
を
家
か
ら
送

り
出
す
お
祭
り
を
し
て
、
ま
た
一
年
間
、
田
ん
ぽ
で
働
い
て
い
た

だ
く
わ
け
で
す
。

図
４
１
１
は
、
そ
の
家
の
主
人
が
田
ん
ぽ
に
行
き
ま
し
て
、
そ

こ
で
柏
手
を
打
っ
て
、
「
田
の
神
様
、
お
寒
う
ご
ざ
い
ま
し
た
や

ろ
。
長
々
ハ
ャ
御
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
か
お
迎
え
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に
上
が
り
ま
し
た
さ
か
い
、
お
い
で
下
さ
い
ま
し
」
と
言
っ
て
、

家
に
恭
し
く
神
様
を
案
内
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
家
の
入

り
口
の
と
こ
ろ
で
は
家
族
全
員
が
神
様
を
恭
し
く
お
迎
え
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
図
４
１
２
に
あ
る
よ
う
に
、
家
の
主
人
が
、
翌
年
、

種
と
し
て
ま
か
れ
る
籾
の
入
っ
た
俵
を
そ
の
神
様
の
ご
神
体
と
し

て
取
り
扱
っ
て
、
そ
れ
を
お
風
呂
に
入
れ
る
ん
で
す
。

そ
し
て
、
図
４
１
３
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
家
の
座
敷
の
床
の

間
の
と
こ
ろ
に
種
籾
の
俵
を
ご
神
体
と
し
て
お
祀
り
を
し
て
、
そ

の
前
に
図
４
１
４
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
ご
ち
そ
う
を
お
供
え
し
て
、

一
年
間
の
苦
労
に
感
謝
す
る
わ
け
で
す
。

写
真
で
よ
く
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
お
祭
り
で
は
種
籾
の
入
っ

た
俵
が
ま
さ
に
神
様
な
ん
で
す
。
次
に
図
５
の
写
真
を
ご
ら
ん
く

だ
さ
い
。
本
当
は
こ
の
写
真
は
我
々
が
目
に
し
て
は
い
け
な
い
も

の
で
、
皆
さ
ん
、
伊
勢
神
宮
に
お
参
り
な
さ
っ
て
も
、
こ
の
建
物

は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
内
閣
総
理
大
臣
も
こ
こ
ま
で
は
行

け
な
い
ん
で
す
。
天
皇
陛
下
お
ん
み
ず
か
ら
し
か
こ
こ
ま
で
お
い

で
に
な
れ
な
い
わ
け
で
す
。
伊
勢
の
皇
大
神
宮
の
内
宮
の
御
正
殿

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
御
正
殿
と
、
図
６
の
写
真
、
こ
れ
は
皆
さ

図5伊勢神 宮の御正殿

図6静岡県晉昌握跡の高倉
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ん
ご
存
じ
の
静
岡
県
の
登
呂
の
遺
跡
で
、
当
時
、
稲
を
し
ま
っ
た

高
倉
を
復
元
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
分
か
り
ま
す
よ
う

に
、
皇
大
神
宮
の
内
宮
の
御
正
殿
は
、
稲
を
納
め
る
倉
の
形
を
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
御
倉
板
挙
の
神
と
い
う
の
は
、
ま

さ
に
そ
う
い
う
神
様
を
お
祀
り
す
る
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
倉
に
納
め
ら
れ
て
、
翌
年
、
種
と
し
て
ま
か
れ
る
稲
の
種
の
神

様
な
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
日
本
の
三
種
の
神
器
の
八
腿
の
鏡
は
宗
教
を
、

草
薙
の
剣
は
戦
闘
を
、
そ
し
て
八
尺
の
曲
玉
は
稲
作
、
つ
ま
り
日

本
人
に
と
っ
て
最
も
肝
心
な
食
物
の
生
産
を
あ
ら
わ
す
、
そ
う
い

う
意
味
を
持
っ
た
宝
物
で
あ
り
ま
し
て
、
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
最
初
の

王
様
の
た
め
に
天
か
ら
下
っ
て
き
て
、
そ
し
て
代
々
の
ス
キ
ュ
タ

イ
の
王
様
が
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
、
神
様
と
し
て
お
祀
り
を
し

て
い
た
三
点
の
宝
物
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
意
味
を
三
種
の
神
器

は
持
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

で
は
、
日
本
と
ス
キ
ュ
タ
イ
の
神
話
で
ど
う
し
て
こ
う
い
う
一

致
が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
日
本
の
神
話
が
書
き
と
め
ら
れ

た
の
は
紀
元
八
世
紀
の
初
め
で
、
奈
良
時
代
の
初
め
に
「
古
事
記
」

と
「
日
本
書
紀
」
に
神
話
が
書
か
れ
た
わ
け
で
す
。
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
神
話
の
原
型
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
元
の
形
は
そ
の
前

に
す
で
に
で
き
て
い
た
わ
け
で
、
お
そ
ら
く
四
世
紀
か
ら
六
世
紀

に
か
け
て
の
古
墳
時
代
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
七
世
紀
、
そ
う
い

う
時
期
の
間
に
日
本
の
神
話
は
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
時
期
に
日
本
が
最
も
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
地
域
は

ど
こ
か
と
申
し
ま
す
と
、
韓
半
島
で
す
。
韓
半
島
は
、
当
時
は
三

国
時
代
と
申
し
ま
し
て
、
高
句
麗
と
百
済
と
新
羅
と
い
う
三
つ
の

国
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
韓
半
島
は
、
皆
さ
ん
韓
国

に
ご
旅
行
な
さ
っ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
韓
国
に
旅
行
す

る
と
も
ち
ろ
ん
ソ
ウ
ル
に
行
く
わ
け
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の

次
に
訪
れ
る
場
所
は
慶
州
で
、
昔
の
新
羅
の
王
様
の
都
で
す
。
そ

の
慶
州
の
博
物
館
に
行
き
ま
す
と
、
新
羅
の
王
様
の
お
墓
か
ら
出

た
出
土
品
が
い
っ
ぱ
い
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
れ
ば
一

目
瞭
然
で
、
後
で
鶴
岡
先
生
の
お
話
に
ス
キ
ュ
タ
イ
の
美
術
の
こ

と
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
ス
キ
ュ
タ
イ
的
な
品
物

が
お
墓
か
ら
た
く
さ
ん
出
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
時
代
の
韓
半
島

は
南
の
端
ま
で
ス
キ
ュ
タ
イ
人
の
文
化
の
非
常
に
強
い
影
響
を
受

け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
な
わ
け
で
す
。

そ
の
時
期
に
は
韓
半
島
か
ら
大
勢
の
人
た
ち
が
日
本
に
渡
来
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
渡
来
人
は
、
当
時
は
韓
半
島

の
ほ
う
が
日
本
よ
り
も
先
進
文
化
の
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

知
識
人
で
あ
る
。
文
字
を
は
じ
め
と
し
て
、
仏
教
も
そ
う
で
す
し
、

い
ろ
い
ろ
な
技
術
、
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、

朝
廷
で
も
重
く
用
い
ら
れ
て
い
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
と
う
ぜ
ん
非
常
に
大
き
な
文
化

的
な
影
響
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
時
代
に
日
本
の
神
話
が
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

日
本
の
神
話
は
、
韓
半
島
を
経
由
し
て
、
ス
キ
ュ
タ
イ
の
神
話
の

影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
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そ
し
て
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
裏
付
け
る
と
思
わ
れ
る
、
そ
う
い

う
話
が
実
際
に
韓
半
島
の
古
い
神
話
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
去

年
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
、
私
も
松
村
一
男
先
生
も
大
変
お

世
話
に
な
っ
た
恩
人
の
大
先
生
で
す
け
れ
ど
も
、
大
林
太
良
先
生

が
ご
指
摘
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

高
句
麗
の
建
国
伝
説
を
見
ま
す
と
、
高
句
麗
の
最
初
の
王
様
は

扶
余
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
高
句
麗

を
建
国
し
た
王
様
は
朱
蒙
と
い
う
名
前
で
、
東
明
王
と
言
い
ま
す
。

第
二
代
目
の
王
様
は
瑠
璃
明
王
、
第
三
代
目
の
王
様
は
大
武
神
王

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
王
様
が
そ
れ
ぞ
れ
一
点
ず
つ
大
変
重

要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
宝
物
を
手
に
入
れ
た
。
そ
の
宝
物

が
ま
さ
に
日
本
の
三
種
の
神
器
と
も
、
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
王
様
の
黄

金
の
宝
物
と
も
対
応
す
る
意
味
を
持
っ
た
宝
物
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
大
林
先
生
が
分
析
を
な
さ
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
「
旧
三
国
史
」
。
こ
ん
な
名
前
の
本
が
本
当
に
あ
る
わ
け

で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
ど
う
い
う
題
が
つ
い
て
い
た
か
は
わ
か

ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
「
三
国
史
」
と
い
う
一
二
世
紀
に
書

か
れ
ま
し
た
、
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅
の
三
国
の
歴
史
を
書
い
た

書
物
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
「
三
国
史
」
よ
り
も
も
っ
と
古
い

歴
史
書
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
李
圭
報
と
い
う
人
が
書
い
た
「
東
明

王
篇
』
と
い
う
書
物
に
引
用
さ
れ
て
、
そ
の
書
物
の
中
に
こ
う
い

う
記
事
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ

れ
を
「
三
国
史
」
よ
り
も
も
っ
と
古
い
三
国
の
歴
史
を
記
し
た
書

物
と
い
う
こ
と
で
、
学
者
は
仮
に
「
旧
三
国
史
」
と
呼
ん
で
い
る

鼓
角
と
い
う
の
は
太
鼓
と
ラ
ッ
パ
で
す
。
太
鼓
を
叩
い
て
ラ
ッ

穴
を
吹
き
鳴
ら
し
て
、
王
様
に
ふ
さ
わ
し
い
璋
彫
式
を
行
な
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
隣
の
国
の
沸
流
と
い
う
国
か
ら
使
者
が
や
っ
て
き

て
も
、
王
様
に
ふ
さ
わ
し
い
儀
式
を
行
な
っ
て
送
り
迎
え
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
自
分
は
ば
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て

東
明
王
は
嘆
い
た
、
と
言
う
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
ら
、
扶
芽
奴
と
い
う
家
来
が
、
で
は
自
分
が
隣
の
国

の
で
す
。
そ
の
逸
文
を
見
る
と
、
東
明
王
が
高
句
麗
の
国
を
開
い

た
後
、
こ
う
言
っ
て
嘆
い
た
と
い
う
ん
で
す
。

「
王
（
朱
蒙
）
曰
く
、
国
業
の
新
造
な
る
を
以
て
未
だ
鼓
角

の
威
儀
有
ら
ず
。
沸
流
の
使
者
往
来
す
る
も
、
我
王
礼
を
以
て

送
迎
す
る
を
能
は
ず
。
我
を
軽
ん
ず
る
所
以
な
り
と
。
従
臣
扶

芽
奴
進
ん
で
曰
く
、
臣
大
王
の
為
め
に
沸
流
の
鼓
角
を
取
ら
ん

と
。
王
曰
く
、
他
国
の
蔵
物
を
汝
何
ぞ
取
ら
ん
や
。
対
し
て
日

く
、
此
天
地
の
与
へ
し
物
な
り
、
何
ぞ
取
ら
ざ
ら
ん
や
。
そ
れ

大
王
扶
余
に
於
て
困
せ
り
。
誰
か
大
王
能
く
此
に
至
る
と
謂
は

ん
。
今
大
王
万
死
の
危
に
お
い
て
身
を
奮
ひ
、
遼
左
に
名
を
掲

ぐ
。
此
天
帝
の
命
じ
て
、
之
を
為
さ
し
む
。
何
事
か
成
ら
ざ
ら

ん
。
是
に
於
て
扶
芥
奴
等
三
人
沸
流
に
住
き
て
鼓
を
取
り
て
来

る
。
沸
流
王
使
を
遣
し
て
曰
く
云
々
、
王
来
る
観
る
こ
と
を
恐

ふ
る
も
の

れ
、
鼓
角
の
色
を
暗
く
し
、
故
の
如
し
。
松
譲
敢
て
争
は
ず
し

て
去
る
」
。
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か
ら
太
鼓
と
ラ
ッ
パ
を
取
っ
て
き
ま
し
ょ
う
と
言
っ
た
と
い
う
の

で
す
。
王
様
が
、
よ
そ
の
国
の
品
物
を
ど
う
し
て
取
っ
て
く
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
扶
芽
奴
は
王
様
に
対
し
て
、

こ
れ
は
天
地
の
賜
物
の
宝
物
だ
か
ら
取
っ
て
き
て
い
い
ん
だ
と
。

王
様
は
か
つ
て
、
扶
余
、
現
在
の
中
国
の
東
北
地
方
に
あ
っ
た
国

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
迫
害
を
受
け
て
大
変
困
っ
た
。
そ
の
王

様
が
現
在
は
こ
ん
な
立
派
な
国
の
王
様
に
お
な
り
に
な
る
な
ん
て

い
う
こ
と
を
誰
が
考
え
た
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
王
様
は
天
の
最

高
神
の
加
護
を
受
け
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
天
地
の
賜
物
で
あ
る
隣

国
の
宝
物
の
鼓
角
を
あ
な
た
の
物
に
し
て
構
わ
な
い
。
こ
う
言
っ

て
扶
芽
奴
は
ほ
か
の
二
人
の
家
来
と
一
緒
に
沸
流
へ
行
っ
て
、
そ

の
鼓
角
を
取
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
東
明
王
の

も
の
に
な
っ
て
、
東
明
王
は
そ
れ
に
よ
っ
て
王
様
に
ふ
さ
わ
し
い

儀
式
を
行
な
っ
て
、
王
様
と
し
て
の
威
信
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
東
明
王
の
朱
蒙
が
ま
だ
高
句
麗
を
建
て
る
前
に
、
中
国
の

東
北
地
方
に
あ
っ
た
扶
余
と
い
う
国
に
い
た
と
き
に
結
婚
を
し
て

い
た
妻
が
い
て
、
そ
の
妻
は
妊
娠
し
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
朱

蒙
は
扶
余
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
妻
を
置
い
て
韓
半
島
に
下
っ

て
ま
い
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
高
句
麗
の
国
を
建
て
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
に
「
三
国
史
記
」
に
よ
れ
ば
、
朱
蒙
は
妻
と
別
れ
る

に
当
た
っ
て
、

「
汝
若
し
男
子
を
生
ま
ぱ
則
ち
言
へ
、
我
に
過
物
有
り
、
蔵

自
分
と
別
れ
た
後
、
あ
な
た
が
子
ど
も
を
生
ん
で
、
そ
の
子
が

男
の
子
だ
っ
た
ら
、
そ
の
子
ど
も
の
た
め
に
自
分
は
あ
る
品
物
を

残
し
て
お
く
。
そ
れ
は
七
稜
の
石
の
上
の
松
の
下
に
あ
る
。
も
し

そ
の
子
ど
も
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
れ
ば
自
分
の
子
ど
も
と
し
て
認

め
る
。
そ
れ
を
持
っ
て
自
分
の
と
こ
ろ
に
訪
ね
る
よ
う
に
と
言
っ

た
と
い
う
の
で
す
。

後
に
瑠
璃
明
王
に
な
る
子
ど
も
が
、
成
長
し
た
後
に
そ
の
話
を

聞
き
ま
し
て
、

山
や
谷
を
一
生
懸
命
探
し
た
け
れ
ど
も
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、

疲
れ
て
帰
っ
て
き
た
。
あ
る
朝
、
自
分
の
家
に
い
る
と
、
家
の
柱

と
土
台
の
石
の
間
か
ら
何
か
声
み
た
い
な
も
の
が
聞
こ
え
て
き
た
。

そ
こ
に
行
っ
て
み
た
ら
、
自
分
の
家
の
土
台
の
石
が
七
角
の
石
で
、

柱
が
松
の
柱
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
土
台
石
と
柱
の
中
間
の
部
分

し
て
七
稜
の
石
上
松
下
に
在
り
、
若
し
能
く
此
を
得
れ
ば
、
乃

ち
吾
子
な
り
」
。

「
山
谷
に
往
き
て
、
之
を
索
め
て
、
得
ず
、
倦
み
て
還
る
。

一
旦
堂
上
に
在
り
、
柱
礎
の
間
に
声
有
る
が
ご
と
き
を
聞
く
、

就
て
之
を
見
る
に
、
礎
石
七
稜
有
り
、
乃
ち
柱
下
を
捜
し
て
断

剣
一
段
を
得
る
。
遂
に
之
を
奉
る
。
王
己
が
有
つ
所
の
断
剣
を

出
し
て
之
を
合
す
る
に
、
連
り
て
一
剣
と
為
る
。
王
之
を
悦
び
、

立
て
て
太
子
と
為
す
。
是
に
至
て
位
を
継
ぐ
」
。
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を
見
る
と
、
折
れ
た
剣
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
手
に
入
れ
て
高
句
麗

に
訪
ね
て
行
っ
て
、
王
様
に
な
っ
て
い
る
自
分
の
父
親
に
そ
れ
を

奉
っ
た
と
こ
ろ
、
東
明
王
は
二
つ
に
折
っ
た
剣
の
一
方
を
そ
こ
に

残
し
て
、
も
う
一
方
は
自
分
が
大
切
に
持
っ
て
い
て
、
子
ど
も
を

待
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
両
方
を
合
わ
せ
て
み
た
ら

ち
ゃ
ん
と
つ
な
が
っ
て
、
元
ど
お
り
の
剣
に
な
っ
た
。
そ
の
剣
を

手
に
入
れ
た
お
か
げ
で
、
瑠
璃
明
王
が
東
明
王
の
跡
を
継
い
で
二

代
目
の
王
様
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

三
代
目
の
大
武
神
王
と
い
う
王
様
は
、
隣
国
で
あ
り
ま
し
た
沸

流
と
戦
っ
て
、
沸
流
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

戦
い
に
出
か
け
て
い
く
途
中
で
、
「
三
国
史
記
」
に
よ
れ
ば
、

沸
流
水
と
い
う
川
の
ほ
と
り
に
い
た
と
き
に
、
一
人
の
女
の
人

が
川
岸
で
も
っ
て
鼎
を
担
い
で
遊
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
鼎

と
い
う
の
は
、
三
本
足
の
つ
い
た
、
中
で
食
べ
物
を
煮
炊
き
し
た

り
す
る
の
に
使
う
物
で
、
足
の
つ
い
た
鍋
み
た
い
な
も
の
で
す
。

そ
れ
で
ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
思
っ
て
行
っ
て
み
る
と
も
う
女
の
人

「
沸
流
水
上
に
次
す
。
水
涯
を
望
見
す
る
に
、
女
人
鼎
を
界

ぎ
、
遊
戯
す
る
有
る
が
ご
と
し
。
就
い
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
只

鼎
有
り
。
之
を
使
ひ
炊
く
に
火
を
待
た
ず
し
て
自
ら
熱
し
。
因

っ
て
食
を
作
る
を
得
一
軍
飽
く
。
忽
ち
一
壮
夫
有
り
て
曰
く
、

是
鼎
は
吾
家
の
物
な
り
。
吾
が
妹
之
を
失
ふ
。
王
今
之
を
得
た

り
。
請
ふ
負
ひ
て
以
て
従
は
ん
と
。
遂
に
姓
を
鼎
氏
と
賜
ふ
」
。

の
姿
は
な
く
て
、
鼎
だ
け
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
の
鼎
を
使
っ
て

御
飯
を
炊
く
と
、
火
も
つ
け
な
い
の
に
自
然
に
熱
く
な
っ
て
、
軍

勢
み
ん
な
が
食
べ
て
も
お
な
か
が
い
つ
ぱ
い
に
な
る
ほ
ど
大
量
の

御
飯
が
自
然
に
で
き
た
。
そ
こ
に
一
人
の
男
が
出
て
き
て
、
こ
の

鼎
は
こ
れ
ま
で
は
自
分
の
家
の
物
だ
っ
た
の
だ
が
、
自
分
の
妹
が

こ
れ
を
な
く
し
て
、
王
様
が
手
に
入
れ
ら
れ
た
。
だ
か
ら
自
分
は

そ
の
鼎
を
背
負
う
役
目
を
し
て
あ
な
た
に
お
仕
え
し
た
い
と
言
っ

た
。
そ
れ
で
そ
の
男
に
鼎
氏
と
い
う
姓
を
与
え
て
、
自
分
の
家
来

に
し
た
と
い
う
の
で
す
。

大
武
神
王
は
、
食
べ
物
を
い
く
ら
で
も
無
尽
蔵
の
よ
う
に
自
然

に
出
す
、
そ
う
い
う
食
物
生
産
の
不
思
議
な
道
具
を
手
に
入
れ
た
。

そ
し
て
瑠
璃
明
王
は
剣
を
手
に
入
れ
た
。
東
明
王
は
王
様
に
ふ
さ

わ
し
い
儀
式
を
行
な
う
の
に
必
要
な
楽
器
を
手
に
入
れ
た
。
こ
の

楽
器
は
ス
キ
ュ
タ
イ
の
盃
、
日
本
の
八
腿
鏡
と
重
な
り
合
う
意
味

が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
瑠
璃
明
王
の
剣
は
、
明
ら
か
に
草
薙
の

剣
、
あ
る
い
は
戦
斧
と
対
応
し
ま
す
。

大
林
先
生
が
日
本
の
三
種
の
神
器
と
も
ス
キ
ュ
タ
ィ
の
王
様
の

宝
と
も
実
に
よ
く
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
、
高
句
麗
の
建
国
伝
説
に
出
て
く
る
、
最
初
の

三
人
の
王
様
が
手
に
入
れ
た
宝
物
と
本
当
に
よ
く
似
た
宝
物
の
こ

と
が
、
ケ
ル
ト
の
神
話
に
出
て
く
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
ケ
ル
ト

神
話
の
研
究
で
有
名
な
井
村
君
江
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
本
の

中
で
そ
の
宝
物
に
触
れ
て
い
る
箇
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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ま

さ
て
、
こ
の
ダ
ヌ
女
神
か
ら
出
た
神
族
た
ち
が
、
魔
の
雲
に

乗
り
、
風
と
雨
と
い
っ
し
ょ
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
や
っ
て
来
ま

し
た
の
で
、
フ
ィ
ル
ヴ
ォ
ル
グ
の
人
々
は
、
三
日
三
晩
外
に
出

ら
れ
な
か
っ
た
と
、
ト
ァ
ン
は
語
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

一
》

海
を
越
え
、
南
の
島
か
ら
や
っ
て
来
た
の
だ
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
説
が
お
も
し
ろ
い
の
は
、
ダ
ー
ナ
神
族
が
そ
の
島

ま
ほ
う

か
ら
、
魔
法
の
力
の
あ
る
道
具
を
四
つ
持
っ
て
来
た
と
さ
れ
て

し
ん
ぴ

い
る
こ
と
で
す
。
南
の
島
の
神
秘
の
四
つ
の
町
、
フ
ィ
ン
デ
ィ

ァ
ス
、
ゴ
リ
ァ
ス
、
ム
リ
ァ
ス
、
フ
ァ
リ
ア
ス
で
、
ダ
ー
ナ
神

族
は
詩
歌
の
才
と
魔
術
を
身
に
つ
け
た
と
と
も
に
、
各
町
か
ら

じ
ん
ぎ
や

宝
物
を
持
っ
て
来
た
の
で
し
た
。
わ
が
国
の
三
種
の
神
器
、
八

た
の
か
が
み
や
さ
か
に
の
ま
が
た
ま
く
さ
な
ぎ
の
つ
る
ぎ
け
ん
い
ほ
う
じ
ょ
う

腿
鏡
、
八
尺
瓊
勾
玉
、
草
薙
剣
に
似
て
、
権
威
や
豊
饒
や
戦

し
上
う
ち
よ
う

い
の
象
徴
の
よ
う
な
宝
物
で
す
。

ま
ず
フ
ィ
ン
デ
ィ
ァ
ス
の
町
か
ら
は
、
ヌ
ァ
ザ
の
神
の
剣
を

て
色
た
お

持
っ
て
来
ま
し
た
が
、
ひ
と
ふ
り
で
敵
を
倒
し
何
者
に
も
破
れ

立
け
ん

ぬ
「
魔
剣
」
で
す
。
ゴ
リ
ァ
ス
の
町
か
ら
は
、
光
の
神
ル
ー
フ

や
り

の
「
魔
の
槍
」
、
ム
リ
ア
ス
の
町
か
ら
は
、
ダ
グ
ザ
の
神
の

か
ま

「
魔
の
釜
」
で
し
た
。
こ
の
釜
か
ら
は
、
い
く
ら
で
も
中
身
が

う
ち
で
こ
づ
ち

出
て
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
ち
ょ
う
ど
打
出
の
小
槌
の
よ
う
な

釜
で
す
。
そ
し
て
フ
ァ
リ
ア
ス
の
町
か
ら
は
、
「
リ
ア
・
フ
ァ

イ
ル
」
と
い
う
「
運
命
の
石
」
が
来
ま
し
た
。
こ
の
石
は
ア
イ

わ
た

た
い
か
ん

ル
ラ
ン
ド
の
初
期
の
王
た
ち
の
手
に
渡
り
、
正
し
い
王
が
戴
冠

し
急

さ
け
ご
え

式
の
と
き
に
そ
の
上
に
立
て
ば
、
人
間
の
声
で
叫
び
声
を
あ
げ
、

予
言
を
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
六
世
紀
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ケ
ル
ト
神
話
の
神
々
と
い
う
の
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
伝
説
で

は
、
ト
ゥ
ァ
サ
・
デ
・
ダ
ナ
ー
ン
、
つ
ま
り
ダ
ヌ
と
い
う
女
神
の

一
族
と
い
う
呼
ば
れ
方
を
し
て
い
ま
し
て
、
ト
ゥ
ァ
サ
・
デ
・
ダ

ナ
ー
ン
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
島
に
渡
っ
て
き
た
と
き
の
こ
と
が
、

「
レ
バ
・
ガ
マ
ー
ラ
」
と
い
う
書
物
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
の
と
き
ダ
ー
ナ
神
族
の
神
様
た
ち
は
、
不
思
議
な
宝
物
を
四

つ
持
っ
て
き
た
。
こ
の
四
つ
の
宝
物
の
こ
と
を
、
我
が
国
の
三
種

や
た
の
か
が
み
や
き
か
に
の
ま
が
た
ま
く
さ
な
ぎ
の
つ
ら
ぎ

の
神
器
、
八
腿
鏡
、
八
尺
瓊
勾
玉
、
草
薙
剣
に
似
て
い
る
と
井

村
先
生
も
書
い
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
実
は
こ
の
こ
と
は
私
も

自
分
の
本
で
も
っ
と
詳
し
く
指
摘
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
井
村

先
生
は
、
そ
の
と
き
に
は
私
の
本
を
読
ん
で
お
い
で
に
な
ら
な
か

っ
た
。
だ
が
、
私
の
本
を
読
ん
で
い
な
く
て
も
、
自
然
に
そ
っ
く

り
だ
な
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
お
書
き
に
な
っ そ

く

の
王
マ
ー
タ
フ
・
マ
ク
ァ
ー
ク
か
ら
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
大
王
が
即

い位
す
る
と
き
に
借
り
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
運
ん
だ
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
後
一
二
世
紀
に
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
が
ス
コ
ー

ン
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
移
し
、
い
ま
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺

院
に
、
「
戴
冠
石
」
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
石

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
後
世
の
説
に
よ
り
ま
す

と
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ス
コ
ー
ン
の
石
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

タ
ー
ラ
の
石
と
の
二
つ
は
別
で
あ
り
、
ま
た
タ
ー
ラ
の
石
は
元

ち
が

お
か

の
場
所
と
は
違
い
ま
す
が
、
タ
ー
ラ
の
丘
に
い
ま
で
も
あ
る
そ

う
で
す
。
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た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
宝
物
と
い
う
の
は
、
ヌ
ァ
ザ
と
い
う
神
様
は
剣
を
持
っ
て

き
た
。
こ
れ
は
ひ
と
ふ
り
で
敵
を
倒
し
て
何
者
に
も
破
れ
ぬ
魔
剣

で
す
。
そ
れ
か
ら
、
ル
ー
フ
と
い
う
神
様
は
、
や
は
り
魔
法
の
武

器
で
あ
る
槍
を
持
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ダ
グ
ザ
と
い
う
神
様
は

魔
法
の
釜
を
持
っ
て
き
た
。
こ
の
釜
か
ら
は
無
尽
蔵
に
い
く
ら
で

も
食
べ
物
が
出
て
き
た
。
そ
し
て
、
四
番
目
の
宝
物
は
、
リ
ァ
・

フ
ァ
イ
ル
と
い
う
石
で
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
王
様
に
な
る
の
に

ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
こ
の
石
の
上
に
立
つ
と
、
石
が
叫
び
声
を
上

げ
て
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
つ
ま
り
王
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ

と
い
う
こ
と
を
声
を
出
し
て
知
ら
せ
る
、
そ
う
い
う
石
な
ん
で
す
。

そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
デ
ュ
メ
ジ
ル
が
言
っ
た

よ
う
な
、
生
産
、
戦
闘
、
そ
し
て
宗
教
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
高
句
麗
の
伝
説
の
中
に
出
て

く
る
三
点
の
宝
物
と
実
に
よ
く
似
て
い
る
ん
で
す
。
剣
と
槍
が
瑠

璃
明
王
の
剣
に
対
応
し
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
草
薙
剣
に
も
対

応
す
る
わ
け
で
す
し
、
ス
キ
ュ
タ
イ
の
斧
に
も
対
応
す
る
わ
け
で

す
。
そ
し
て
、
ダ
グ
ザ
の
釜
は
、
大
武
神
王
が
手
に
入
れ
た
鼎
と

本
当
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
自
然
に
い
く
ら
で
も
食
べ

物
が
出
て
く
る
煮
炊
き
の
道
具
で
す
。
そ
し
て
、
リ
ァ
・
フ
ァ
イ

ル
と
い
う
石
は
、
あ
ま
り
鼓
角
と
似
て
い
な
い
と
お
思
い
に
な
る

か
と
も
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
大
変
よ
く
似
て
い
る
と
思
う

ん
で
す
。
鼓
角
は
、
王
様
に
ふ
さ
わ
し
い
音
を
出
し
て
、
王
の
威

信
を
示
す
。
王
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
天
下
に
示
す

よ
う
な
音
を
出
す
た
め
に
使
わ
れ
る
道
具
で
す
。
そ
う
す
る
と
リ

ア
・
フ
ァ
イ
ル
は
、
王
様
が
即
位
式
の
と
き
に
そ
の
上
に
乗
る
と
、

そ
の
人
物
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
王
様
に
な
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
人

物
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
大
き
な
声
を
出
し
て
知
ら
せ
る
わ
け

で
す
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
。

イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
の
影
響
が
、
ス
キ
ュ
タ
ィ

人
に
仲
介
さ
れ
、
韓
半
島
を
経
由
し
て
、
ち
ょ
う
ど
神
話
が
つ
く

ら
れ
て
い
た
時
代
の
日
本
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
と
い

た
し
ま
し
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
一
番
東
の
端
の
韓
半
島
や
日

本
か
ら
、
一
番
西
の
端
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ま
で
、
実
に
よ
く
似
た

神
話
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
一
番
最
初

の
き
っ
か
け
は
、
デ
ュ
メ
ジ
ル
が
書
き
ま
し
た
、
ス
キ
ュ
タ
ィ
の

王
様
が
持
っ
て
き
た
三
点
の
宝
物
に
つ
い
て
の
記
事
の
分
析
で
あ

っ
た
。
デ
ュ
メ
ジ
ル
は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
員
に

な
る
わ
け
で
、
そ
の
と
き
に
厳
か
な
儀
式
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
式
典
に
当
た
っ
て
は
友
人
と
か
弟
子
と
か
が
み
ん
な
で

お
金
を
出
し
合
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
シ
ァ
ン
の
剣
と
い
う
の
を
贈
る

ん
で
す
。
私
も
お
金
を
出
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
剣
の
柄

く
び
囚

の
と
こ
ろ
に
は
、
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
希
望
に
従
っ
て
鋤
と
範
と
斧
と

盃
を
飾
り
に
つ
け
ま
し
た
。
そ
う
い
う
剣
を
持
っ
て
デ
ュ
メ
ジ
ル

は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
員
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
で
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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