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五
、
ま
と
め

　
　
　
　

一
、
問
題
提
起

　

高
句
麗
古
墳
に
は
あ
わ
せ
て
四
ヶ
所
に
角カ

ッ
チ
ョ抵

図
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
安ア

岳ナ
ッ

三

号
墳
（
挿
図
1
・
2
）、
角
抵
塚
（
挿
図
4
〜
6
）、
舞
踊
塚
（
挿
図
7
・
8
）、
長ジ

ャ
ン
チ
ョ
ン川
一

号
墳
（
挿
図
9
の
左
側
上
段
・
挿
図
10
）
で
あ
る
。
こ
の
四
ヶ
所
に
描
か
れ
て
い
る
角
抵
図
は

さ
ら
に
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
二
人
が
組
み
合
い
、
締
め
込
み
を
つ
か
ん
で

相
手
を
投
げ
よ
う
と
す
る
瞬
間
を
描
写
し
た
も
の
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
互
い
に
一
定
の
距

離
を
お
い
た
状
態
で
向
き
合
っ
て
相
手
を
押
し
倒
そ
う
と
気
合
い
を
入
れ
る
場
面
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
）
1
（

。
墓
中
に
こ
の
よ
う
な
角
抵
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
事
実
だ
け
で
も
興

味
を
誘
う
が
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
事
実
は
、
二
人
の
う
ち
の
一
人
が
い
わ
ゆ
る
「
西
域

人
」
と
呼
ば
れ
る
目
鼻
の
大
き
い
異
国
的
な
容
貌
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
）
2
（

。

　

高
句
麗
古
墳
の
中
の
壁
画
に
こ
の
よ
う
な
角
抵
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
理
由
は
何
な

の
だ
ろ
う
か
。
単
に
墓
の
主
人
が
生
前
に
享
受
し
た
喜
び
を
死
後
の
世
界
に
お
い
て
も
そ

の
ま
ま
持
続
す
る
た
め
に
描
か
れ
た
生
活
風
俗
場
面
の
ひ
と
つ
な
の
か
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
葬
礼
儀
式
の
時
に
行
わ
れ
る
儀
礼
方
法
の
ひ
と
つ
な
の
か
）
（
（

。
も
し
葬
礼
儀
礼
の
ひ
と
つ

の
方
法
で
あ
っ
た
な
ら
、
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
角
抵
の
よ
う
な
一
種
の
力
比
べ
の
ゲ
ー
ム

が
採
択
さ
れ
、
墓
の
中
に
ま
で
そ
の
場
面
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由

が
気
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
そ
の
う
ち
の
一
人
の
人
物
が
な
ぜ
鼻
の
大
き
な
「
西

域
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
、
や
は
り
興
味
深
い
点

の
ひ
と
つ
で
あ
る
）
4
（

。

　

西
域
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
に
登
場
す
る
と
い
う
事
実
に
つ
い

て
、
当
時
高
句
麗
に
西
域
人
が
直
接
渡
来
し
、
彼
ら
と
と
も
に
西
域
文
化
が
流
入
し
た
の

だ
ろ
う
と
い
う
単
純
な
推
定
に
留
ま
っ
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
）
（
（

。
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
登

場
す
る
西
域
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
角
抵
と
い
う
ゲ
ー
ム
と
関
連
し
て
現
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
た
だ
単
な
る
遊
び
で
は
な
く
、
古
墳
内
の
壁
面
の
上
段
に
描
か
れ
る
ほ
ど
に
重
要
な

意
味
を
持
た
さ
れ
た
遊
び
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
角
抵
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
象

徴
性
と
西
域
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
合
わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
単
純
な
ら

守　
屋　
美　
佐　
子　
訳

一



美　

術　

研　

究　
　

三　

九　

七　

号

162

ざ
る
問
題
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
う
ち
角
抵
図
に
だ
け
西
域
人
の
姿
が
登
場
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
一
般
的
に
も
力
士
や
武
士
な
ど
の
力
と
関
連
し
た
人
物
た
ち
は
主
に
荒
々
し

く
、
目
鼻
の
大
き
な
容
貌
で
描
写
さ
れ
て
き
た
（
挿
図
12
）。
そ
の
他
、
有
名
な
長
川
一

号
墳
の
百
戯
伎
楽
図
の
馬
を
曳
く
人
物
（
挿
図
10
）
も
同
じ
よ
う
な
姿
に
描
か
れ
る
。
し

た
が
っ
て
角
抵
図
に
み
ら
れ
る
西
域
人
と
、
力
士
や
武
士
あ
る
い
は
馬
を
曳
く
人
と
し
て

登
場
す
る
西
域
人
と
は
何
か
関
係
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
ら
を
同
じ
文
脈
で
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
こ
れ
も
ま
た
と
も
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
大
き
く
二
つ
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
論
を
展
開
す
る
。
ま
ず
角
抵
の
よ
う

な
一
種
の
ゲ
ー
ム
が
墓
の
内
部
に
表
現
さ
れ
た
理
由
が
何
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
す
る
も
の

は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ぎ
に
そ
の
う
ち
の
一
人
の
人
物
が
異
国
的
な
容
貌
を
し
た

西
域
人
の
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
た
理
由
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
問
題
の
解
答
を
得
る
た
め
に
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
現
れ
た
角
抵
図
を
断
片
的
に
み
て

は
な
ら
な
い
。
古
墳
の
中
の
ど
の
壁
面
に
角
抵
図
が
位
置
す
る
の
か
、
角
抵
図
の
周
辺
に

は
ど
の
よ
う
な
絵
が
伴
っ
て
い
る
の
か
な
ど
を
相
互
有
機
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
）
6
（

。
あ
わ
せ
て
漢
代
の
画
像
石
（
塼
）
と
古
墳
壁
画
な
ど
に
現
れ
た
角
抵
ま

た
は
そ
れ
と
類
似
し
た
ゲ
ー
ム
の
象
徴
性
や
、
そ
の
ゲ
ー
ム
と
西
王
母
信
仰
と
の
関
係
、

そ
し
て
画
像
石
（
塼
）
に
登
場
す
る
通
称
「
西
域
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
役
割
を
探
る

こ
と
で
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
お
け
る
角
抵
図
の
象
徴
性
を
把
握
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　

二
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図

　

高
句
麗
古
墳
壁
画
の
う
ち
安
岳
三
号
墳
、
角
抵
塚
、
舞
踊
塚
、
長
川
一
号
墳
の
四
ヶ
所

に
角
抵
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
）
7
（

。
こ
の
う
ち
古
墳
の
築
造
時
期
が
最
も
早
い
四
世
紀
半

ば
の
平
壌
安
岳
三
号
墳
の
角
抵
の
場
面
か
ら
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
安
岳
三
号
墳
の

前
室
の
東
壁
の
上
部
分
に
は
互
い
に
一
定
の
距
離
を
お
き
、
し
っ
か
り
気
合
い
を
入
れ

た
姿
勢
で
向
き
合
っ
て
立
っ
て
い
る
二
人
の
人
物
が
描
か
れ
た
場
面
が
あ
る
（
挿
図
1
・

2
）。

　

こ
の
場
面
に
登
場
す
る
二
人
の
人
物
は
互
い
に
向
き
合
い
、
ぎ
こ
ち
な
い
姿
勢
で
格
闘

し
て
い
る
。
二
人
と
も
頭
の
上
に
は
髷
を
つ
け
て
お
り
、
上
半
身
に
は
何
も
羽
織
ら
ず
下

半
身
に
だ
け
短
い
三
角
の
下
衣
を
は
い
て
い
る
。
二
人
の
人
物
は
身
体
的
な
特
徴
や
身
な

り
に
は
互
い
に
違
い
が
な
い
。
し
か
し
顔
の
形
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
向
か
っ

て
右
側
に
い
る
人
物
は
丸
い
鼻
に
あ
ご
の
短
い
形
だ
が
、
左
側
の
人
物
は
大
き
な
鷲
鼻
に

あ
ご
の
長
い
異
国
的
な
容
貌
で
あ
る
。
本
論
文
で
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ

の
鼻
の
大
き
な
異
国
的
容
貌
の
人
物
で
あ
る
。
い
っ
た
い
こ
の
人
物
は
誰
で
あ
り
、
な
ぜ

こ
こ
に
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
の
解
決
の
た
め
に
ま
ず
こ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い

る
位
置
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　

安
岳
三
号
墳
に
お
い
て
角
抵
の
場
面
は
前
室
の
東
壁
に
描
か
れ
て
い
る
（
挿
図
（
）。

こ
の
場
面
の
下
と
左
右
の
壁
面
に
は
各
種
の
儀
仗
行
列
が
描
写
さ
れ
て
い
る
（
挿
図
1
）。

角
抵
図
の
あ
る
場
面
と
接
す
る
前
室
の
南
壁
に
も
角
笛
を
吹
く
人
を
含
め
た
鼓
笛
楽
隊
、

各
種
の
旗
を
持
っ
た
儀
仗
隊
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
前
室
の
壁
面

に
描
か
れ
て
い
る
絵
は
葬
礼
儀
礼
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
推
し
量
る
に
難
く
な

い
。
し
か
し
常
識
的
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
角
抵
の
場
面
は
こ
れ
ら
葬
礼
の
た
め
の
儀

仗
行
列
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
む
し
ろ
井
戸
、
精
米
所
、
肉
庫
、
牛
小
屋
、
車
倉
庫
な

ど
各
種
生
活
道
具
の
あ
る
前
室
の
東
側
室
の
壁
面
に
あ
る
の
が
、よ
り
自
然
で
も
あ
る（
挿

図
（
）。
し
か
し
角
抵
の
場
面
は
角
笛
を
吹
き
、
大
き
な
太
鼓
を
打
つ
儀
仗
行
列
と
と
も

に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
こ
の
絵
が
単
な
る
生
活
風
俗
場
面
の
ひ
と
つ

と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
葬
礼
と
関
連
し
た
行
事
と
し
て
特
別
な
象
徴
性
を
帯

び
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

二
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五
世
紀
前
半
の
こ
ろ
の
集チ

安バ
ン

角
抵
塚
に
は
、
二
人
が
互
い
に
組
み
合
っ
て
争
う
角
抵
図

が
あ
る
（
挿
図
4
〜
6
）。
こ
れ
と
類
似
し
た
角
抵
図
は
長
川
一
号
墳
の
壁
画
に
も
あ
る
。

角
抵
塚
に
は
墓
室
東
壁
の
画
面
の
中
央
に
大
き
な
木
が
一
本
あ
り
、
木
の
下
の
右
側
に
は

上
衣
を
脱
い
で
互
い
の
締
め
込
み
を
つ
か
ん
で
角
抵
を
す
る
二
人
の
男
が
い
る
）
8
（

。
こ
の
う

ち
顔
を
右
側
に
向
け
て
い
る
人
物
は
独
特
な
顔
の
形
を
し
て
い
る
が
、
大
き
く
高
い
鷲
鼻

で
、
目
も
や
は
り
大
き
く
て
長
く
、
こ
め
か
み
ま
で
伸
び
て
い
る
。
そ
の
顔
立
ち
か
ら
み

て
明
ら
か
に
高
句
麗
人
で
は
な
い
。

　

中
央
の
大
き
な
木
の
左
側
に
は
食
物
を
供
養
す
る
女
人
が
い
る
。
角
抵
図
と
食
物
の
供

養
を
す
る
女
人
の
上
に
は
鳥
の
よ
う
で
も
あ
る
瑞
雲
が
た
ち
こ
め
て
お
り
、
こ
れ
が
現

実
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
場
面
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
絵
の
上
段
に
も

や
は
り
大
梁
を
境
界
と
し
て
天
上
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
（
挿
図
4
）。
大
梁
の
上
に
は

三
角
形
の
火
焔
文
が
、
そ
の
上
に
は
赤
い
日
の
中
に
黒
い
三
足
烏
が
描
か
れ
て
い
る
）
9
（

。
三

足
烏
が
西
王
母
の
住
む
世
界
を
象
徴
す
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
天
井
部
分

を
ほ
と
ん
ど
埋
め
尽
く
し
た
蔓
文
様
は
や
は
り
西
王
母
と
関
連
し
た
要
素
で
あ
る
）
（（
（

（
挿
図

4
）。
こ
の
よ
う
に
西
王
母
が
住
む
世
界
に
存
在
す
る
世
界
樹
や
雲
気
、
そ
し
て
大
梁
の

上
の
火
焔
文
、
三
足
烏
、
蔓
文
様
な
ど
か
ら
推
し
て
、
角
抵
塚
主
室
の
東
壁
に
描
か
れ
た

角
抵
図
が
、
墓
主
の
た
め
に
現
実
世
界
で
起
こ
っ
た
単
な
る
生
活
風
俗
の
場
面
を
描
い
た

も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
角
抵
図
を
含
め
た
壁
面
の
絵
は
現
実
と
は
別
世
界

で
起
こ
っ
て
い
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
、
同
伴
要
素
の
特
徴
か
ら
察
し
て
仙
人
ま
た
は

西
王
母
と
関
連
の
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

舞
踊
塚
主
室
の
北
壁
上
段
に
も
安
岳
三
号
墳
と
酷
似
し
た
角
抵
の
場
面
が
描
か
れ
て
い

る
（
挿
図
7
・
8
）。
こ
の
絵
に
も
や
は
り
上
衣
を
脱
い
で
三
角
形
の
下
衣
に
締
め
込
み
を

結
ん
だ
二
人
の
男
が
登
場
す
る
。
前
述
し
た
安
岳
三
号
墳
の
角
抵
の
場
面
は
す
べ
て
正
面

を
向
い
た
状
態
で
格
闘
し
て
い
た
が
、
舞
踊
塚
の
場
合
は
左
側
の
人
物
は
正
面
を
、
右
側

の
人
物
は
背
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
う
ち
正
面
に
向
か
っ
て
い
る
左
側
の
人
物
は
典
型
的

な
高
句
麗
人
に
違
い
な
い
が
、
右
側
の
人
物
は
鼻
が
高
く
目
が
大
き
く
長
く
描
か
れ
て
お

り
、
は
や
り
西
域
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

互
い
に
向
き
合
っ
て
腕
と
足
を
と
も
に
広
げ
て
相
手
方
を
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で

立
っ
て
い
る
二
人
の
間
に
は
、
前
述
の
例
と
同
様
に
現
実
世
界
で
は
な
い
こ
と
を
象
徴

す
る
雲
気
が
立
ち
込
め
て
お
り
、
そ
の
上
に
は
蓮
華
、
そ
の
上
に
は
青
龍
、
白
虎
、
朱
雀

な
ど
そ
こ
が
天
上
世
界
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
多
く
の
要
素
が
と
も
に
描
か
れ
て
い
る

（
挿
図
7
）。
天
井
の
下
の
壁
面
に
は
角
抵
塚
の
木
と
同
様
の
赤
色
の
世
界
樹
が
あ
り
、

牛
馬
車
を
曳
い
て
行
く
馬
夫
も
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
別
の
角
抵
図
が
長
川
一
号
墳
の
壁
画
に
見
ら
れ
る
。
長
川
一
号
墳
の
前
室
右
側
の

壁
面
に
は
様
々
な
場
面
が
ひ
と
つ
の
画
面
に
描
か
れ
た
百
戯
伎
楽
図
が
あ
る
。
絵
の
左
側

上
段
に
は
前
述
の
角
抵
図
に
比
べ
て
相
対
的
に
比
重
の
小
さ
な
角
抵
図
が
あ
る
（
挿
図
9

の
左
側
上
段
・
挿
図
10
）。
長
川
一
号
墳
の
角
抵
図
の
場
合
、
大
き
さ
も
小
さ
い
上
に
剝
落

が
ひ
ど
く
、
具
体
的
な
顔
形
を
確
認
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
各
々
が
片
足
を
前
に
出

し
て
互
い
に
交
差
さ
せ
て
い
る
姿
や
、
互
い
の
締
め
込
み
を
つ
か
ん
で
い
る
腕
の
様
子
、

そ
し
て
右
側
の
人
物
の
顔
が
画
面
の
前
側
に
、
左
側
の
人
物
の
顔
が
画
面
の
後
側
に
あ
る

様
子
な
ど
は
角
抵
塚
の
角
抵
図
と
同
様
で
あ
る
。
長
川
一
号
墳
の
百
戯
伎
楽
図
の
角
抵
図

に
も
や
は
り
前
述
し
た
角
抵
図
と
同
様
に
、
そ
れ
が
現
実
世
界
で
は
な
く
別
の
世
界
で
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
世
界
樹
（
挿
図
11
）、
蓮
華
、
蓮
蕾
な
ど
を
伴
っ
て
い
る
。

と
く
に
浄
土
を
象
徴
す
る
蓮
華
と
蓮
蕾
は
天
井
だ
け
で
は
な
く
壁
面
の
百
戯
伎
楽
図
の

所
々
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

百
戯
伎
楽
図
に
は
角
抵
図
以
外
に
も
様
々
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
そ
の

中
で
西
域
人
の
顔
形
を
し
た
人
物
が
い
く
つ
か
あ
り
注
目
さ
れ
る
（
挿
図
10
）。
こ
れ
ら

は
男
女
を
問
わ
ず
大
部
分
が
馬
と
関
連
し
て
い
る
が
、
主
に
馬
を
曳
い
て
行
く
人
と
し
て

三
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挿図 1　安岳 （号墳前室（（（7 年）

挿図 2　安岳 （号墳前室の角抵（（（7 年）

挿図 （　安岳 （号墳墓室の構造図

挿図 4　角抵塚　墓室東壁（（世紀前半）挿図 （　角抵塚の角抵（（世紀前半）

挿図 6　挿図 （の細部

四
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挿図 7　舞踊塚　主室北壁上段（（世紀前半）

挿図 8　舞踊塚の角抵（（世紀前半）

挿図 9　長川 1 号墳百戯伎楽図の左半、左上段の角抵（（ 世紀
後半）

挿図 10　挿図 9の細部

挿図 11　長川 1号墳百戯伎楽図の右半（（世紀後半）

挿図 12　武人　三室塚　第 2室東壁壁画五
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表
現
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
馬
と
馬
夫
、
牛
馬
車
と
馬
夫
は
古
代
中
国
の
葬
礼
と
密
接

な
関
連
を
持
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
馬
は
霊
魂
を
導
く
代
表
的
な
動
物
と
し
て
認
識
さ
れ

て
き
た
（
挿
図
27
）。
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
中
に
も
前
述
し
た
舞
踊
塚
の
角
抵
図
の
下
の

馬
夫
が
曳
い
て
行
く
牛
馬
車
が
あ
り
、
高
山
洞
七
号
墳
の
西
壁
に
も
木
の
下
に
馬
を
曳
い

て
行
く
人
物
が
登
場
す
る
な
ど
、
馬
と
馬
夫
の
絵
を
見
い
だ
す
の
は
困
難
で
は
な
い
。

　

そ
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
現
実
世
界
で
は
な
い
こ
と
を
象
徴
す
る
多
く
の
要
素
と
と
も

に
登
場
す
る
馬
と
馬
夫
の
絵
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
が
死
者
を
別
の
世
界
に
載
せ
て
行
く

役
割
を
し
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
興
味
深
い
事
実
は
、
馬
と
関
連
し
た

人
物
も
や
は
り
西
域
人
の
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。漢
の
画
像
石（
塼
）

の
う
ち
で
も
、
こ
の
よ
う
な
馬
を
曳
く
馬
夫
が
髭
が
多
く
、
鼻
が
高
い
人
物
と
し
て
描
写

さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

　

そ
れ
な
ら
ば
角
抵
図
、
馬
を
曳
く
馬
夫
、
そ
し
て
力
を
誇
る
力
士
や
武
士
の
顔
に
、
鼻

の
高
い
い
わ
ゆ
る
「
西
域
人
」
の
顔
立
ち
を
描
き
入
れ
た
理
由
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
な
事
実
は
単
に
こ
こ
高
句
麗
に
西
域
人
が
入
っ
て
き
て
相
撲
、
馬
夫
、
力
士
、
武

士
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
彼
ら
を
通
し

て
何
か
象
徴
的
な
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
角
抵
図
に
登
場
す
る
人
物
は
、
同
様
に
上
衣
を
脱
ぎ
三
角
形
の
下

衣
を
は
い
た
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
顔
を
確
認
で
き
な
い
長
川
一
号
墳
の
例
を

除
い
て
は
、
す
べ
て
一
人
は
高
句
麗
人
の
姿
で
、
も
う
一
人
は
鼻
の
大
き
な
西
域
人
の
姿

で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
西
域
人
は
画
面
の
左
側
に
登
場
し
た
り
、
右
側
に
登
場
し
た

り
し
て
、
そ
の
位
置
は
一
定
で
は
な
い
。
剝
落
が
ひ
ど
く
て
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
長
川
一
号
墳
の
例
を
除
き
、
す
べ
て
角
抵
人
の
う
ち
の
一
人
が
西
域
人
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
明
ら
か
に
角
抵
と
い
う
ゲ
ー
ム
と
西
域
人
と
の
間

に
特
別
な
関
連
が
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
こ
れ
ら
角
抵
図
の
よ
う
な
画
面
に
登
場
す
る
要
素

で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
四
ヶ
所
の
角
抵
図
が
伴
っ
て
い
る
場
面
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
安
岳
三
号
墳
の
場
合
、
鼓
笛
楽
隊
、
儀
仗
隊
な
ど
葬
礼
儀
仗
行
列
と
と
も

に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
角
抵
の
場
面
は
百
戯
伎
楽
図
、
狩
獵
、
馬
車
、
樹
木
あ

る
い
は
天
上
世
界
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
雲
気
や
蓮
華
の
よ
う
な
要
素
を
伴
っ
て
い
る

の
で
あ
る
（
表
参
照
）。
そ
れ
な
ら
ば
西
域
人
が
登
場
し
、
現
実
世
界
で
は
な
い
別
世
界

で
起
き
て
い
る
こ
れ
ら
角
抵
図
は
果
た
し
て
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

角
抵
図
の
象
徴
性
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
意
味
を
推
論
す
る
最
初
の
段
階
と
し
て
、

ま
ず
角
抵
図
に
登
場
す
る
西
域
人
に
関
し
て
探
っ
て
み
よ
う
。
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵

図
に
登
場
す
る
角
抵
人
の
う
ち
の
一
人
が
西
域
人
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
理
由
は
い
っ
た

い
何
な
の
か
。
高
句
麗
に
と
り
わ
け
西
域
人
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
彼
ら
は
す
べ
て
角
抵
の
上
手
な
、
単
に
力
の
強
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
は
西
域
の
影
響
で
よ
く
論
じ
ら
れ
る
幻
術
す

る
場
面
が
い
く
つ
か
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
の
か
）
（（
（

。
幻
術
と
は
、
綱
渡

り
や
剣
投
げ
な
ど
の
各
種
雑
技
（
曲
芸
）
な
ど
を
指
す
が
、
も
ち
ろ
ん
角
抵
は
幻
術
で
は

な
い
）
（（
（

。
そ
れ
な
ら
ば
角
抵
は
幻
術
と
と
も
に
西
域
か
ら
流
入
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
）
（（
（

。

し
か
し
多
分
に
西
域
的
だ
と
い
え
る
幻
術
や
琵
琶
の
よ
う
な
西
域
的
な
楽
器
は
実
際
に
漢

の
画
像
石
（
塼
）
や
魏
晋
時
代
の
古
墳
壁
画
に
頻
繁
に
み
ら
れ
る
素
材
で
あ
る
。
し
た
が

　
　

壁　

面　

内　

の　

同　

伴　

要　

素

　

時　

期

雲
気

蓮
華

世
界
樹

歌
舞

飲
食

そ
の
他

蓮
蕾　

供
養

安
岳
三
号
墳

三
五
七
年

　

○

鼓
笛
楽
隊
、
儀
仗
隊

角　

抵　

塚

五
世
紀
前
半　
　

○
　

○
　

○

　

○

三
足
烏
、
火
焔
唐
草
文

舞　

踏　

塚

五
世
紀
前
半　
　

○
　

○
　

○

　

○
　

○

瑞
獣
、
仙
人
、
三
足
烏

長
号
一
号
墳

五
世
紀
後
半　

　

○
　

○

　

○
　

○

馬
と
馬
夫

〈
表
〉
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
と
同
壁
面
内
の
同
伴
要
素

六
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っ
て
こ
れ
だ
け
で
は
高
句
麗
が
中
国
よ
り
西
域
的
で
あ
る
と
か
、
西
域
人
が
直
接
渡
来
し

た
と
い
う
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
角
抵
図
が
幻
術
に
伴
っ
て
流
入
し

た
と
か
、
あ
る
い
は
角
抵
が
西
域
で
始
ま
っ
た
西
域
的
な
競
技
で
あ
る
と
い
う
証
拠
も
な

い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
単
純
な
論
理
で
は
角
抵
図
周
辺
に
登
場
す
る
同
伴
要
素
の

解
明
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

問
題
解
決
の
た
め
に
は
角
抵
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
意
味
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高

句
麗
で
の
角
抵
は
明
ら
か
に
単
な
る
遊
び
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
別
世
界
で

起
こ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
多
く
の
同
伴
要
素
を
帯
び
た
尋
常
な
ら
ざ
る
ゲ
ー
ム
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
高
句
麗
の
現
存
資
料
だ
け
で
は
角
抵
図
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
ゲ
ー
ム
の
意
味
を
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
た
め
に
は
中
国
に

視
野
を
広
げ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
神
話
世
界
と
同
じ

よ
う
な
範
疇
で
理
解
で
き
る
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

三
、
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵

　

漢
代
の
画
像
石
（
塼
）
に
は
角
抵
の
場
面
が
少
な
く
な
い
。
主
に
河
南
一
帯
で
出
土
し

た
漢
代
の
画
像
石
（
塼
）
の
中
に
そ
の
例
が
多
く
、
四
川
、
山
東
の
例
の
中
に
も
み
ら
れ

る
。
中
国
で
角
抵
は
百
戯
伎
楽
に
含
ま
れ
る
が
、
百
戯
伎
楽
は
競
技
、
雑
技
、
歌
舞
、
幻

術
な
ど
四
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
角
抵
は
競
技
分
野
に
属
す
る
）
（（
（

。

　

二
人
が
互
い
に
組
み
合
っ
て
知
恵
と
力
を
比
べ
る
競
技
は
戦
国
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
）
（（
（

。

こ
の
競
技
の
名
前
を
今
の
よ
う
に
「
角
抵
」
と
呼
び
始
め
た
の
は
秦
代
か
ら
で
あ
る
）
（（
（

。

そ
の
後
角
抵
が
全
国
的
に
流
行
し
た
の
は
漢
の
武
帝
の
時
か
ら
で
あ
る
）
（（
（

。『
漢
書
』
の
記

録
は
当
時
、
角
抵
が
ど
れ
ほ
ど
流
行
し
た
の
か
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
紀
元
前
一
〇

八
年
「
角
抵
戯
が
始
ま
れ
ば
三
百
里
内
の
人
々
は
皆
や
っ
て
き
て
見
物
し
た
）
（（
（

」
と
か
、

「
漢
の
天
子
が
酒
池
肉
林
を
も
っ
て
四
夷
の
使
臣
た
ち
を
接
待
し
、
巴
兪
、
都
盧
、
海
中

碭
極
、
蔓
延
魚
龍
、
角
抵
の
遊
戯
を
公
演
し
観
覧
さ
せ
た
）
（（
（

」
と
い
う
記
録
は
当
時
の
状
況

を
よ
く
示
し
て
い
る
。
周
辺
国
の
使
臣
の
た
め
に
角
抵
戯
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
は
『
史

記
』
に
も
見
ら
れ
る
）
（（
（

。
さ
ら
に
漢
の
元
帝
の
時
に
貢
禹
が
上
訴
し
て
角
抵
戯
を
や
め
よ
う

と
言
っ
た
と
い
う
記
録
）
（（
（

か
ら
も
当
時
の
状
況
を
十
分
に
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
当
時
ひ
と
つ
の
遊
び
形
態
と
し
て
多
く
の
人
が
楽
し
ん
だ
角
抵
戯
は
漢
代
の
画
像

石
（
塼
）
の
素
材
の
一
つ
と
し
て
頻
繁
に
登
場
す
る
。

　

漢
の
画
像
石
（
塼
）
に
登
場
す
る
角
抵
図
は
大
変
多
様
で
あ
る
。
高
句
麗
の
角
抵
図
の

よ
う
な
人
対
人
の
競
技
も
あ
る
が
（
挿
図
1（
）、
人
と
獣
、
さ
ら
に
は
獣
と
獣
が
争
う
場

面
ま
で
も
す
べ
て
角
抵
に
含
ま
れ
た
）
（（
（

（
挿
図
14
・
1（
）。
人
と
人
が
対
決
す
る
場
面
に
お
い

て
も
高
句
麗
の
角
抵
の
よ
う
に
素
手
で
対
決
す
る
場
面
も
あ
る
が
、
頭
に
角
の
形
の
帽
子

や
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
槍
の
よ
う
な
武
器
を
持
っ
て
競
っ
た
り
も
す
る
）
（（
（

（
挿
図
16
）。
人
と

人
が
組
み
合
う
競
技
は
地
域
と
時
代
に
拘
わ
ら
ず
と
て
も
普
遍
的
な
遊
び
で
、
遠
く
ガ
ン

ダ
ー
ラ
美
術
に
も
見
ら
れ
（
挿
図
17
）、匈
奴
の
墓
か
ら
出
土
し
た
例
も
あ
る
（
挿
図
18
）。

中
国
で
も
画
像
石
（
塼
）
だ
け
で
な
く
湖
北
江
陵
鳳
凰
山
の
秦
墓
で
出
土
し
た
櫛
（
挿
図

19
）
や
、
河
南
密
県
打
虎
亭
二
号
墓
の
壁
画
（
挿
図
20
）
に
も
み
ら
れ
る
）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
相
撲
は
超
歴
史
的
な
競
技
で
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
角
抵
は
明
ら

か
に
こ
れ
と
は
系
統
と
意
味
を
異
に
し
て
い
る
。
と
く
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
角
抵

図
が
多
様
で
数
的
に
も
少
な
く
な
い
中
国
に
お
い
て
、
高
句
麗
の
例
の
よ
う
に
互
い
に
締

め
込
み
を
つ
か
ん
で
投
げ
る
角
抵
図
は
多
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら

察
し
て
互
い
に
締
め
込
み
を
つ
か
み
合
っ
て
競
う
角
抵
は
、
高
句
麗
で
さ
ら
に
流
行
し
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
現
在
中
国
で
、
朝
鮮
半
島
の
角
抵
の
よ
う
に
互

い
に
締
め
込
み
を
つ
か
み
合
っ
て
競
う
競
技
を
「
高
麗
技
」
と
呼
ん
で
い
る
点
か
ら
も
わ

か
る
。
し
か
し
画
面
に
描
写
さ
れ
た
場
面
が
互
い
に
締
め
込
み
を
つ
か
み
合
っ
て
い
よ
う

と
、
離
れ
て
い
よ
う
と
基
本
的
に
同
一
の
ゲ
ー
ム
規
則
を
持
っ
た
競
技
で
あ
り
、
す
べ
て
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挿図 1（　角抵　中国　河南省南陽県（後漢）、1（6 × 44	cm、
河南省南陽漢画館

挿図 14　角抵　中国　河南省南陽市（後漢）、42 × 102	cm、
河南省南陽漢画館

挿図 1（　角抵　中国　河南省南陽宛城区（後漢）、（7 × 1（（	cm、
河南省南陽漢画館

挿図 16　角抵　中国　河南省南陽石橋（後漢）、40 × 1（1	cm、
河南省南陽漢画館

挿図 17　相撲　ガンダーラ、27 × 4（	cm、
ペシャワール博物館（筆者撮影）

挿図 18　相撲　銅飾牌、中国　陝西省長安客省荘
K140	号（戦国末）

挿図 19　角抵　櫛、中国　湖北省江陵鳳凰山秦墓出土

挿図 20　角抵図　中国　河南省密県打虎亭後漢墓

八



高
句
麗
古
墳
の
角
抵
図
に
登
場
す
る
「
西
域
人
」
の
イ
メ
ー
ジ

169

「
角
抵
」
か
ら
派
生
し
た
競
技
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
競
技
形
態
と
は
多
少
違
い

が
あ
る
が
、
同
一
範
疇
と
み
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
角
抵
図
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
や
は
り
大
部
分
、
目
が
大
き
く
荒
々
し

い
様
子
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
衣
服
は
主
に
上
衣
を
脱
ぎ
、
下
に
半
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い

る
が
、
そ
の
長
さ
は
一
定
で
は
な
い
。
ま
た
、
あ
る
場
合
は
首
が
V
字
型
に
え
ぐ
ら
れ
た

ワ
ン
ピ
ー
ス
と
ズ
ボ
ン
を
一
緒
に
は
い
た
姿
で
角
抵
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
角
抵
戯

の
場
面
の
背
景
に
は
同
じ
よ
う
に
周
辺
に
く
ね
く
ね
し
た
線
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
雲
気
は
こ
の
場
面
が
天
上
世
界
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
）
（（
（

。
こ
れ

は
先
に
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
で
見
ら
れ
た
雲
気
と
も
同
じ
で
あ
る
。

　

漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
と
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
の
場
面
は
明
ら
か
に
同
種
の

場
所
で
起
こ
っ
て
い
る
同
じ
意
図
を
持
つ
競
技
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
競
う
姿
勢
だ
け
で

な
く
、
こ
の
世
で
は
な
い
場
所
で
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
様
々
な
要
素

を
伴
っ
て
い
る
点
か
ら
も
そ
う
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
互
い
に
締
め
込
み
を
つ
か
み
合
っ
て

い
る
角
抵
図
が
漢
の
画
像
石
（
塼
）
に
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
違
い
が
あ
り
は
す
る

が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
す
べ
て
同
種
の
角
抵
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
見
て
も
差
し
支
え

な
い
。

　

高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
と
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
図
は
す
べ
て
墓
の
内
部
を

装
飾
す
る
絵
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
同
じ
範
疇
で
解
釈
で
き
る

様
々
な
同
一
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
筆
者
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
と
西
域
人
に
関

す
る
問
題
の
解
答
を
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
図
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
て
い

る
。
そ
れ
で
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
と
同
じ
神
話
体
系
の
中
に
あ
る
漢
の
画
像
石

（
塼
）
に
お
け
る
角
抵
の
意
味
を
調
べ
、
こ
れ
を
通
し
て
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
中
の
角
抵

の
象
徴
性
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　

四
、
角
抵
図
の
象
徴
性
と
「
西
域
人
」
の
イ
メ
ー
ジ

　

我
々
は
先
に
検
討
し
た
高
句
麗
壁
画
や
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
図
を
通
し
て
、
角

抵
と
い
う
遊
び
が
単
な
る
ゲ
ー
ム
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
墓
す
な
わ
ち
死
の
世
界
と
関

連
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
死
に
つ
い
て
も
単
な
る
現
世
に
お
け
る
死
を
越
え

た
別
世
界
と
関
連
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
角
抵
図
周
辺
に
表
現
さ
れ
た
様
々
な
題
材
な

ど
を
通
し
て
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
た
。
興
味
深
い
事
実
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
葬
式
や

死
者
の
祭
事
の
時
に
角
抵
を
す
る
風
俗
は
昔
か
ら
実
際
に
存
在
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
）
（（
（

。

今
も
日
本
で
は
そ
の
種
の
行
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
関
連
の
あ
る
記
録
は
『
日
本

書
紀
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。
し
か
し
我
々
に
示
さ
れ
た
そ
れ
以
上
の
証
拠
は
今
と
な
っ

て
は
探
す
の
が
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
高
句
麗
の
角
抵
図
を
理
解
す
る
た
め

に
は
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
に
そ
の
糸
口
を
見
い
だ
す
し
か
な
い
こ
と
は
先
に
も
述

べ
た
。

　

漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
図
の
意
味
を
把
握
す
る
た
め
に
六
博
と
い
う
別
の
ゲ
ー
ム

に
注
目
し
よ
う
。
六
博
は
角
抵
と
同
じ
よ
う
に
百
戯
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
六
博
も
や
は
り

ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
角
抵
と
同
様
に
漢
以
前
か
ら
中
国
の
古
代
人
た
ち
が
最
も
楽
し
ん
だ
遊

び
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
六
博
図
も
や
は
り
角
抵
図
と
同
様
に
別
世
界
で
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
様
々
な
要
素
と
と
も
に
現
わ
れ
、
歌
舞
と
飲
酒
な
ど
を
伴
う
（
挿

図
24
の
中
央
部
分
）。
ま
た
六
博
と
角
抵
は
い
ず
れ
も
二
人
が
競
う
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
角
抵

が
知
恵
と
力
の
両
方
を
必
要
と
す
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
六
博
は
知
恵
だ
け
で
競

う
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

　

漢
代
の
代
表
的
な
遊
び
で
あ
る
六
博
と
角
抵
は
両
方
と
も
漢
の
画
像
石（
塼
）や
石
棺
、

銅
鏡
に
お
い
て
最
も
愛
用
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
当
時
流
行
し
た
代
表
的
な
遊
び
が

こ
の
よ
う
に
墓
室
内
部
の
画
像
石
（
塼
）、
そ
し
て
石
棺
内
部
に
い
た
る
ま
で
死
と
関
係
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す
る
場
所
に
数
多
く
表
現
さ
れ
る
理
由
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
単
に
死
者
が
生
前

に
楽
し
ん
だ
ゲ
ー
ム
を
死
後
の
世
界
に
お
い
て
も
楽
し
め
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
ひ
と

つ
の
風
俗
場
面
だ
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
六
博
と
角
抵
の
両

方
は
現
実
世
界
で
は
な
い
天
上
世
界
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
様
子
と
し
て
表
現
さ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
は
仙
人
と
の
ゲ
ー
ム
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
、

単
に
こ
れ
ら
を
風
俗
場
面
と
し
て
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
（
挿
図
21
）。

　

漢
代
の
人
た
ち
は
当
時
、
自
分
た
ち
が
よ
く
楽
し
ん
だ
ゲ
ー
ム
を
、
彼
ら
の
神
話
体
系

の
中
に
お
い
て
は
神
仙
た
ち
が
楽
し
む
遊
技
と
し
て
認
識
し
た
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
仙
人
に
な

る
こ
と
を
渇
望
す
る
人
間
た
ち
は
、
六
博
と
い
う
ゲ
ー
ム
を
仙
人
の
遊
技
と
し
て
認
識
し

な
が
ら
、
さ
ら
に
六
博
を
楽
し
む
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
循
環
は
続
い
た
。

結
局
、
六
博
遊
び
を
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
す
な
わ
ち
仙
人
の
世
界
に
接
近
す
る
象
徴
行

為
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
六
博
と
い
う
ゲ
ー
ム
を

通
し
て
行
こ
う
と
す
る
世
界
は
す
な
わ
ち
永
遠
に
死
な
な
い
不
死
の
理
想
世
界
で
あ
る
。

漢
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
世
界
と
は
、
す
な
わ
ち
西
王
母
の
生
き
て
い
る
場
所
で
あ
っ

た
。
当
時
、
西
王
母
の
い
る
世
界
は
誰
も
が
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
行
く
こ
と
の
困
難

な
世
界
で
あ
っ
た
。
推
測
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
六
博
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
が
神
話

世
界
の
中
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
西
王
母
が
留
ま
る
崑
崙
山
に
住
む
西
域
人

と
の
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
勝
っ
た
者
だ
け
が
選
ば
れ
る
と
い
う
象
徴
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
実
は
「
博
具
を
広
げ
歌
舞
を
し
、
西
王
母
を
祭
事
し
た
」
と
い
う
『
漢

書
』
の
記
録
を
通
し
て
立
証
さ
れ
る
）
（（
（

。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
墓
中
の
画
像
石
（
塼
）
の
中

に
は
六
博
場
面
と
西
王
母
が
と
も
に
描
か
れ
た
り
、
付
属
主
題
と
し
て
登
場
し
た
り
す
る

例
が
少
な
く
な
い
）
（（
（

（
挿
図
22
〜
26
）。
挿
図
22
の
場
合
、
西
王
母
の
世
界
に
登
場
す
る
い
ろ

い
ろ
な
要
素
の
う
ち
最
も
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
ま
と
め
て
表
現
し
た
例
で
あ
る
。
龍
虎

座
の
上
に
座
っ
て
い
る
西
王
母
、
そ
し
て
西
王
母
の
左
側
に
は
崑
崙
山
の
上
で
六
博
に
興

じ
る
二
人
が
い
る
（
挿
図
2（
）。
そ
の
う
ち
の
一
人
は
背
に
羽
の
あ
る
仙
人
で
あ
る
。
挿

図
24
も
や
は
り
西
王
母
の
世
界
に
進
入
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
過
程
を
詳
し
く
描
写
し

た
例
で
あ
る
。
上
段
中
央
の
西
王
母
を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
な
同
伴
要
素
が
秩
序
正
し
く
配

置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
注
目
さ
れ
る
の
は
画
面
中
央
の
歌
舞
場
面
と
中
段
左
側
の
六

博
図
で
あ
る
（
挿
図
2（
）。
同
様
に
天
上
世
界
で
行
わ
れ
て
い
る
仙
人
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る

こ
と
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
羽
の
つ
い
た
人
と
向
き
合
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
画
像
石
（
塼
）
の
中
に
お
け
る
六
博
は
現
実
世
界
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
仙

人
と
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
姿
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
究
極
的
な
目
的
は
六
博
に
勝

ち
、
西
王
母
の
世
界
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
山
東
の
画
像
石
に
は
六
博
の
代
わ
り
に
角
抵

の
場
面
が
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
（
挿
図
26
）。
画
面
上
段
に
蟾
蜍
（
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）、
三

足
烏
、
兎
な
ど
を
伴
っ
た
西
王
母
が
お
り
、
下
段
に
は
両
手
を
広
げ
て
角
抵
を
す
る
人
が

い
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
は
漢
の
画
像
石
の
六
博
や
角
抵
と

同
一
の
体
系
に
属
し
、
同
一
の
同
伴
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
ゲ
ー
ム
は
同
様
に

天
上
世
界
で
行
わ
れ
、
二
人
が
楽
し
む
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
漢
代
に
と
も
に
流
行
し
、
同
様

に
歌
舞
、
飲
酒
、
世
界
樹
な
ど
を
伴
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
六
博
と
角
抵
は
両
方
と
も

西
王
母
の
祭
事
の
互
い
に
異
な
る
形
式
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
し
、
こ
れ
ら
は
両
方
と
も

仙
人
の
世
界
に
接
近
す
る
象
徴
行
為
、
神
仙
追
求
の
た
め
の
祭
事
行
為
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
中
に
お
け
る
六
博
と
角
抵
は
、あ
る
場
合
に
は
六
博
に
、

ま
た
別
の
場
合
に
は
角
抵
に
ゲ
ー
ム
の
形
式
が
変
わ
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
漢
の
画
像
石

（
塼
）
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
ゲ
ー
ム
は
死
後
、
霊
魂
が
仙
界
に
進
入
す
る
こ
と
を

願
う
人
々
の
た
め
の
一
種
の
通
過
儀
礼
で
あ
る
。
結
局
、
六
博
や
角
抵
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム

が
天
上
世
界
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
生
・
死
・
再
生
を
象
徴
す
る
再
生
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
漢
の
画
像
石
（
塼
）
に
表
現
さ
れ
た
角
抵
の
こ
の
よ
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挿図 21　六博　中国　江蘇省徐州銅山県出土、
1（0 × 60	cm

挿図 22　西王母画像　中国　四川省郫県新勝郷（後漢）、89 × 22（	cm、
四川省博物館

挿図 2（　挿図 22 の六博部分

挿図 24　西王母と百戯　中国　山東省滕県西戶口村（後漢）、
82 × 8（	cm、山東省博物館

挿図 2（　図 24 の中段左側部分の六博
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う
な
象
徴
性
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
に
お
い
て
も
同
一
の
解
釈
が
可
能
だ
と
思
わ

れ
る
。
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の
角
抵
と
高
句
麗
の
角
抵
図
の
象
徴
性
は
、
周
辺
の
様
々
な

題
材
、
す
な
わ
ち
生
命
を
象
徴
す
る
世
界
樹
、
昇
仙
を
象
徴
す
る
雲
気
、
そ
し
て
天
の
柱

す
な
わ
ち
宇
宙
樹
が
あ
り
）
（（
（

、
西
王
母
が
住
ん
で
い
る
崑
崙
山
）
（（
（

、
そ
し
て
霊
魂
を
そ
こ
に
導

い
て
く
れ
る
馬
と
馬
夫
な
ど
の
表
現
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
高
句
麗
の
角
抵
図
に
西
域
人
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
い
っ
た

い
何
で
あ
ろ
う
か
。『
山
海
経
』
に
は
西
王
母
が
居
住
す
る
場
所
と
し
て
崑
崙
山
と
玉
山

を
と
も
に
明
示
し
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
場
合
、
崑
崙
山
と
玉
山
は
同
じ
場
所
で
あ
る
が
、
そ
こ

は
漢
代
以
後
す
で
に
彼
ら
に
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
玉
山
の
国
、
す
な
わ
ち
于
闐
の
山
で

あ
る
）
（（
（

。
結
局
、
西
王
母
が
居
住
す
る
崑
崙
山
に
住
ん
で
い
る
異
国
的
な
姿
の
西
域
人
と
戦

っ
て
勝
つ
こ
と
が
、
西
王
母
の
世
界
に
入
る
一
番
の
早
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
し
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
角
抵
を
す
る
人
物
の
う
ち
の
一
人
を
西
域
人
の
姿
で
表
現
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
長
川
一
号
墳
の
例
の
よ
う
な
西
域
人
の
姿
を
し
た
馬
を
曳
く
馬
夫
は
、
こ
の
よ

う
な
推
定
を
裏
付
け
て
く
れ
る
（
挿
図
10
）。
神
樹
と
車
を
は
ず
し
た
馬
、
そ
し
て
そ
の

馬
を
扱
う
人
の
主
題
も
や
は
り
画
像
石
（
塼
）
や
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
よ
く
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
画
像
石
（
塼
）
の
場
合
、
西
王
母
、
六
博
、
角
抵
、
世
界
樹
な
ど
を
伴
っ
て
い

る
。
こ
の
場
合
の
馬
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
霊
魂
を
導
く
動
物
と
し
て
象
徴
さ

れ
る
。
興
味
深
い
の
は
漢
の
画
像
石
（
塼
）
に
お
い
て
馬
を
曳
い
て
行
く
人
物
た
ち
は
髭

が
多
く
、
鼻
の
大
き
な
西
域
人
の
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
推
測
す

る
に
西
王
母
が
住
む
西
域
の
世
界
に
最
も
よ
く
導
い
て
く
れ
る
人
は
結
局
、
西
域
人
だ
と

考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
域
人
の
姿
を
し
た
人
物
が
曳
く
馬
に
乗
っ
て
、
神
樹
に
到
着
し

た
魂
魄
が
歌
舞
、
六
博
（
角
抵
）、
飲
酒
儀
式
な
ど
を
経
た
後
、
ゲ
ー
ム
に
勝
て
ば
昇
仙

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
角
抵
図
と
と
も
に
登
場
す
る
長
川
一
号
墳
の
馬
を

挿図 26　西王母　中国　山東省嘉祥（後漢）

挿図 27　世界樹と馬・馬夫　中国　山東省微山両城鎮出土（後漢）、
90 × 94	cm
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曳
く
西
域
人
も
や
は
り
同
じ
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
（（
（

。

　

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
象
徴
性
を
帯
び
た
角
抵
図
と
西
域
人
、
そ
し
て
馬
を
曳
く
西
域

人
の
姿
を
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
を
描
い
た
人
々
は
直
接
見
て
描
い
た
の
か
ど
う
か
が
気
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
高
句
麗
古
墳
壁
画
を
描
い
た
人
々
の
頭
の
中
で
は
西
側
に
住
む
西

域
人
た
ち
は
鼻
が
大
き
く
荒
々
し
い
姿
で
象
徴
化
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う

に
彼
ら
が
西
域
人
た
ち
を
力
が
強
い
人
た
ち
で
、
そ
の
顔
も
平
凡
で
は
な
い
様
子
で
象
徴

化
す
る
か
ら
に
は
、
明
ら
か
に
彼
ら
を
ど
こ
か
で
直
接
見
た
可
能
性
が
大
き
い
。
と
く
に

五
世
紀
中
葉
と
い
う
時
期
は
北
魏
と
西
域
が
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
）
（（
（

、
さ
ら
に
こ
の

時
期
、
北
魏
と
高
句
麗
の
関
係
か
ら
し
て
、
い
か
な
る
方
法
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
西
域

人
到
来
の
可
能
性
を
ま
っ
た
く
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
（（
（

。
し
か
し
そ
の
影
響
が
直
接

的
で
あ
っ
た
の
か
間
接
的
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
影
響
力
は
ど
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た

の
か
に
関
し
て
は
も
う
少
し
論
議
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
漢
代
の
画
像
石
（
塼
）
に
、
そ
し
て
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
表
現
さ
れ
た
角

抵
戯
は
天
上
世
界
で
行
わ
れ
る
ひ
と
つ
の
儀
式
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
れ
は
結
局
、
西
王

母
の
世
界
に
入
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。
高
句
麗
人
た
ち
は
西
域
に

住
む
人
た
ち
と
力
比
べ
を
し
て
勝
っ
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
永
遠
に
生
き
ら
れ
る
西
王
母
の

世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。
そ
の
後
仏
教
が
流
入
し
、
定
着
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、
自
然
に
西
王
母
信
仰
は
仏
教
の
中
に
溶
解
さ
れ
、
さ
ら
に
は
西
王
母
が

位
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
に
仏
像
が
座
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　
　
　
　

五
、
ま
と
め

　

こ
の
論
文
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
中
で
最
も
お
も
し
ろ
い
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
角
抵

図
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
焦
点
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
に
あ
わ
せ

ら
れ
て
い
る
が
、
高
句
麗
で
実
際
誰
が
角
抵
を
し
た
の
か
、
角
抵
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
当
時

ど
れ
ほ
ど
流
行
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
関
心
事
で
は
な
い
。
た
だ
高
句
麗
社
会
に
存
在

し
た
数
多
く
の
ゲ
ー
ム
の
う
ち
で
、
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
角
抵
が
墓
中
に
描
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
角
抵
人
の
う
ち
の
一
人
が
鼻
の
大
き
な
異
国
人
の
姿
で
描

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
絵
の
象
徴
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の

が
こ
の
論
文
の
意
図
で
あ
っ
た
。

　

高
句
麗
の
角
抵
図
は
そ
れ
が
天
上
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る

様
々
な
同
伴
要
素
に
囲
ま
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
世
で
は
な
い
こ
と
を
暗

示
す
る
雲
気
や
、
瑞
獣
、
仙
人
が
と
も
に
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は

こ
の
角
抵
と
い
う
遊
び
が
単
な
る
ゲ
ー
ム
の
意
味
だ
け
を
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
。
結
局
こ
の
角
抵
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
想
定
す
る
の
は
、
時
期
に
よ
っ

て
は
、
永
遠
に
死
な
な
い
、
不
死
の
世
界
で
あ
る
西
王
母
の
世
界
に
行
く
こ
と
で
あ
り
、

仏
教
で
言
え
ば
西
方
極
楽
浄
土
に
行
く
こ
と
で
あ
る
）
（（
（

。
西
王
母
の
世
界
は
時
を
経
て
仏
教

の
来
世
へ
と
自
然
に
変
貌
し
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
過
程
は
長
川
一
号
墳
の
角
抵
図
に
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
古
代
人
た
ち
が
死
後
に
行
く
こ
と
を
熱
望
し
た
場
所
は
、
す
な
わ
ち
不
死

の
楽
園
で
あ
る
。
誰
も
が
不
死
の
楽
園
へ
の
昇
仙
を
夢
見
た
が
、
皆
が
簡
単
に
昇
仙
で

き
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
）
（（
（

。
昇
仙
の
目
的
地
は
ま
さ
に
西
王
母
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、

す
な
わ
ち
崑
崙
山
で
あ
る
。
し
か
し
文
献
記
録
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
崑
崙
山
は
そ
れ
ほ
ど

接
近
し
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
）
（（
（

。
距
離
も
遠
い
が
、
た
と
え
そ
こ
に
到
着
し
た
と

し
て
も
、
接
近
自
体
が
困
難
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
難
し
い
か
ら
と
あ
き
ら
め
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
墓
主
は
死
後
に
昇
仙
の
た
め
に
限
り
な
く
困
難
な
旅
程
を
た
ど
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
至
難
の
旅
程
の
中
の
ひ
と
つ
が
、
ま
さ
に
角
抵
な
の
で
あ
る
。

死
者
は
角
抵
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
勝
ち
さ
え
す
れ
ば
彼
ら
が
願
う
世
界
に
行
く
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
彼
ら
が
追
求
す
る
世
界
、
す
な
わ
ち
西
王
母
が
住
ん
で
い
る
崑
崙
山
の
西
域

一
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人
と
戦
っ
て
勝
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の
上
も
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理

由
で
高
句
麗
人
た
ち
は
鼻
が
大
き
く
目
の
ぎ
ょ
ろ
っ
と
し
た
姿
で
象
徴
化
さ
れ
る
西
域
人

た
ち
を
角
抵
す
る
人
の
一
人
と
し
て
描
い
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

角
抵
図
の
周
辺
に
は
疎
通
の
媒
介
で
あ
る
木
、
旅
行
を
助
け
る
道
案
内
人
で
あ
る
馬
と

馬
夫
、
現
実
の
世
界
で
な
い
こ
と
を
象
徴
す
る
各
種
の
モ
チ
ー
フ
が
併
存
す
る
。
と
く
に

別
世
界
に
霊
魂
を
導
い
て
く
れ
る
引
導
者
、
す
な
わ
ち
馬
夫
を
西
域
人
と
し
て
描
写
し
た

の
も
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
長
川
一
号
墳

に
は
競
っ
て
勝
っ
た
者
を
別
の
世
に
連
れ
て
行
く
馬
と
西
域
人
の
姿
の
馬
夫
が
待
機
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
を
単
に
西
域
人
が
こ
の
地
に
到

来
し
、
力
の
象
徴
で
あ
る
彼
ら
が
角
抵
人
と
し
て
登
場
す
る
と
い
う
単
純
な
論
理
で
は
解

く
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
壁
画
が
何
の
た
め
に
描
か
れ
た
の
か
と
い
う
目
的

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
角
抵
図
が
な
ぜ
存
在
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
な
ぜ
異
国
人
の
姿

で
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
関
す
る
解
答
は
、
簡
単
に
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
高
句
麗
古
墳
壁
画
は
死
者
の
死
後
の
生
に
対
す
る
生
き
残
っ
た
者

の
細
か
い
配
慮
を
そ
の
ま
ま
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
死
者
が
死
後
に
行

く
こ
と
を
熱
望
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
生
き
残
っ
た
者
た
ち
が
死
者
が
行
け
る
よ
う
に

祈
っ
た
と
こ
ろ
、
角
抵
は
ま
さ
に
そ
こ
に
行
く
た
め
の
通
過
儀
礼
で
あ
り
宗
教
行
為
な
の

で
あ
る
。

註（
1
）　

現
在
ま
で
角
抵
図
に
関
わ
る
論
考
で
は
こ
の
ふ
た
つ
の
場
面
を
互
い
に
異
な
る
名
前
で
呼
ん
で

い
た
。
す
な
わ
ち
互
い
に
組
み
合
っ
て
競
う
も
の
は
「
角
抵
」、
互
い
に
離
れ
た
状
態
で
相
手
を

攻
撃
す
る
も
の
は
「
手
搏
」（
ス
バ
ク
）
と
呼
ん
で
区
別
し
た
。
し
か
し
古
文
献
で
は
角
抵
と
手

搏
の
概
念
を
現
在
の
よ
う
に
は
っ
き
り
区
分
し
て
使
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
文
献
上
で
称
す
る
角

抵
（
ま
た
は
角
力
、
角
氏
、
角
觝
）
は
二
人
が
力
を
競
う
す
べ
て
の
競
技
を
通
称
し
て
い
る
。
こ

の
と
き
角
抵
は
大
き
く
三
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
二
人
と
も
素
手
で
互
い
の
力
を
競

う
場
合
（
相
撲
、
相
搏
、
手
搏
戯
、
手
相
搏
と
称
す
る
）。
第
二
は
一
人
は
素
手
、
も
う
一
人
は

武
器
を
持
っ
て
い
る
場
合
。
第
三
は
二
人
と
も
武
器
を
持
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
（
蕭
亢
達
『
漢

代
楽
舞
百
戯
藝
術
研
究
』
北
京
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
、
三
一
九
〜
三
二
九
頁
）。
こ
こ
で
扱

わ
れ
て
い
る
角
抵
は
こ
の
う
ち
第
一
の
場
合
に
該
当
す
る
。

（
2
）　

こ
の
場
合
の
「
西
域
人
」
は
大
変
漠
然
と
し
た
概
念
で
、
現
在
我
々
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
具

体
的
な
概
念
で
は
な
い
。
古
代
人
が
認
識
し
て
い
る
西
域
人
は
、
中
国
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
西

の
あ
る
場
所
、
す
な
わ
ち
崑
崙
山
の
あ
る
と
こ
ろ
に
住
ん
で
お
り
、
顔
は
異
国
的
な
容
貌
を
し
て

い
て
多
少
幻
想
的
な
概
念
の
西
域
人
を
称
す
る
。

（
（
）　

斉
藤
忠
「
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
あ
ら
わ
れ
た
葬
礼
儀
礼
に
つ
い
て
」『
朝
鮮
學
報
』
九
一
、
一

九
七
九
、
一
一
頁

　

寒
川
恒
夫
「
葬
礼
相
撲
の
系
譜
」『
韓
・
日
比
較
民
俗
遊
び
論
』
民
俗
苑
、
一
九
九
七
、
四
五

〜
五
二
頁

　

全
虎
兌
「
高
句
麗　
角
抵
塚　
壁
画
研
究
」『
美
術
資
料
』
五
七
、
一
九
九
六
、
一
七
頁
「
壁
画

の
角
抵
は
新
し
い
世
界
の
入
口
に
お
い
て
行
わ
れ
る
意
味
深
い
行
事
な
の
で
あ
る
。
…
…
角
抵
や

手
搏
戯
は
死
者
が
他
界
に
入
る
た
め
の
通
過
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」

　

全
虎
兌
『
高
句
麗　
古
墳
壁
畫
의

世
界
』
ソ
ウ
ル
大
學
校
出
版
部
、
二
〇
〇
四
、
一
六
二
頁

　

角
抵
や
手
搏
戯
を
死
者
が
他
界
に
行
く
た
め
の
通
過
儀
礼
だ
と
見
る
見
解
は
的
確
な
指
摘
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
角
抵
が
そ
の
よ
う
な
機
能
を
な
す
よ
う
に
な

っ
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
）　

高
句
麗
古
墳
壁
画
に
登
場
す
る
西
域
人
お
よ
び
西
域
美
術
に
関
連
し
て
は
次
の
よ
う
な
論
考
が

あ
る
。

　

権
寧
弼
「
高
句
麗　
繪
畫
에

나
타
난

對
外
交
渉
」『
高
句
麗
美
術
의

對
外
交
渉
』
圖
書
出
版
藝

耕
、
一
九
九
六
、
一
七
三
〜
一
九
三
頁

　

全
虎
兌
「
高
句
麗　
長
川
1
號
墳
壁
의

西
域
係
人
物
」『
蔚
山
史
學
』
六
、
一
九
九
三
年
、
一

〜
三
八
頁

　

金
元
龍
「
古
代　
韓
國
과

西
域
」『
美
術
資
料
』
三
四
、
一
九
八
四
（『
韓
國
美
術
史
研
究
』
一

九
八
九
、
四
二
〜
七
三
頁
に
再
収
録
）

　

　

도
유
호
（
ド
・
ユ
ホ
）「
고
구
려

석
실

봉
토
분
의

유
래
와

서
역

문
화
의

영
향
（
高
句
麗
石

室
封
土
墳
の
由
来
と
西
域
文
化
の
影
響
）」『
문
화
유
산
（
文
化
遺
産
）』
一
、
一
九
五
九
、
二
九

〜
三
七
頁

（
（
）　

高
句
麗
古
墳
壁
画
の
角
抵
図
だ
け
を
主
題
と
し
た
論
考
は
な
い
が
、
高
句
麗
壁
画
の
遊
び
文
化

を
扱
い
な
が
ら
角
抵
を
含
め
て
記
述
し
た
論
文
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
一
貫
し
て
西
域
人
が

一
四
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高
句
麗
に
入
り
、
高
句
麗
人
と
共
に
遊
び
を
楽
し
ん
だ
こ
と
を
立
証
す
る
代
表
資
料
と
し
て
提
示

し
て
い
る
。

　

田
耕
旭
「
壁
畫
를

통
해

본　

高
句
麗
놀
이
문
화
（
壁
画
を
通
し
て
見
た
高
句
麗
の
遊
び
文
化
）」

『
高
句
麗
研
究
』
一
七
、
二
〇
〇
三
、
一
四
八
〜
一
四
九
頁

　

全
徳
在
「
韓
國
古
代
西
域
文
化
의

受
容
에

대
한

考
察
︱
百
戱
、
歌
舞
의

수
용
을

중
심
으

로
︱
（
韓
国
古
代
西
域
文
化
の
受
容
に
関
す
る
考
察
︱
百
戯
、
歌
舞
の
受
容
を
中
心
に
︱
）」『
歷

史
와

境
界
』
五
八
、
二
〇
〇
六
、
一
〜
三
七
頁

　

全
美
宣
「
高
句
麗　
古
墳
壁
畫
의

놀
이
문
화
（
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
遊
び
文
化
）」『
韓
國
古
代

史
研
究
』
四
三
、
二
〇
〇
六
、
八
三
〜
一
二
七
頁

　

李
松
蘭
「
新
羅
鷄
林
路
14
號
墳
〈
金
製
嵌
裝
寶
劍
〉
의

製
作
地
와　

受
容
經
路
」『
美
術
史
學

研
究
』
二
〇
〇
八
、
八
九
〜
九
四
頁

（
6
）　

こ
れ
と
関
連
し
て
墓
場
の
中
の
画
像
石
の
位
置
が
画
像
石
に
表
現
さ
れ
た
内
容
と
ど
の
よ
う
な

相
関
関
係
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
次
の
論
文
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

信
立
祥
『
漢
代
画
像
石
綜
合
研
究
』
北
京
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
〇

　

W
. Fairbank, “Th

e offering shrines of W
u Liang Tz’u,” H

arvard Journal of Asiatic Studies, N
o. 

6, 1941

　

W
u H

ung, Th
e W

u Liang Shrine: Th
e Ideology of Early C

hinese Pictorial Art, Stanford: Stanford 

U
niversity Press, 1989

　

蒋
英
炬
・
呉
文
祺
『
漢
代
武
氏
墓
葬
石
刻
研
究
』
山
東
山
東
美
術
出
版
社
、
一
九
九
五

　

金
秉
駿
「
漢
代
畵
像
石
의

橋
上
交
戰
圖
分
析
︱
畵
題
間
의

相
互
有
機
的
理
解
를

위
한

試

論
︱
」『
講
座
美
術
史
』
二
六
、
二
〇
〇
六
、
三
九
一
〜
四
二
一
頁

（
7
）　

こ
れ
ら
角
抵
図
に
み
ら
れ
る
人
物
た
ち
の
特
徴
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。

　

安
輝
濬
「
韓
國
古
代
繪
畵
의

特
性
과

意
義
（
下
）
︱
三
國
時
代
人
物
畵
를

중
심
으
로
︱
」『
美

術
資
料
』
四
二
、
一
九
八
八
、
四
〇
〜
四
三
頁

　

安
輝
濬
『
高
句
麗
繪
畫
』
暁
瑩
出
版
、
二
〇
〇
七
、
一
七
三
〜
一
七
七
頁

（
8
）　

角
抵
塚
壁
画
に
関
す
る
詳
し
い
研
究
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
論
文
が
あ
る
。

　

全
虎
兌
註
（
前
掲
論
文
、
一
〜
四
二
頁

（
9
）　

高
句
麗
古
墳
壁
画
に
現
れ
た
三
角
形
の
火
焔
文
に
関
し
て
は
李
松
蘭
「
高
句
麗
古
墳
壁
畵
의

天
上
表
現
에
서

火
焰
文
의

의
미
와

전
개
（
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
天
上
表
現
に
お
け
る
火
焔
文
の

意
味
と
展
開
）」（『
美
術
史
學
研
究
』
二
二
〇
、
一
九
九
八
、
一
〜
四
三
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　

こ
の
三
本
足
の
烏
は
西
王
母
と
共
に
登
場
す
る
。
こ
の
場
面
は
西
王
母
が
三
本
足
の
群
鳥
の
世

話
を
し
た
と
い
う
古
代
神
話
に
由
来
し
た
も
の
で
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
烏
は

太
陽
を
象
徴
す
る
（
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
イ
『
古
代
中
國
人
의

生
死
觀
』
李
成
珪
訳
、
知
識
産
業
社
、

一
九
八
七
、
一
三
八
頁
）。
こ
の
他
に
も
仲
間
と
と
も
に
収
集
し
た
薬
草
を
合
成
す
る
兎
、
生
・
死
・

再
生
の
過
程
を
象
徴
す
る
と
し
て
知
ら
れ
る
蟾
蜍
も
来
世
の
中
の
仙
界
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
11
）　

こ
の
よ
う
な
蔓
文
様
は
漢
の
画
像
石
（
塼
）
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
漢
の
画
像
石
（
塼
）
の

蔓
文
様
は
神
仙
が
愛
好
し
た
薬
草
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
想
定
さ
れ
、
神
仙
ま
た
は
西
王
母
の
世
界

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
土
居
淑
子
『
中
国
古
代
の
画
像
石
』
同
朋
舍
、
一
九

八
六
、
九
二
〜
一
〇
〇
頁
）。

（
12
）　

長
川
一
号
墳
の
百
戯
伎
楽
図
に
登
場
す
る
人
物
は
合
わ
せ
て
三
二
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
九
人

は
高
鼻
人
で
あ
る
が
、
す
べ
て
馬
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
内
容
は
全
虎
兌

註
4
前
掲
論
文
、
一
〇
〜
二
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
1（
）　

ド
・
ユ
ホ
註
4
前
掲
論
文
、
二
九
〜
三
七
頁
。

（
14
）　

閔
丙
勳
「
東
西
文
化
交
涉
史
에

보
이
는

幻
術
」『
美
術
史
研
究
』
一
〇
、
一
九
九
六
、
五
一

〜
七
三
頁
参
照
。

（
1（
）　

全
徳
在
註
（
前
掲
論
文
、
一
〜
三
七
頁

（
16
）　

廖
奔
「
論
漢
画
百
戯
」『
漢
代
画
像
石
研
究
』
北
京
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
、
一
〇
九
頁
の

表
一
参
照
。

　

中
国
の
角
抵
戯
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
論
考
が
あ
る
。

　

趙
建
中
「
浅
談
南
陽
漢
画
像
石
中
的
角
抵
戯
」『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
三
年
第
三
期
、
七
六

〜
七
七
頁

　

趙
建
中
「
南
陽
漢
画
中
角
抵
戯
新
探
」『
中
原
文
物
』
一
九
八
三
年
特
刊

　

周
到
・
王
暁
『
漢
画
︱
河
南
漢
代
画
像
研
究
』
鄭
州
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
、
六
五

〜
六
九
頁

（
17
）　
（
宋
）
高
承
『
事
物
紀
原
』
巻
九
「
角
抵
昔
六
国
時
所
造
」

（
18
）　
『
漢
書
』巻
二
三
刑
法
志
第
三「
春
秋
之
後
、滅
弱
呑
小
、並
為
戦
国
、稍
増
講
武
之
礼
、以
為
戯
楽
、

用
相
夸
視
、
而
秦
更
名
角
抵
」

　
『
史
記
』に
は
秦
の
二
代
皇
帝
が
甘
泉
で
角
抵
公
演
を
観
覧
し
た
と
い
う
記
録
も
見
ら
れ
る（『
史

記
』
李
斯
列
伝
「（
秦
）
二
世
在
甘
泉
方
作
角
抵
俳
仔
之
戯
」）。

（
19
）　
『
漢
書
』
武
帝
紀
「
元
封
三
年
（
紀
元
前
一
〇
八
）
春
、
作
角
抵
戯
、
三
百
里
内
皆
観
」

（
20
）　

前
註
19
参
照
。

（
21
）　
『
漢
書
』
巻
九
六
下
西
域
列
伝
第
二
七
「
天
子
負
酺
依
、
襲
翠
被
、
馮
玉
几
、
以
處
其
中
、
設

酒
池
肉
林
、
以
響
四
夷
之
客
、
作
巴
兪
都
盧
海
中
碭
極
、
蔓
延
魚
龍
角
抵
之
戯
、
以
視
観
之
」

（
22
）　
『
史
記
』
大
宛
伝
「
初
漢
使
至
安
息
…
…
漢
使
還
、
而
後
発
使
隨
漢
使
来
観
漢
広
大
、
以
大
鳥

卵
及
黎
軒
善
眩
人
献
于
漢
…
…
是
時
上
方
数
巡
狩
海
上
、
乃
悉
従
外
国
客
…
…
于
是
大
角
抵
、
出

奇
戯
諸
怪
物
、
多
聚
観
者
…
…
及
加
其
眩
者
之
工
、
而
角
抵
奇
戯
歳
増
変
、
甚
盛
亦
興
、
自
此
始
」

一
五
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（
2（
）　
『
漢
書
』
貢
禹
伝
「
罷
角
抵
百
戯
」

（
24
）　

角
抵
は
文
字
通
り
角
で
互
い
に
飛
び
か
か
っ
て
競
い
、
力
比
べ
を
す
る
と
い
う
意
味
で
（『
事

物
原
始
』「
両
手
拠
地
、
以
頭
相
触
、
作
牛
闘
状
」）、
遊
ぶ
様
子
が
ま
る
で
牛
が
争
う
姿
の
よ
う

だ
と
い
う
こ
と
で
付
い
た
名
前
で
あ
る
。
実
際
に
漢
の
画
像
石
（
塼
）
に
は
角
の
つ
い
た
仮
面
を

か
ぶ
っ
て
争
う
姿
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
2（
）　M

ichael Loew
e, “Th

e C
hüeh-ti gam

es: a re-enactm
ent of the battle betw

een C
h’ih-yu and 

H
süan-yüan?,” D

ivination, m
ythology and m

onarchy in H
an C

hina, C
am

bridge: C
am

bridge 

U
niv. Press, 1994, pp. 236-248.

（
26
）　

安
金
槐
・
王
與
剛
「
河
南
密
県
打
虎
亭
漢
代
画
像
石
墓
和
壁
画
墓
」『
文
物
』
一
九
七
二
︱
一

〇
　

魏
殿
臣
「
密
県
漢
画
簡
述
」『
中
原
文
物
』
一
九
八
三
年
特
刊

（
27
）　

土
居
淑
子
註
11
前
掲
書
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁

　

こ
の
時
、雲
気
は
風
雲
に
乗
っ
て
登
仙
す
る
昇
降
の
手
段
で
あ
る（『
捜
神
記
』巻
一
赤
松
子「
常

入
西
王
母
石
室
中
、
隨
風
雨
上
下
」）。

（
28
）　

寒
川
恒
夫
註
（
前
掲
論
文
、
四
五
〜
五
二
頁

（
29
）　

皇
極
天
皇
元
年
七
月
二
一
日
に
天
皇
が
健
児
に
相
撲
を
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
翹
岐
が
息
子
と
下

人
を
失
う
悲
し
み
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
翹
岐
は
百
済
王
の
甥
で
あ
り
日
本
に

来
た
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
葬
礼
相
撲
が
百
済
で
も
行
わ
れ
た
支
配
階
級
の
礼
法
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
元
年
秋
七
月
甲
寅
朔
乙
亥
「
饗
百
済
使
人
大

佐
平
智
積
等
於
朝
、
乃
命
健
児
、
相
撲
於
翹
岐
前
、
智
積
等
、
宴
畢
而
退
、
拝
翹
岐
門
」）。

（
（0
）　Lien-sheng Yang, “A N

ote on the So-called M
irrors and the G

am
e Liu-po,” H

arvard Journal 

of Asiatic Studies, N
o. 9, 1947.

（
（1
）　
『
漢
書
』
巻
二
七
下
ノ
上
、
五
行
志
（
下
）「
設
張
博
具
、
歌
舞
、
祀
西
王
母
」

（
（2
）　

歌
舞
、
飲
酒
、
馬
車
だ
け
を
伴
っ
た
六
博
図
も
本
来
西
王
母
画
像
の
付
属
図
で
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
。

　

四
川
省
博
物
館･

陴
県
文
化
館
「
四
川
陴
県
東
漢
磚
墓
的
石
棺
画
像
」『
考
古
』
一
九
七
六
︱

六

（
（（
）　
『
山
海
経
』
巻
一
一
海
内
西
経
「
海
内
昆
侖
之
虚
…
…
不
死
樹
」

（
（4
）　

西
王
母
と
崑
崙
山
の
結
合
は
前
漢
代
に
な
さ
れ
る
（
土
居
淑
子
「
死
者
の
世
界
」
註
11
前
掲
書
、

一
四
〇
〜
一
四
四
頁
）。『
山
海
経
』
の
中
で
も
成
立
が
最
も
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
五
蔵
山
経

の
中
の
西
山
経
に
は
、
西
王
母
は
西
方
に
い
る
様
々
な
神
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
崑
崙
山
も
西
方
の

多
く
の
山
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
戦
国
時
代
末
期
に
い
た
る
と
、
西
王

母
が
他
の
西
方
の
神
た
ち
を
圧
倒
し
て
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
崑
崙
山
も
西
方
の
山
の
中
で
も

と
く
に
重
要
な
山
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
必
然
的
に
両
者
が
結
び
付
く
観
念
が
発
達
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら
漢
代
に
い
た
る
と
、
西
王
母
と
崑
崙
山
と
は
す
で
に
切
り
離
せ
な
い
関

係
と
な
る
の
で
あ
る
（
小
南
一
朗
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
』
平
凡
社
、
一
九
九
一
、
一
四
四
〜
一

四
五
頁
）。

（
（（
）　
『
山
海
経
』
巻
二
西
山
経
「
又
西
三
百
五
十
里
曰
玉
山
、時
西
王
母
所
居
也
、西
王
母
、其
状
如
人
、

豹
尾
虎
歯
而
善
嘯
、
蓬
髮
戴
勝
、
是
司
天
之
厲
及
五
残
」

　
『
山
海
経
』
巻
二
西
山
経
「
玉
山
」

　
『
山
海
経
』
巻
二
大
荒
西
経
「
昆
侖
之
丘
、
炎
火
之
山
」

（
（6
）　

漢
武
帝
の
時
、す
で
に
于
闐
（K

hotan

）
の
山
を
崑
崙
と
名
付
け
る
（『
史
記
』
大
宛
列
伝
「
而

漢
使
窺
、河
源
、河
源
出
于
究
、其
山
多
玉
石
、采
来
、天
子
案
古
図
書
、名
河
所
出
山
曰
崑
崙
云
」）。

（
（7
）　

長
川
一
号
墳
の
西
域
系
人
物
た
ち
が
同
じ
よ
う
に
身
分
の
低
い
馬
を
扱
う
卑
し
い
仕
事
に
従
事

し
て
お
り
、
ま
た
四
〜
五
世
紀
の
高
句
麗
の
対
外
関
係
を
考
慮
し
て
み
る
と
き
、
彼
ら
西
域
人
た

ち
を
北
中
国
に
流
れ
て
き
た
羯
胡
だ
と
み
る
こ
と
も
あ
る
（
全
虎
兌
註
4
前
掲
論
文
、
三
四
〜
三

七
頁
）。

（
（8
）　

北
魏
に
対
す
る
西
域
の
集
中
的
な
朝
貢
活
動
は
大
き
く
二
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
四
三
五

年
か
ら
四
七
九
年
ま
で
の
四
四
年
間
、
そ
し
て
五
〇
二
年
か
ら
五
一
九
年
ま
で
の
一
七
年
間
で
あ

る
。
そ
れ
以
後
も
朝
貢
関
係
が
完
全
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、そ
の
回
数
は
著
し
く
減
る
。

そ
の
う
ち
と
く
に
四
三
五
年
か
ら
四
七
九
年
ま
で
は
、
ほ
ぼ
三
六
回
の
朝
貢
活
動
が
あ
っ
た
時
期

で
、
こ
の
時
期
北
魏
は
最
も
強
力
に
西
域
の
仏
教
お
よ
び
仏
教
彫
刻
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
（
林
玲
愛
「
西
域
彫
刻
을

통
해

본

東
西
美
術
交
流
」『
美
術
史
學
』
一
一
、一
九
九
七
、

五
〇
〜
五
二
頁
、『
交
流
로

본

韓
國
佛
教
彫
刻
』
学
研
文
化
社
、
二
〇
〇
八
、
四
九
〜
六
九
頁

に
再
収
録
）。

（
（9
）
盧
泰
敦
「
高
句
麗
・
渤
海
人
과

內
陸
아
시
아

住
民
과
의

交
涉
에

관
한

一
考
察
」『
大
同
文
化

研
究
』
二
三
、
二
三
五
〜
二
四
六
頁

　

盧
泰
敦
「
（
︱
6
世
紀
東
아
시
아
의

國
際
情
勢
와

高
句
麗
의

對
外
關
係
」『
東
方
學
志
』
四

四
、
一
九
八
四
、
一
〜
五
七
頁

　

全
徳
在
（
註
前
掲
論
文
、
一
〜
三
七
頁
参
照
。

（
40
）　

高
句
麗
古
墳
壁
画
に
登
場
す
る
西
王
母
に
関
し
て
は
次
の
論
文
を
参
照
。

　

全
虎
兌
「
高
句
麗
龕
神
塚
壁
畫
의

西
王
母
」『
韓
國
古
代
史
研
究
』
一
一
、
一
九
九
七
、
三

六
五
〜
四
〇
四
頁

（
41
）　

角
抵
塚
や
舞
踊
塚
の
場
合
、
蓮
蕾
や
蓮
華
が
周
辺
の
題
材
と
し
て
登
場
し
て
は
い
る
が
、
追
求

対
象
が
極
楽
浄
土
に
変
化
し
た
姿
を
最
も
は
っ
き
り
と
見
せ
て
い
る
の
は
長
川
一
号
墳
で
あ
る
。

長
川
一
号
墳
の
場
合
、
そ
の
対
象
が
西
王
母
信
仰
か
ら
仏
教
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

一
六



高
句
麗
古
墳
の
角
抵
図
に
登
場
す
る
「
西
域
人
」
の
イ
メ
ー
ジ

177

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

（
42
）　

林
玲
愛
「
中
國
初
期
佛
教
彫
刻
의

南
方
루
트

再
検
討
」『
交
流
로

본

韓
國
佛
教
彫
刻
』
學

研
文
化
社
、
二
〇
〇
八
、
二
五
〜
四
八
頁

（
4（
）　

西
王
母
か
ら
仏
陀
崇
拝
へ
の
代
替
は
と
く
に
四
川
地
域
で
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
林
玲
愛
註

42
前
掲
論
文
、
二
五
〜
四
八
頁
）。

（
44
）　

羅
喜
羅
『
古
代
韓
國
人
의

生
死
觀
』
知
識
産
業
社
、
二
〇
〇
八

　

権
五
栄
「
古
代
韓
國
의

喪
葬
儀
禮
」『
韓
國
古
代
史
研
究
』
二
〇
、
二
〇
〇
〇

　

林
在
海
「
韓
國
의

葬
禮
놀
이
에

나
타
난

죽
음
과

삶
의

형
상
（
韓
国
の
葬
礼
遊
び
に
現
わ
れ

た
死
と
生
の
形
相
）」『
東
아
시
아

基
層
文
化
에

나
타
난

죽
음
과

삶
（
東
ア
ジ
ア
基
層
文
化
に

現
わ
れ
た
死
と
生
）』
民
俗
苑
、
二
〇
〇
一

（
4（
）　
『
山
海
経
』海
内
西
経「
海
内
崑
崙
之
虚
、在
西
北
、帝
之
下
都
。
崑
崙
之
虚
、方
八
百
里
、高
万
刃
。

上
有
木
禾
、
長
五
尋
、
大
五
圍
。
面
有
九
門
、
門
有
開
明
獣
守
之
、
百
神
之
所
在
…
…
赤
水
出
東

南
隅
、
以
行
其
東
北
」

挿
図
出
典
一
覧

挿
図
1　
『
高
句
麗
古
墳
壁
画
』
朝
鮮
画
報
社
、
一
九
八
九
、
図
29

挿
図
2　
『
通
溝
』
二
、
日
満
文
化
協
会
、
一
九
八
五
、
図
11

挿
図
（　
『
世
界
美
術
大
全
集　
東
洋
編
』
一
〇
、
小
学
館
、
一
九
九
八
、
挿
図
（9

挿
図
4　

前
掲
『
通
溝
』
二
、
図
42

挿
図
（
・
6　

前
掲
『
通
溝
』
二
、
図
4（

挿
図
7　

前
掲
『
通
溝
』
二
、
図
20

挿
図
8　

前
掲
『
通
溝
』
二
、
図
2（

挿
図
9
〜
11　

前
掲
『
高
句
麗
古
墳
壁
画
』、
図
205

挿
図
12　

前
掲
『
通
溝
』
二
、
図
6（

挿
図
1（　
『
中
国
画
像
石
全
集
』
六
、
河
南
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
、
図
195

挿
図
14　

前
掲
『
中
国
画
像
石
全
集
』
六
、
図
210

挿
図
1（　

前
掲
『
中
国
画
像
石
全
集
』
六
、
図
161

挿
図
16　

前
掲
『
中
国
画
像
石
全
集
』
六
、
図
123

挿
図
19　

蕭
亢
達
『
漢
代
楽
舞
百
戯
藝
術
研
究
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
、
図
208

挿
図
20　

前
掲
『
漢
代
楽
舞
百
戯
藝
術
研
究
』、
図
209

挿
図
21　
『
徐
州
漢
画
像
石
』
中
国
世
界
語
出
版
社
、
一
九
九
五
、
図
（（

挿
図
22
・
2（　
『
中
国
美
術
全
集
』
絵
画
編
18
画
像
石
画
像
塼
、
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
九
三
、
図
91

挿
図
24
・
2（　

前
掲
『
中
国
美
術
全
集
』
絵
画
編
18
、
図
（2

挿
図
26　

前
掲
『
中
国
美
術
全
集
』
絵
画
編
18
、
図
11

挿
図
27　

前
掲
『
中
国
美
術
全
集
』
絵
画
編
18
、
図
（6

補
記

　

こ
の
論
文
は
「
고
구
려

고
분
벽
화
와

고
대
중
국
의

西
王
母
신
앙

︱
씨
름
그
림
에

니
타
난
「
西
域

人
」
을

중
심
으
로
︱
（
高
句
麗
古
墳
壁
画
と
古
代
中
国
の
西
王
母
信
仰
︱
角
抵
の
絵
に
現
れ
た
「
西
域

人
」
を
中
心
に
︱
）」
と
い
う
題
目
で
『
講
座
美
術
史
』
一
〇
号
（
一
九
八
八
年
）
に
発
表
し
た
も
の

を
も
と
に
し
て
い
る
。
発
表
後
に
新
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
や
関
連
の
あ
る
主
題
で
書
か
れ
た
論

考
を
追
加
し
て
修
正
、
補
完
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

（
著
者
・
訳
者
と
も
慶
州
大
學
校
）

（
本
翻
訳
論
文
は
平
成
二
十
年
度
海
外
編
集
委
員
に
よ
る
推
薦
論
文
で
あ
る
）

一
七




