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一
本
書
の
構
成
と
内
容

本
書
は
、
著
者
が
二
〇
一
四
年
に
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
へ
提
出
し
た

博
士
学
位
請
求
論
文
を
改
稿
し
、
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
長
年
探
究
を

す
す
め
て
き
た
大
型
前
方
後
円
墳
の
墳
丘
築
造
規
格
に
か
ん
す
る
行
論
や
、
古
墳

の
代
表
的
な
副
葬
品
で
あ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
を
は
じ
め
と
す
る
青
銅
鏡
の
編
年
と

そ
の
製
作
者
の
解
明
、
さ
ら
に
埴
輪
な
ど
の
研
究
成
果
も
取
り
込
ん
だ
論
考
な
ど

か
ら
倭
国
史
を
紐
解
き
、
王
権
の
確
立
と
そ
の
構
造
に
ま
で
論
及
し
た
本
書
は
、

随
所
に
具
体
的
か
つ
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
、
分
か
り
や
す
さ
に
配
慮
し
た
美
麗

か
つ
的
確
な
図
面
も
含
め
て
読
み
応
え
十
分
で
あ
る
。

検
討
対
象
と
な
っ
た
前
方
後
円
墳
の
う
ち
、
数
基
は
評
者
も
調
査
に
参
加
す
る

機
会
を
い
た
だ
き
、
著
者
の
謦
咳
に
接
す
る
機
会
を
え
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

本
書
に
所
収
さ
れ
た
主
張
の
い
く
つ
か
は
、
評
者
も
著
者
か
ら
直
接
拝
聴
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
、
い
つ
の
日
か
そ
の
議
論
を
集
約
し
た
著
作
を
待
望
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
つ
い
に
本
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
著
者
が
展
開
す
る
論
の
全
体
が
俯
瞰
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
墳
研
究
の
な
か
に
あ
っ
て
本
書
刊
行
の
意
義
は
大
き
い
。

で
は
、
以
下
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
評
者
の

私
見
を
交
え
つ
つ
、
書
評
の
責
を
果
た
し
た
い
。
は
じ
め
に
、
本
書
の
構
成
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章
「
倭
王
権
と
前
方
後
円
墳
研
究
の
課
題
」

第
１
章
「
倭
の
国
家
形
成
と
古
墳
時
代
開
始
の
プ
ロ
セ
ス
」

第
２
章
「
三
角
縁
神
獣
鏡
製
作
の
工
人
群
」

第
３
章
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
編
年
と
前
期
古
墳
」

第
４
章
「
前
方
後
円
墳
の
系
列
と
変
遷
」

第
５
章
「
前
方
後
円
墳
の
墳
丘
規
模
」

第
６
章
「
箸
墓
古
墳
の
墳
丘
と
相
似
墳
」

第
７
章
「
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
歴
史
的
意
義
」

第
８
章
「
メ
ス
リ
山
古
墳
と
祭
政
分
権
王
制
」

第
９
章
「
行
燈
山
型
の
前
方
後
円
墳
」

第

10章
「
渋
谷
向
山
型
の
前
方
後
円
墳
」

第

11章
「
佐
紀
古
墳
群
と
半
島
派
兵
」

第

12章
「
玉
手
山
古
墳
群
・
松

岳
山
古
墳
群
と
河
内
政
権
」

第

13章
「
前
方
後
円
墳
の
２
系
列
と
王
権
構
造
」

終
章
「
前
方
後
円
墳
と
古
墳
時
代
史
」

序
章
で
は
、
古
墳
時
代
が
倭
の
国
家
形
成
の
時
代
と
規

定
し
、
倭
王
権
の
成
立

に
か
か

わ
る
先
行
研
究
を

整
理
す
る
。
さ
ら
に
本
書
の
中
核
的
な
対
象
資

料
と
な

る
前
方
後
円
墳
研
究
の

現
状
と
課
題
を
あ
き
ら
か
に
し
つ
つ
、
相
似
墳
や
設
計
原

理
に
か
ん
す
る
研
究
の

問
題
点
を
指
摘
し
、
墳
墓
が
国
家
形
成
過

程
を
知
る
重
要
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な
手
が
か
り
と
な
る
と
し
た
上
で
、
本
書
の
方
向
性
を
明
示
す
る
。

第
１
章
で
は
、
炭
素

14年
代
法
の
較
正
年
代
を
用
い
て
土
器
型
式
に
年
代
観
を

あ
た
え
、
ヤ
マ
ト
国
（
＝
邪
馬
台
国
）
の
形
成
が
弥
生
時
代
後
期
、
二
世
紀
前
半

に
ヤ
マ
ト
国
の
本
拠
地
と
し
て
纏
向
遺
跡
が
成
立
し
、
二
世
紀
中
頃
に
ヤ
マ
ト
国

王
墓
と
し
て
前
方
後
円
墳
が
創
出
さ
れ
、
二
世
紀
後
半
に
な
る
と
ヤ
マ
ト
国
が
求

心
力
を
高
め
て
く
る
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
マ
ト
国
を
は
じ
め
と
す
る
広
域
地

域
圏
が
形
成
さ
れ
た
弥
生
時
代
、
続
く
古
墳
時
代
は
倭
国
が
成
立
し
た
三
世
紀
代

前
半
に
は
じ
ま
り
、
纒
向
型
前
方
後
円
墳
が
広
域
で
共
有
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
す

る
。続
く
第
２
章
と
第
３
章
で
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
検
討
と
考
察
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
第
二
章
で
神
獣
像
の
表
現
に
着
目
し
、
三
つ
の
製
作
者
集
団
が
存
在
し
た
こ

と
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
を
も
ち
な
が
ら
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
、
加
え
て
製
作
に
は

一
定
の
年
代
幅
が
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
三
角
縁

神
獣
鏡
の
編
年
案
と
実
年
代
を
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
箸
墓
古
墳
の
被
葬
者
が
卑
弥

呼
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

第
４
章
以
降
は
、
倭
国
王
墓
と
し
て
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
を
共
有
す
る
こ

と
が
制
度
化
し
、
墳
形
が
身
分
秩
序
の
表
象
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
倭
国
が
祭
政

分
権
王
制
を
採
っ
た
こ
と
を
、
具
体
例
か
ら
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
４
章
で
は
、
起
点
と
な
る
箸
墓
古
墳
か
ら
五
条
野
丸
山
古
墳
に
い
た
る
倭
国

王
墓
で
あ
る
巨
大
前
方
後
円
墳
の
築
造
規
格
を
検
討
し
、
同
一
設
計
に
よ
る
相
似

墳
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
「
○
○
型
」
と
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
前
代
の
も
の
を
更

新
し
な
が
ら
変
遷
し
て
い
く
過
程
を
あ
と
づ
け
る
。
そ
し
て
墳
丘
築
造
規
格
に
は
、

箸
墓
古
墳
か
ら
は
じ
ま
る
主
系
列
、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
に
端
を
発
し
、
岡
ミ
サ
ン

ザ
イ
古
墳
ま
で
続
く
副
系
列
の
二
系
列
に
大
別
さ
れ
、
双
方
が
古
墳
時
代
中
期
末

頃
ま
で
併
存
す
る
と
論
じ
る
。

第
５
章
は
、
前
方
後
円
墳
の
墳
丘
規
模
に
序
列
が
認
め
ら
れ
る
と
説
く
。
具
体

的
に
は
、
中
国
尺
の
六
尺
＝
一
歩
の
五
歩
刻
み
で
墳
丘
規
模
が
設
定
さ
れ
、
墳
丘

規
模
に
よ
る
厳
格
な
身
分
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
な
お
、
中
国
尺
は

前
期
か
ら
中
期
前
半
ま
で
が
漢
尺
（
一
尺
＝
二
三
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）、
中
期
後

半
以
降
は
一
尺
＝
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
尺
度
へ
と
変
わ
り
、
七
世
紀
代
ま
で

続
く
と
す
る
。

右
の
二
章
で
倭
国
王
墓
が
規
格
と
規
模
の
序
列
に
も
と
づ
き
、
更
新
し
な
が
ら

相
似
墳
の
築
造
を
お
こ
な
う
が
、
こ
れ
を
前
方
後
円
墳
共
有
シ
ス
テ
ム
と
規
定
し
、

第
６
章
以
下
で
代
表
的
な
倭
国
王
墓
の
築
造
規
格
の
詳
細
を
検
討
す
る
。
第
６
章

で
は
箸
墓
古
墳
、
第
７
章
で
桜
井
茶
臼
山
古
墳
、
第

８
章
で
メ
ス
リ
山
古
墳
、
第

９
章
で

行
燈
山
古
墳
、
第

10章
で
渋

谷
向
山
古
墳
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
の
俎
上
に
お

い
て
墳
丘
築
造
規
格
を

復
元
し
、
そ
の
上
で
各
地
に
分
布
す
る
相
似
墳
を
あ
き
ら

か
に
し
、
そ
の
関
係
性
に
論

及
す
る
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
墳
丘
築
造
規
格
の
主

系
列
・
副
系
列
の
二
系
列
が
、
そ
れ
ぞ
れ
神

聖
王
と
執
政
王
と
こ
と
な
る
性
格
を

も
つ
王
が

並
立
す
る
と
い
う
倭
国
の
王
権

構
造
を
復
元
す
る
。

第

11章
で

著
者
は
、
ま

ず
王
権
の
本
拠
地
が
奈
良
盆
地
東
南
部
か
ら
北
部
へ
と

移
動
し
た
と
考
え
、
佐
紀
政
権
と
呼
称
す
る
。
そ
し
王
権
本
拠
地
の
奥
津
城
で
あ

る
佐
紀
古
墳
群
の
倭
国
王
墓
を
検
討
対
象
と
し
、
最
古
の
佐
紀
陵
山
古
墳
が
ほ
ぼ

同
時
期
の

渋
谷
向
山
古
墳
の
三
分
の
二
規
模
の
副
系
列
に
つ
ら
な
る
相
似
墳
と
位

置
づ
け
る
。
さ
ら
に
佐
紀
陵
山
型
の
相
似
墳
が
五
色
塚
古
墳
や
久
米
田
貝
吹
山
古

墳
な
ど
大
阪
湾
岸
や
、
網
野
銚
子
山
古
墳
の
丹
後
半
島
な
ど
に
分
布
す
る
こ
と
を

ふ
ま
え
、
倭
国
が
海
上
交
通
を
掌
握
し
て
い
っ
た
こ
と
と
朝
鮮
半
島
へ
の
倭
軍
派

兵
な
ど
と
関

連
し
た

事
象
と
み
る
。

第

12章
で
は
、

河
内
を
代
表
す
る
前
期
古
墳
で
あ
る
玉
手
山
古
墳
群
と
松

岳
山

古
墳
の
墳
丘
を
検
討
す
る
。
ま

ず
玉
手
山
古
墳
群
の
う
ち
、
時
期
の
古
い
順
に
九

書 評

―136―



号
墳
が
桜
井
茶
臼
山
型
、
三
号
墳
が
西
殿
塚
型
、
七
号
墳
が
行
燈
山
型
、
一
号
墳

が
渋
谷
向
山
型
と
、
更
新
さ
れ
た
相
似
墳
が
繰
り
返
し
築
造
さ
れ
る
状
況
を
あ
き

ら
か
に
す
る
。
つ
い
で
、
玉
手
山
古
墳
群
と
交
替
す
る
よ
う
に
出
現
す
る
松
岳
山

古
墳
だ
が
、
特
殊
な
構
造
を
有
し
相
似
墳
を
特
定
で
き
な
い
が
、
佐
紀
古
墳
群
と

の
関
連
性
が
強
い
と
と
ら
え
、
佐
紀
政
権
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
人
物
が
被
葬
者
で

は
な
い
か
と
推
定
す
る
。

第

13章
で
は
、
第
四
章
で
提
示
し
た
倭
国
王
墓
に
み
ら
れ
る
墳
丘
築
造
規
格
の

二
系
列
を
再
論
し
、
「
卑
弥
呼
以
来
の
祭
祀
を
司
る
倭
国
王
」
を
神
聖
王
、
「
軍
事

権
を
含
む
政
治
的
権
力
を
握
る
王
」
で
あ
る
執
政
王
と
既
往
の
研
究
で
も
指
摘
さ

れ
て
き
た
聖
俗
二
重
王
権
論
に
近
い
結
論
を
導
出
す
る
（
二
六
八
頁
）。
さ
ら
に
、

古
墳
時
代
中
期
の
古
墳
ま
で
二
系
列
が
継
続
す
る
こ
と
、
上
石
津
ミ
サ
ン
ザ
イ
古

墳
・
誉
田
御
廟
山
古
墳
の
副
系
列
に
属
す
る
二
基
が
優
位
と
な
る
段
階
が
転
換
し
、

大
仙
古
墳
と
い
う
主
系
列
墳
が
優
位
と
な
る
状
況
を
指
摘
し
、
履
中
系
か
ら
允
恭

系
へ
の
転
換
と
連
関
す
る
と
説
く
。

終
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
、
連
合
体
か
ら
は
じ
ま
っ
た
倭

国
が
、
幾
多
も
の
変
動
を
経
な
が
ら
も
、
古
墳
時
代
を
つ
ら
ぬ
く
前
方
後
円
墳
共

有
シ
ス
テ
ム
を
機
能
さ
せ
な
が
ら
次
第
に
権
力
を
強
め
て
い
く
と
主
張
す
る
。
さ

ら
に
前
章
で
も
言
及
し
た
祭
政
分
権
の
王
制
が
、
王
権
内
部
に
競
合
を
う
む
状
況

を
つ
く
り
だ
し
た
が
、
倭
国
王
の
本
質
は
祭
祀
的
機
能
を
も
つ
点
に
あ
る
と
主
張

す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
祭
政
分
権
の
王
制
は
、
六
世
紀
に
一
本
化
す
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
正
史
編
さ
ん
が
倭
国
王
を
一
本
化
し
て
記
述
し
て
整
序
す
る
こ
と

に
最
大
の
課
題
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
稿
を
閉
じ
る
。

二
本
書
の
内
容
に
か
か
る
私
見

前
方
後
円
墳
か
ら
国
家
形
成
期
を
読
み
解
く
と
の
指
針
の
も
と
、
前
方
後
円
墳

の
墳
丘
測
量
調
査
を
長
く
続
け
て
き
た
著
者
が
、
大
王
墓
ク
ラ
ス
の

巨
大
前
方
後

円
墳
の
相
似
墳
を

見
出
し
、

数
多
く
の
比
較
検
討
を
つ
う
じ
て
前
方
後
円
墳
の
共

有
シ
ス
テ
ム
と
い
う

従
来
に
な
い
新
機

軸
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
、
前
方
後
円
墳

の
形

態
的
特

徴
を
王
権
構
造

や
歴
史
的
動
向
と
関
連
づ
け
た
本
書
が
与
え
る
イ
ン

パ
ク
ト
は
大
き
く
、
こ
こ
に
前
方
後
円
墳
研
究
の
新

地
平
が
切
り
ひ
ら
か
れ
た
と

い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

墳
丘
測
量

図
を
も
と
に
し
た
築
造
規
格
の
検
討
は
、

そ
の
精

度
が
重
要
で
あ
る

こ
と
、

加
え
て

十
分
な

精
度
つ
ま
り
大
縮
尺
の
墳
丘
測
量
図
を

用
い
た
緻

密
な
先

行
研
究
は
、

甘
粕
健
の
「
前
方
後
円
墳
の
研
究
」
が
随
一
で
あ
る
こ
と
を
著
者
か

ら
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
言
葉
を

自
ら
実

践
す
べ
く
、
著
者
は
時
に
発

掘
調
査

や
墳
丘
測
量
も

実
施
し
、

高
精
度
な
墳
丘
測
量
図
の
作
成
か
ら
墳
丘
築
造

規
格
を

復
元
し
、

そ
こ
か
ら
先
述
し
た
機
軸
を
打

ち
出
し
た
た
め
、
本
書
の
主
張

の
説
得
力
が
増
し
て
い
る
。
既
存
の
測
量
図
を
用
い
る
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
、

徹
底
し
た
基

礎
研
究
が
本

書
の

根
底
に
貫
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
祭
政
分
権
の

王
政

や
前
方
後
円
墳
共
有
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た

斬
新
な
主
張

ば
か
り
だ
け
が
、
本

書
の
価
値
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
基

礎
研
究
に

裏
付
け
ら
れ
た
研
究
姿

勢
は
、
後

進
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
も
大
き
な
指
針
を
あ
た
え
る
こ
と
と
な
り
、
直
接

的
な
内
容
以
外
の
部
分
に
も
本
書
の
価
値
の
一
端
が
あ
る
。
後
半
の
章
の
多
く
が
、

著
者
自
ら
が
担
当
し
た
発
掘
調
査
や
測
量
調
査
の
報
告
書
で
披
見
し
た
考
察
を
ベ
ー

ス
に
す
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ

ろ
う
。

た
だ
、
本

書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
主
張
に
対
し
、
い
く
つ
か
疑
問
や
課
題
を
感

じ
た
部
分
も
あ
っ
た
。
以

下
、

評
者
の
卑

見
を
織
り
交

ぜ
つ
つ
列
挙
し
た
い
。

年
代
観
と
被
葬
者
の
特
定

本
書
は
、
三

角
縁
神
獣
鏡
の
精
緻
な
編
年
観
を
提

示
し
、

対
象
と
す
る
前
方
後
円
墳
の
築
造

年
代
を
も
と
め
、
そ
こ
か
ら
築
造
年
代

に
近
い

没
年
の
大
王
ら
を

比
定
し
、
大
王
墓
の
相
似
墳
を
特
定
し
て
相
関
性
を
考
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察
す
る
こ
と
で
、
前
方
後
円
墳
共
有
シ
ス
テ
ム
を
提
唱
す
る
な
ど
、
著
者
の
王
権

論
を
開
陳
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
書
の
掲
げ
る
大
き
な
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
現
状
の
考
古
学
研
究
に
お
い
て
、
被
葬
者
の
特
定
は
ど
の
程
度
可
能
な

の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
被
葬
者
を
特
定
で
き
る
精
度
は
確
保
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
著
者
は
、
炭
素

14年
代
法
に
よ
る
較
正
年
代
も
積
極
的
に
採
用
す
る
が
、

実
際
の
年
代
に
つ
い
て
は
庄
内
式
の
初
頭
で
六
〇
年
前
後
古
い
と
の
異
論
も
あ
る

（
久
住
二
〇
一
七
な
ど
）。
こ
う
し
た
数
値
年
代
の
ず
れ
を
残
し
た
ま
ま
被
葬
者
を

特
定
す
る
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
正
確
性
が
担
保
で
き
る
の
か
、
検
討
の
余
地
を

残
し
て
い
る
と
感
じ
た
。
こ
れ
は
、
石
室
を
は
じ
め
と
す
る
埋
葬
施
設
お
よ
び
副

葬
品
の
型
式
と
埋
葬
年
代
が
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
点
と
も
か
か
わ
る
。

昨
今
の
古
代
史
研
究
に
お
い
て
考
古
学
と
文
献
史
学
と
の
協
業
が
、
重
要
か
つ

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
研
究
成
果
を
援
用
す
る
こ

と
自
体
は
、
「
考
古
資
料
の
解
釈
に
際
し
て
、
考
古
学
研
究
者
が
史
料
批
判
抜
き

に
安
易
に
文
献
史
料
を
使
」
う
こ
と
へ
の
懸
念
に
応
え
る
だ
け
の
考
証
が
必
要
と

な
る
（
白
石
二
〇
一
三
、
二
頁
）。
か
り
に
被
葬
者
を
具
体
的
に
特
定
し
た
と
し
て

も
、
従
前
の
文
献
史
学
に
よ
る
考
定
を
覆
す
に
足
る
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
不
可
欠
だ
が
（
高
橋
二
〇
〇
五
・
小
澤
二
〇
一
四
な
ど
）、
著
者
が
示
し
た
被
葬
者

の
比
定
に
か
ん
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
慎
重
を
期
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。

佐
紀
王
権
の
評
価

加
え
て
本
書
で
は
、
被
葬
者
の
特
定
の
み
な
ら
ず
、
王
権

の
評
価
に
つ
い
て
も
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
す
で
に
小
澤
毅
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
同
時
代
最
大
の
前
方
後
円
墳
は
大
王
墓
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説

を
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
（
小
澤
二
〇
一
四
、
一
六
四
頁
）。

一
例
と
し
て
、
佐
紀
の
地
に
巨
大
前
方
後
円
墳
が
所
在
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ

こ
に
王
権
が
所
在
し
て
い
た
と
説
く
本
書
で
の
主
張
に
対
す
る
評
価
と
も
か
か
わ

る
。
そ
も
そ
も
、
巨
大
古
墳
は
王
宮
の
近
く
に
営
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
下
垣
仁

志
は
、
佐
紀
や
葛
城
に
巨
大
前
方
後
円
墳
が
築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、

「
巨
大
古
墳
の
造
営
に
適
し
た
自
然
地
形
が
不
足
す
る
に
い
た
り
、
畿
内
中
枢
勢

力
の
主
要
構
成
集
団
が
本
貫
地
近
辺
に
墓
域
を
移
動
さ
せ
た

結
果
」
と
推
測
し
、

王
権
所
在
地
と

奥
津
城
が
必
ず
し
も
近

接
し
な
い
こ
と
を
示

唆
す
る
（
下
垣
二
〇

一
九
、
一
二
〇
頁
）。
古
墳
時
代
の
宮

殿
遺

跡
が

未
解

明
な
状

況
下
、
王
墓
が
王
宮

と
セ
ッ
ト
に
な
る
の
か

断
定
し
が
た
い
現
状
を
ふ
ま
え
る
と
、
佐
紀
王
権
の
存
在

を
前
提
と
し
た
議
論
に
つ
い
て
も
、
例
証
を
欠
く
現

段
階
で
は
、
つ
と
め
て
抑

制

的
で
あ
る
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

相
似
墳
の
評
価

本
書
の
前

半
で
、
著
者
は
墳
丘
築
造
規
格
が

倭
国
王
の
交

替

ご
と
に

更
新
さ
れ
る
と
論
じ
る
。

美
作
地
域
の
前
方
後
円
墳
を
検
討
し
た
澤
田

秀

実
の
研
究
で
も
、
近
畿
地
方
の
大
王
墓

ク
ラ
ス
の
前
方
後
円
墳
で
墳
丘
型
式
が
更

新
さ
れ
る
と
、

美
作
地
域
で
も
墳

丘
型
式
が
そ
の

都
度

更
新
さ
れ
る
と
い
う
（
澤

田
二
〇
一

八
）。

常
に
最

新
型
式
の
墳

丘
築
造

規
格
が
共
有
さ
れ
る
あ
り
よ
う
は
、

ま
さ
に
著
者
の

強
調
す
る
前
方
後
円
墳
共
有
シ
ス
テ
ム
の
名
に

ふ
さ
わ
し
い
。

他
方
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は

列
島

各
地
に
敷

衍
で
き
る
の
か
、
検
討
を
要
す

る
課

題
だ
ろ
う
。
例
え
ば

群
馬

県
で
は
、

太
田

天
神

山
古
墳
（
五

世
紀
前

半
）
の

築
造
を

契
機
と
し
て
、
古

市
古
墳

群
の
墳

丘
築
造
規
格
が
導
入
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
墳

丘
築
造

規
格
は
更
新
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
六

世
紀
後
半
の

綿
貫
観

音
山

古
墳
ま
で
、
つ
ま
り
前
方
後
円
墳
の

終
焉
ま
で
こ
の

規
格
が
用
い
ら
れ

続
け
る

（
若

狭
二
〇
〇
七
な
ど
）。
近
畿
地
方
と
の
か
か
わ
り
が

強
い
と
さ
れ
る

群
馬

県
で

す
ら

斯
様
な
状

況
に
あ
る
こ
と
は
、

裏
を

返
せ
ば
著
者
が
説
く
前
方
後
円
墳
共
有

シ
ス
テ
ム
に
地
域

差
が
あ
る
こ
と
を

暗
示
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
、
地
域

差
を
い
か
に

理
解
す
る
か
言

及
す
れ
ば
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
言
説
と
な
る
だ
ろ

う
か
。

そ
も
そ
も
墳

丘
の
築
造
は
、
一

様
に
最
下
段
か
ら
開
始
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
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の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
わ
ざ
わ
ざ
湧
水
が
と
も
な
う
周
濠
を
掘
削
し
て
か

ら
墳
丘
構
築
を
お
こ
な
う
の
か
、
と
い
っ
た
疑
念
が
払
拭
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

評
者
は
墳
丘
中
段
以
上
を
ま
ず
構
築
し
、
最
終
的
に
周
濠
部
を
掘
り
下
げ
る
の
が

合
理
的
な
施
工
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
巨
大
前
方
後
円
墳
の
設
計
基
準

が
下
段
に
あ
る
と
す
る
前
提
に
つ
い
て
、
今
一
度
検
証
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。
加
え
て
安
村
俊
史
が
説
く
よ
う
に
、
墳
丘
下
段
で
の
比
較
検
討
に
は
、
後

世
の
改
変
や
高
低
差
な
ど
に
起
因
す
る
制
約
が
と
も
な
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
（
安
村
二
〇
一
一
）。
ち
な
み
に
安
村
は
、
玉
手
山
一
号
墳
が
著
者
の
主
張
す

る
渋
谷
向
山
古
墳
の
相
似
墳
と
す
る
よ
り
も
、
墳
丘
二
段
目
以
上
の
形
状
は
メ
ス

リ
山
古
墳
に
類
似
す
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
出
土
埴
輪
に
も
と
づ
く
玉
手
山
一

号
墳
と
七
号
墳
と
の
前
後
関
係
に
か
ん
す
る
議
論
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
だ

が
、
こ
う
し
た
相
似
墳
の
認
定
に
異
論
が
あ
る
古
墳
で
は
、
築
造
規
格
の
認
定
方

法
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
古
墳
で
す
ら
、
こ
う

し
た
問
題
が
介
在
す
る
と
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
墳
丘
築
造
規
格
復
元
に

お
け
る
課
題
が
よ
り
明
白
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

後
期
古
墳
の
評
価

蛇
足
だ
が
も
う
一
点
、
本
書
で
は
後
期
古
墳
に
か
ん
す
る

言
及
が
少
な
い
と
感
じ
た
。
磐
井
の
乱
や
武
蔵
国
造
の
乱
と
い
っ
た
各
地
の
有
力

者
層
と
の
軋
轢
を
抱
え
つ
つ
、
ミ
ヤ
ケ
の
設
置
や
国
造
制
の
成
立
な
ど
、
そ
の
後

の
王
権
の
政
治
支
配
に
深
く
か
か
わ
る
歴
史
的
事
象
が
数
多
く
生
起
し
た
の
が
六

世
紀
で
あ
る
。
評
者
も
専
門
と
す
る
古
墳
の
墳
丘
を
み
て
も
、
対
外
関
係
を
反
映

し
た
一
群
、
す
な
わ
ち
評
者
が
説
く
高
大
化
し
た
墳
丘
が
各
地
に
分
布
す
る
こ
と

も
そ
の
一
例
で
あ
る
（
青
木
二
〇
一
七
）。
墳
丘
に
用
い
ら
れ
た
土
木
技
術
も
土
嚢
・

土
塊
積
み
技
法
な
ど
、
新
規
の
技
術
が
定
着
す
る
地
域
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。

以
上
の
点
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、
六
世
紀
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
革
が
あ
っ
た
こ
と

は
容
易
に
推
察
さ
れ
、
前
方
後
円
墳
の
墳
丘
に
い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の

か
、
そ
し
て
そ
の
変
化
の
背
景
は
な
に
か
、
王
権
構
造
に
踏
み
込
ん
だ
著
者
の
見

解
も
披

瀝
い
た
だ
け
れ

ば
、
本
書
の
魅
力
は
い
っ
そ
う
輝
き
を
増
し
た
に
ち
が
い

な
い
。

そ
し
て
、

神
聖
王
墓
と
執
政
王
墓
の

間
で
前
方
部
の
段
築
数
を
変
え
る
こ
と
な

ど
に
い
か
な
る
歴
史
的

意
義
が
介
在
し
た
の
か
、
そ
こ
に
肉
迫
す
る
説
明
が
欲
し

か
っ
た
と
い
う

希
望
は
、
評
者
の

我
儘
だ
ろ
う
か
。
系
列
が
二
分
で
き
る
か
ら
神

聖
王
と

執
政
王
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
論
理

展
開
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば

神
聖

王
は
な

ぜ
後
円
部

三
段
、
前
方
部

三
段
と
い
う
墳
丘
構
造
を
採
っ
た
の
か
と
い
う

歴
史
的
な

意
義
に
つ
い
て
、
著
者
の
積

極
果
敢
に
切
り
込
ん
で
い
く
言
説
を
期
待

す
る
の
は
、
評
者
一

人
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

三
祭
政
分
権
王
制
の

評
価
を
め

ぐ
っ
て

右
の
神
聖
王
と

執
政
王
と
い
う
著
者
の
主
張
に
対
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

異
論
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
評
者
は

傾
聴
に
値
す
る
説
と
評
価
す
る
。
以
下
に
そ
の

理
由
を
述
べ
る
。

弥
生
墳
丘

墓
の
技
術
的

延
長
だ
け
で
、
あ
れ
ほ
ど
の
巨
大
な
前
方
後
円
墳
を
築

造
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

箸
墓
古
墳
の
後
円
部
最
上
段
の
円
丘
部
の
規
模
は
、
楯

築
遺
跡
の
主
丘
部
と

ほ
ぼ
同
大
で
あ
る
。
前
方
後
円
形
の
墳
墓
や
竪
穴

式
石
室
と

刳
抜
式
木
棺
な
ど
、
前
方
後
円
墳
の

代
表
的
特
徴
の
多
く
は
弥
生
時
代
に
出
現
す

る
。
こ
の

ほ
か
、

特
殊
器
台

型
土

器
を
は
じ
め
と
す
る
出
土
土
器
の
諸

特
徴
や
埋

葬
施
設

内
に
朱
を
多
用
す
る
こ
と
な
ど
、
大

型
前
方
後
円
墳
の
築
造
に
弥
生
墳
墓

の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
数
多
く
の

先
行
研
究
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
巨
大
か
つ
高
度
な
規
格

性
を
具
備
し
た
前
方
後
円
墳
の
墳
丘

は
、

弥
生
墳
丘

墓
を
単
に
大
き
く
す
る
と
い
っ
た
単

純
な
図
式
で
説
明
し
得
る
構

造
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
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古
墳
と
は
全
く
時
代
が
異
な
る
が
、
ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
に
築
造
し
た
品
川
台

場
は
、
配
置
や
構
造
、
形
状
な
ど
は
サ
ハ
ル
ト
（
S
a
v
a
rt,
N
.）
や
エ
ン
ゲ
ル

ベ
ル
ツ
（
E
n
g
elb
erts,

J
.
M
.）
な
ど
の
西
洋
築
城
書
の
邦
訳
本
に
依
拠
し
て

い
た
。
実
際
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
台
場
を
瞥
見
す
る
と
、
配
置
や
形

態
は
、
サ
ハ
ル
ト
の
B
eg
in
selen

d
er
v
ersterk

in
g
sk
u
n
st
（
1827-28

）
、

塁
台
の
構
造
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ツ
の
P
ro
ev
e
een
er
v
erh
a
n
d
elin
g
o
v
er

d
e
k
u
stv
erd
ed
ig
in
g
（
1
8
3
9
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ

て
い
る
（
淺
川
二
〇
〇
九
）。

こ
れ
に
対
し
、
台
場
築
造
に
用
い
ら
れ
た
土
木
技
術
は
、
地
杭
や
切
石
積
の
石

垣
な
ど
近
世
城
郭
の
石
垣
普
請
そ
の
も
の
で
あ
る
（
東
京
都
港
区
教
育
委
員
会
二
〇

〇
二
な
ど
）。
つ
ま
り
大
規
模
構
造
物
の
築
造
を
可
能
と
す
る
土
木
技
術
（
工
学
技

術
分
野
）
は
、
在
地
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
可
能
性
が
高
い
が
、
形
状
や
構
造
に
つ

い
て
は
新
た
な
知
見
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。
無
論
、
単
純
に
幕

末
と
古
墳
時
代
の
例
を
比
較
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
た
だ
、
台
場
の
例
を
み

て
も
あ
き
ら
か
な
と
お
り
、
従
来
に
な
い
構
造
物
の
設
計
は
、
は
た
し
て
在
地
の

思
考
や
方
針
だ
け
で
な
し
得
る
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
他
地
域
の
影
響
抜
き
に
説

明
で
き
な
い
と
考
え
る
。
古
墳
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
渡
来
人
な
い
し
は
渡
来

の
技
術
が
前
方
後
円
墳
の
築
造
に
関
与
し
て
い
た
、
つ
ま
り
巨
大
前
方
後
円
墳
の

出
現
に
大
陸
の
影
響
が
一
定
程
度
あ
っ
た
と
推
測
し
て
も
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会

の
説
と
は
い
え
ま
い （
１
）。

先
学
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
箸
墓
古
墳
が
列
島
初
の
巨

大
前
方
後
円
墳
と
位
置
づ
け
る
の
な
ら
ば
、
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
墳
丘
の
形
状
を

立
体
化
さ
せ
て
施
工
す
る
に
は
、
設
計
図
が
欠
か
せ
な
い
。
さ
ら
に
、
築
造
に
従

事
し
た
員
数
と
工
程
は
膨
大
な
た
め
、
こ
れ
ら
の
管
理
な
し
に
築
造
す
る
こ
と
も

不
可
能
で
あ
り
、
施
工
管
理
や
監
督
を
担
う
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に

必
要
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
弥
生
墳
丘
墓
の
多
く
は
地
山
削
り
出
し
だ
が
、
墳
丘

周
辺
の
削
土
に
よ
り
発
生
し
た
土
砂
を
使
っ
て
部
分
的
に
盛
土
す
る
も
の
の
、
そ

の
量
は
周
辺
の
削
土
で
十
分
に
確
保
可
能
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
体
積
が
二
六
万

八
〇
〇
〇
立
米
と
推

算
さ
れ
る
箸
墓
古
墳
は
、
そ
の
大

半
が
盛
土
か
ら
な
り
、
採

土
も
古
墳
の
周
辺
だ
け
で
充
足
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
（
北
條
二
〇
一
九
）。

以
上
の
点
か
ら
、
箸
墓
古
墳
の
築
造
が
従
来
の
弥
生
墳
丘
墓
築
造
の

延
長
で
達
成

可
能
か
と
い
え
ば
、
き

わ
め
て

難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
前
述
し
た
他
地

域
の
人

び
と
の

援
け
を

受
け
つ
つ
、
支
配
力
の
強
化
を
め
ざ
し
た

王
の
姿
を

想
起

す
る
こ
と
は
、
そ
う

難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

さ
て
大
半
が
盛
土
で
あ
る
箸
墓
古
墳
に
対
し
、
後
続
す
る
桜
井
茶
臼
山
古
墳
は
、

巨
大
な
墳
丘
で
あ
る

点
が
共
通
す
る
い
っ
ぽ
う
、
地
山
削
り
出
し
に
よ
る
点
で
好

対
照
で
あ
り
、
著
者
が
説
く
よ
う
に
墳
丘
も
そ
れ
ぞ
れ
別
の
系
列
に
属
す
る
な
ど
、

特
徴
に
お
い
て
異
な
る

点
が
多
い
。
仔
細
を
述
べ
る
と
、
桜
井

茶
臼
山
古
墳
の
墳

丘
は
、
後
円
部
墳

頂
の
方
形

壇
を
の
ぞ
く
と
地
山
削
り
出
し
だ
が
、
鳥
見
山
か
ら

北
へ
の
び
る
舌
状
の
丘

陵
端
部
を
切
断
し
、
前
方
後
円
墳
に
削
り
出
し
て
成
形
し

た
と
推
定
で
き
る
。
前

述
の
内

容
を
ふ
ま
え
る
と
、
桜

井
茶
臼
山
古
墳
は
、
い
わ

ば
弥
生
墳
丘
墓
の
築
造
技
術
の

延
長
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

築
造
の

特
徴
か
ら
み
た
巨
大
前
方
後
円
墳
に
は
、
弥
生
墳
丘
墓
か
ら
続
く
築
造
技

術
を

継
承
し
た
一

群
と
、
大
陸
の
影
響
が
強
い
一

群
に
二
分
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
二
大

別
こ
そ
著
者
が
指
摘
す
る
墳
丘
築
造
規
格
の
二
系

列
に

帰
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
大
陸
か
ら
の
影
響
の
一

端
と
し
て
、

著
者
が
説
く
箸
墓
古
墳
に
お
け
る

漢
尺
の

採
用
（
一

尺
二

三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
）
も

こ
の

文
脈
の

中
で
と
ら
え
ら
れ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
一

四
三

頁
）。
無
論
、

例
証
を
欠
く
た
め
、
こ
う
し
た
推
定
の
確
度
を
高
め
る
に
は
、
大

型
前
方
後
円
墳
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の
発
掘
調
査
成
果
の
充
実
が
最
善
だ
が
、
そ
の
実
現
は
容
易
で
な
い
こ
と
か
ら
、

ひ
と
ま
ず
現
状
で
の
試
案
と
し
て
提
示
し
た
い
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
地
山
削
り
出
し
に
と
も
な
う
排
出
土
は
、

い
っ
た
い
ど
こ
へ
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
宮
都
で
あ
る
飛
鳥
や
藤
原
の
地
は
、

膨
大
な
量
の
土
砂
に
よ
っ
て
湿
潤
な
土
地
を
埋
め
立
て
て
開
発
し
た
こ
と
が
発
掘

調
査
成
果
か
ら
明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
、
古
墳
時
代
の
奈
良
盆
地

は
現
在
の
景
観
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
み
て
大
過
な
く
、
湿
潤
な
土
地
を
埋

め
立
て
て
、
人
び
と
の
生
活
や
経
済
活
動
に
資
す
る
土
地
を
次
第
に
広
げ
て
い
っ

た
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
築
造
に
よ
っ

て
排
出
さ
れ
た
土
砂
は
、
古
墳
周
辺
地
域
の
開
発
に
供
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
無

難
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
開
発
と
墳
墓
築
造
が
一
体
と
な
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ

た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
被
葬
者
が
、
著
者
の
い
う
「
倭
王

権
を
支
え
た
政
治
的
実
権
を
握
る
人
物
」
（
一
八
七
頁
）
や
「
王
権
内
の
軍
事
部
門

を
担
う
存
在
」
（
二
〇
五
頁
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
先
の
推
定
を
も
と
に
、
政
治
的

な
権
力
の
強
化
を
図
る
た
め
開
発
を
主
導
し
た
有
力
者
の
姿
を
想
起
す
る
の
は
、

著
者
の
指
摘
と
も
親
和
性
が
高
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
著
者
が
提
示
す
る
前
方
後
円
墳
の
形
状
か
ら
み

た
神
聖
王
と
執
政
王
と
い
う
二
系
列
は
、
傾
聴
に
値
す
る
見
解
で
あ
る
こ
と
が
諒

解
さ
れ
よ
う
。
既
往
の
研
究
に
は
、
考
古
資
料
な
ど
か
ら
ヒ
メ
・
ヒ
コ
制
や
聖
俗

二
重
首
長
制
の
徴
証
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
言
説
が
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、

墳
丘
築
造
規
格
の
検
討
を
つ
う
じ
て
一
貫
し
て
政
祭
が
分
離
し
た
王
権
構
造
が
中

期
後
半
ま
で
続
い
た
と
す
る
著
者
の
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
創
見
に
富
む
も

の
だ
。
王
権
構
造
の
復
元
に
は
さ
ら
な
る
議
論
が
必
要
だ
が
、
著
者
の
主
張
を
吟

味
す
べ
き
仮
説
と
し
て

念
頭
に
お
き
た
い
。
研
究
者
と
し
て
の
著
者
の
後
ろ
姿
を

追
い
か
け
て
き
た
評
者
と
し
て
は
、
著
者
が
提
起
す
る
問
題
を
真
摯
に
受
け
止
め

た
次
第
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
本
書
を
読
み
進
め
、
考
古
学
を
単
な
る
分
類
学
に

押
し
と
ど
め
ず
、
歴
史
を
語
る
こ
と
に
注
力
せ
よ
、
そ
の
よ
う
に
訴
え
か
け
て
く

る
気
概
が
、
本
書
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
と
感
じ
た
。

以
上
、
本
書
は
日
本
に
お
け
る
前
方
後
円
墳
の
墳
丘
研
究
の
到
達
点
が
示
さ
れ
、

か
つ
随
所
に
示
唆
に
富
ん
だ
言
説
が
開
陳
さ
れ
た
一
書
と
し
て
、
前
方
後
円
墳
の

み
な
ら
ず
古
墳
時
代
像
や
王
権
論
に
興
味
を
も
つ
方
々
に
一
読
を
お
勧
め
し
た
い
。

� 註
�

（
１
）
筆
者
は
、

渡
来
の

技
術

＝
渡

来
人
が

将
来
し
た

技
術
と
は

限
ら
な
い
と
の
立

場
を
と

る
。
つ
ま
り
、
倭
か
ら

渡
海
し
た
人
び
と
が
、

彼
の
地
で

技
術
な
ど
を

習
得
し
て

持

ち
帰
っ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
上

記
の
人
び
と
が
倭
で

製
作
や
築
造
し
た

所
産
と
、

渡
来
人
が
倭
で
つ
く
っ
た
も
の
と
の

間
に

差
異
を
見
出
す
の
が

困
難
な
こ

と
が
主
た
る

理
由
で
あ
る
。
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