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大
伴
旅
人
や
山
上
憶
良
も
写
真
と
ほ
ぼ

同
じ
風
景
を
見
て
い
た
は
ず

で
す
。

こ
の

写
真
は
、
大
宰
府
政
庁
跡
か
ら
後
ろ
に
控

え

て

い
る

四
王
寺

山

を
写

し
た
も

の
で

す
。
私
た
ち
が
今

こ
の
景
色
を
見
る
こ
と

が

で
き
る
の
は
、
多
く

の
方

の
ま
さ
に
命

を
懸

け

た
思

い
が

あ

っ
た

か

ら

で
す
。

昭
和
３。
年
代
、
戦
後
の
混
乱
か
ら
立
ち
直
っ

て
き
た
日
本
に
は
、

「文
化
財
保
存
」
と

い
う

認

識

が

広

が

っ
て
い
ま
し
た
。

同
時
に
高
度
経
済

成

長
期

に
入

り
、

「開
発
」
も
盛
ん
に

お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
太
宰

府
も
例
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

福
岡
市
の
通
勤
圏

で
地
価
が
値
上
が

り
し
、
そ
れ
ま
で

農
業
に
従
事
し
て

い
た
地
権
者
の
多

く
が
土
地
を
売

っ

た
り
、
不
動
産
物

件
を
持

つ
こ
と
で

生
活
を
豊
か
に
す

る
方
法
を
取
り
始

め

て

い
ま

し
た
。

当
然
な
が
ら
緑
豊

か
な
四
王
寺
麓
の

大
宰
府
政
庁
跡
周

辺
に
お
い
て
も
開

発
を
進
め
る
動
き
が
加
速
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
大
き
な
波
に
挑
み
大
宰
府

の
発
掘
と
保
存
を
実
現
し
た
人
が
い
ま
し
た
。

山
形
県
出
身
で
文
化
庁
の
技
官
を
経
て
福
岡

県
職
員
と
な

っ
た
藤
井
功
さ
ん
で
す
。

文
化
財
を
保
護
す
る
た
め
に
、
国
が
史
跡
指

定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
権
者
が
私
有
地

を
自
由
に
使
え
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
当
時
太
宰
府
で
は
、
国
は
私
権
を
制
限
し

て
い
る
と
し
て
、
町
議
会
を
先
頭
に
地
元
住
民

た
ち
の
間
で
大
反
対
運
動
が
起
き
て
い
ま
し

た
。
藤
井
さ
ん
が
太
宰
府
に
赴
任
し
て
こ
ら
れ

た
の
は
ま
さ
に
そ
の
運
動
が
過
熱
し
て
い
た
昭

和
４３
年
で
し
た
。
藤
井
さ
ん
は

「
反
対
」
の

看
板
が
立
ち
並
ぶ
史
跡
で
発
掘
を
行

い
な
が
ら
、
夕
方
に
な
る
と

一
升
瓶

を
持

っ
て
発
掘
を
手
伝

っ
て
く
だ
さ

る
方
、
あ
る
い
は
地
権
者
の
方
々
の

家
を
訪
問
し
政
庁
跡
は
地
元
の
誇
り

に
な
る
と
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が

ら
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
語
ら
れ

た
そ
う
で
す
。
更
に
発
掘
の
中
で
そ

れ
ま
で
の
歴
史
解
釈
と
は
違

っ
た
事

実
が
掘
り
出
さ
れ
、
大
宰
府
史
研
究

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
な
ど
、

粘
り
強
い
藤
井
さ
ん
の
言
動
が
次
第

に
住
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
よ
う
や
く
国
の
計
画
通
り
の

史
跡
指
定
が
実
現
し
ま
し
た
。

し
か
し
藤
井
さ
ん
は
、
こ
の
国
の

史
跡
指
定
決
定
後
、
福
岡
県
職
員

と
し
て
九
州
国
立
博
物
館

の
太
宰

府
誘
致
に
乗
り
出
さ
れ
た
ば
か
り

の
昭
和
６。
年
、
ま
だ

５３
歳
と
い
う

若
さ
で
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。
日
記

に

「疲
レ
ル
、
キ
ョ
ウ
酒
ヤ
リ
タ
ク

ナ
シ
、
水ヽ
遠
ニ
ヤ
ス
ミ
ナ
シ
」
と
書

か
れ
て
い
ま
し
た
。
太
宰
府
の
史
跡

を
守
る
た
め
に
命
を
縮
め
ら
れ
た
と

誰
も
が
思

っ
た
そ
う

で
す
。

今
私
た
ち
が
目
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
の
景
色
は
、
藤
井
さ
ん

を
は
じ
め
と
す
る
先
人
た
ち
の
思

い
の
結

晶
で
あ
り
、
同
時
に
景
観
を
守
る
こ
と
は

容

易
な

こ
と

で
は
な

い
と

い
う

こ
と
を

我
々
に
語

っ
て
い
ま
す
。

ド
奮
冬
し
辣
壽
を
　
一蝉

躊
頷
餞
粽
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平
成
３。
年
１２
月
３
日
、
議
会
初
日
、
当
日
の
朝

を
迎
え
、
私
は
、
緊
張
と
不
安
な
気
持
ち
で
登
庁

し
ま
し
た
。

今
日
は
、
九
州
交
響
楽
団
を
迎
え
、
史
上
初
の

議
場
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
る
。

最
大
の
不
安
は
、
本
会
議
場
で

一弦
楽
四
重
奏
は
、
初
の
試
み
で
あ

る
た
め
、
果
た
し
て
音
の
響
き
が

一傍
聴
席
ま
で
届
く
の
だ
ろ
う
か
と

一い
う
こ
と
で
し
た
。

祈
る
よ
う
な
思
い
で
、
演
奏
者

の
４
人
が
リ
ハ
ー
サ
ル
を
し
て
い

る
本
会
議
場
に
足
を
踏
み
入
れ
た

途
端
、
そ
の
不
安
は
、
感
動
に
変

わ
り
ま
し
た
。

第
１
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
扇
谷
泰

朋
ソ
ロ
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
も

同
じ
不
安
を
お
持
ち
だ

っ
た
よ
う

で
す
が
、
「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
ア

ク
ロ
ス
の
シ
ン
フ
オ
ニ
ー
ホ
ー
ル

に
も
劣
ら
な
い
音
の
響
き
が
生
ま

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
の
言

葉
に
不
安
が
期
待
と
な

っ
て
大
き

く
膨
ら
み
ま
し
た
。

九
州
交
響
楽
団
は
、
昭
和
２８
年

か
ら
６５
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
九

州
の
常
設
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
し
て

一
活
動
を
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
化
議
員
連
盟
は
、
来
年
３。
周

年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
私
達
は
、

是
非
と
も
九
州
交
響
楽
団
を
お
迎
え
し
て
演
奏
を

聴
き
た
い
と
思
い
、
昨
年
の
１２
月
８
日
、
議
会
棟

の
第
２
会
議
室
で
弦
楽
五
重
奏
コ
ン
サ
ー
ト
を
開

き
、
大
変
感
動
し
ま
し
た
。
次
は
是
非
、
本
会
議

場
で
開
催
し
よ
う
と
準
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

責  所  発
任  在
者  地  行
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井
上
順
吾
議
長
を
始
め
、
各
会
派
の
皆
さ
ん
の

賛
同
を
得
て
、
史
上
初
の
本
会
議
場
コ
ン
サ
ー
ト

を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
実
現
に
向
け
て
共
に
汗

を
か
い
て
頂
い
た
文
化
議
連
の
役
員
の
皆
様
、
議

会
事
務
局
の
皆
様
に
重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。当

日
の
九
州
交
響
楽
団
の
演
奏
者
は
、
第
１

ヴ
ア
イ
オ
リ
ン
は
、
ソ
ロ
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー

の
扇
谷
泰
朋
さ
ん
、
第
２
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
、
齋

藤
羽
奈
子
さ
ん
、
ヴ
ィ
オ
ラ
は
、
矢
島
千
愛
さ
ん
、

チ
ェ
ロ
は
、
首
席
奏
者
の
山
本
直
輝
さ
ん
と
い
う

精
鋭
が
揃
い
ま
し
た
。
曲
目
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
弦
楽
四
重
奏
曲
第
１７
番
変
口
長
調

「狩
」
よ
り

第

一
楽
章
。
同
じ
く
セ
レ
ナ
ー
ド
第
１３
番
卜
長
調

「
ア
イ
ネ

。
ク
ラ
イ
ネ

・
ナ
ハ
ト
ム
ジ
ー
ク
」
の

二
曲
で
す
。

水
を
打

っ
た
よ
う
な
議
場
で
静
か
に
コ
ン
サ
ー

ト
が
始
ま
り
ま
し
た
。
奏
で
る
音
律
は
、
時
に
は

強
く
、
大
き
く
、
優
し
く
議
場
を
包
み
込
み
至
福

の
時
を
刻
ん
で
い
き
ま
し
た
。
約
３。
分
間
の
コ
ン

サ
ー
ト
は
無
事
終
了
し
、
満
場
の
皆
さ
ん
の
ア
ン

コ
ー
ル
に
応
え
て
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ア
ヴ

ェ
・

ヴ

ェ
ル
ム
・
コ
ル
プ
ス
を
演
奏
し
て
頂
き
ま
し
た
。

傍
聴
席
に
お
招
き
し
た
小
川
洋
知
事
か
ら
は

「思
い
が
け
ず
議
場
で
九
響
の
演
奏
を
聴
く
こ
と

が
で
き
、
音
の
響
き
に
感
動
し
楽
し
む
こ
と
が
で

き
た
」
と
感
想
を
頂
き
ま
し
た
。

お
越
し
い
た
だ
い
た
県
民
の
方
か
ら
は
、
「傍

聴
席
で
も
よ
く
聞
こ
え
ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
会

場
で
す
ね
。
感
動
し
ま
し
た
。
贅
沢
な
時
間
を
過

ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
感
謝
で
す
。」
と

お
褒
め
の
言
葉
に
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
感
謝
の
思

い
で

一
杯
に
な
り
ま
し
た
。

今
期
の
活
動
は
こ
れ
で
最
後
で
す
。
皆
様
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

嶽 絋 猾 絋 録
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玲  靡

門
司
駅

（現
門
司
港
駅
）

は
、
九
州
鉄
道
の
起
点
駅
と

し
て
明
治
２４

（
‐
８
９
１
）

年
に
開
業
し
ま
し
た
。
そ

の
駅
合
は
木
造
平
屋
の
小

さ
な
建
物
で
し
た
。
門
司

の
発
展
に
伴

っ
て
、
最
初

の
駅
合
が
手
狭
に
な

っ
た

こ
と
や
老
朽
化
が
進
ん
だ

た
め
改
築
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

新
駅
合
は
、
旧
駅
か
ら

約
３
０
０
ｍ
西
方

の
海
岸

沿

い
で
、
対
岸
の
下
関
と

を
結
ぶ
連
絡
船
の
乗
降
に

便
利
な
現
在
地
に
場
所
を

変
え
、
大
正
３

（
１
９
１
４
）
年
１

月
に
完
成
。

駅
合
の
本
屋
は
木
造
２
階
建
て
で
、

ネ
オ

・
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
様
式
と
呼
ば

れ
る
左
右
対
称
の
外
観
デ
ザ
イ
ン
が

特
徴
で
あ
り
、
１
９
８
８
年
に
駅
舎

と
し
て
は
全
国
で
初
め
て
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
駅
構

内
に
は
戦
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る

洗
面
所
、
手
水
鉢
、
上
水
道
な
ど
様
々

な
歴
史
的
資
産
が
存
在
し
、
現
在
は

別
用
途
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

一ヨ

・
二
等
客
待
合
室
」
。
「チ
ッ
キ

（手

荷
物
）
取
扱
所
」
。
コ
貝
賓
室
∵

「
関

門
連
絡
船
通
路
跡
」
等
も
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
特
に
関
門
連
絡
船
通
路
跡

．に
は
旧
日
本
軍
の
命
令
で
設
置
さ
れ

．た
渡
航
者
用
監
視
窓
の
跡
も
残

っ
て

お
り
、
こ
れ
は
当
駅
が
外
来
航
路
の
寄
港
地

だ

っ
た
た
め
、
戦
時
下
の
不
審
者
を
発
見
す
る

格
好
の
場
所
だ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
１７

（
‐
９
４
２
）
年
、
関
門
ト
ン
ネ
ル

の
開
通
に
伴

っ
て
、
ト
ン
ネ
ル
ロ
に
あ
た
る

大
里
駅
が
門
司
駅
に
、
こ
れ
ま
で
の
門
司
駅
が

門
司
港
駅
に
改
称
さ
れ
、
本
州
と
九
州
を
連
絡

す
る
鉄
道
輸
送
の
流
れ
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
門
司
鉄
道
管

理
局
や
国
鉄
九
州
総
局
な
ど
は
引
き
続
き
門
司

港
駅
の
そ
ば
に
置
か
れ
、
国
鉄
分
割
民
営
化
後

も
Ｊ
Ｒ
九
州
は
平
成
１２
年
ま
で
異
例
の
福
岡
と

北
九
州
の
２
本
社
体
制
を
維
持
し
、
門
司
港
駅

脇
に
北
九
州
本
社
が
引
き
続
き
置
か
れ
て
い
ま

し
た
。

開
業
後
１
０
０
年
近
く
が
経
過
し
、
シ
ロ
ア

リ
被
害
や
老
朽
化
に
よ
る
腐
食
で
ゆ
が
み
や
亀

裂
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
た
め
国

。

福
岡
県

・
北
九
州
市

。
Ｊ
Ｒ
九
州
が
話
し
合
い

を
行
い
、
２
０
１
２
年
９
月
か
ら
本
格
的
な
保

存
修
理
工
事
を
開
始
し
ま
し
た
。

大
正
時
代
の
創
建
当
初
の
姿
に
復
元
さ
れ
、

外
側
は
石
張
り
風
に
モ
ル
タ
ル
を
塗
り
、
屋
根

に
は
天
然
の
石
盤
を
葺
き
ま
す
。
さ
ら
に
途
中

の
時
代
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
屋
根
周
り
の
飾

り
も
復
元
さ
れ
ま
す
。
ま
た
門
司
港
駅
の
シ
ン

ボ
ル
に
も
な
っ
て
い
る
正
面
の
大
時
計
は
実
は

後
か
ら
取
り
付
け
た
も
の
で
す
が
、
国
内
で
５

番
目
、
九
州
で
は
初
め
て
取
り
付
け
た
電
気
時

計
で
、
そ
の
歴
史
的
価
値
を
尊
重
し
今
回
の
復

元
で
は
新
調
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ほ
か

に
も
、
正
面
向
か
っ
て
右
側
の
庇
と
倉
庫
も
後

世
に
取
り
付
け
た
も
の
で
す
が
、
関
門
連
絡
船

の
歴
史
保
存
の
観
点
か
ら
残
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

当
初
は
２
０
１
７
年
度
末
の
完
成
を
予
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
後
も
生
き
た
文
化
財
と
し

て
活
用
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
駅
利
用
者
の

方
々
に
安
心
し
て
使
っ
て
頂
け
る
よ
う
に
耐
震

補
強
工
事
を
実
施
し
、
今
年
２
０
１
８
年
Ｈ
月

に
コ
ン
コ
ー
ス
、
改
札
口
供
用
が
開
始
さ
れ
来

年
３
月
に
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
と
な
り
ま
す
。

明
治
の
後
半
か
ら
横
浜
、
神
戸
と
並
ぶ
国
際

貿
易
港
と
し
て
栄
え
た
門
司
港
。

そ
の
流
通
を
支
え
て
き
た
歴
史
的
建
造
物
で

も
あ
る
門
司
港
駅
が
１
０
５
年
前
の
姿
に
復
元

さ
れ
ま
す
。

復原される門司港駅のイメージ

鼈 鑽 鑽
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私
の
故
郷

「八
女
地
域
」
は
、
耳
納
山
地
か

ら
の
び
て
き
て
い
る
、
「八
女
丘
陵
」
と
呼
ば

れ
る
東
西
１０
数
ｈ
に
わ
た
る
狭
長
な
丘
陵
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
丘
陵
に
は
、
約
３
０
０
基

の
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら

「
八
女

古
墳
群
」
と
し
て
国
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
そ
の

「
八
女
古
墳
群
」
の
ル
ー

ツ
と
も
い
え
る
八
女
郡
広
川
町
の
南
側
に
あ

る

「最
も
古
い
古
墳
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
九

州
の
彫
刻
系
装
飾
古
墳

「
石
人
山
古
墳

（広

川
町
ご

を
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
、
読
者
の
皆

様
方
を
浪
漫
に
溢
れ
る
古
代
八
女
地
域

（
五

世
紀
）
の
旅

へ
と
ご
案
内
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

「
石
人
山
古
墳
」

は
、
八
女
丘
陵
の
西
端

付
近
に
位
置
し
、
そ
の

一
部
を
利
用
し
築

造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳

（
全
長
約

１
１
０

ｍ
）
で
す
。
５
世
紀
代
の
八
女
地
方
に
突
如

と
し
て
出
現
し
た
、

こ
の
古
墳

の
被
葬
者

は
、
初
代
の
筑
紫
国
造

（筑
紫
君
磐
井
の
何

代
か
前
）
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
石
人
山
古
墳
」
の
出
土
品
や
石
製
表
飾

及
び
装
飾
文
様
等
を
分
析

。
解
明
す
る
研
究

は
、
江
戸
時
代

１
８
５
３

（
嘉
永

６
）
年

に
始
ま
り
、
そ
の
当
時

の
考
古
学
的
研
究

の
先
駆
者
、
矢
野

一
貞
に
よ
り
、

「
石
人
山

古
墳
」

の
略
測
絵
図
と
家
形
石
棺

の
前
面

が
す
で
に
露
出
し
て
い
る
様
子
が

「
筑
後

将
士
軍
談
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
１
９
３
２

（
昭
和
７
）
年
に
武

藤
直
治
が
墳
丘
を
実
測
し
、
石
棺
が
石
室
内

に
あ
る
可
能
性
を
述
べ
、
１
９
３
６

（昭
和

Ｈ
）
年
、
鏡
山
猛

。
武
藤
直
治
が
石
棺
上
部
の

土
砂
を
取
り
除
き
、
石
棺
と
石
室
の
正
確
な
実

測
図
の
作
成
や
石
棺
の
棺
蓋
に
あ
る
直
弧
文
の

浮
き
彫
り
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
ま
す
。

特
徴
的
な
装
飾
は
浮
き
彫
り
で
、
妻
入
り

横
口
式
家
形
石
棺
の
棺
蓋
と
棺
身
に
確
認
で

き
、　
一
石
で
造
ら
れ
た
寄
棟
屋
根
型
の
棺
蓋
外

面

（
長
さ
２
・
７
ｍ
、
幅
１
・
４
～
１
・
５
ｍ
、

高
さ
５。
ｃｍ
）
と
厚
さ
１６
ｍ
の
４
枚
の
板
石
で
組

み
合
わ
せ
た
棺
身
前
壁
の
入
り
回
部
左
右
壁

面
に
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
工
し
や
す
い
阿
蘇
溶
結
凝

灰
岩
製
石
材

を
用
い
、
棺
蓋
長
辺
に
は
上
段
の
５
区
画
内
に

重
圏
文
、
下
段
に
５
個
の
連
接
す
る
直
弧
文

が
１
区
画
内
に
立
体
的
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て

お
り
、
棒
状
縄
掛
突
起
の
あ
る
前
後
短
辺
部

に
も
、
直
弧
文
ら
し
き
浮
き
彫
り
が
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議

直
弧
文

・
重
圏
文
は
被
葬
者
に
対
し
て

鎮
魂
的
な
意
味
を
持

つ
図
文
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
石
棺

に
先
進
的
な
文
様
を

い
ち

は
や
く
採
用
し
た
被
葬
者
像
の
、
中
央
勢
力

と

の
繋

が

り
も
感

じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
研
究

か
ら

「
石
人
山
古
墳
」
が
九
州

最
古
の

「
石
棺
系
の
装
飾
古
墳
」

と
し
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め

る
と
い
う
こ
と
が
解
か
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
１
９
３
６

（
昭
和

Ｈ
）
年
以
降
、
本
格
的

な
墳

丘

測

量

・
範

囲
確

認

調

査
な
ど
は
行
わ
れ
ず
、
現
在
に

至

っ
て
お
り
、
解
き
明
か
す
べ

き
課
題
も
多
く
、
今
後

の
研
究

に
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

広
川
町
大
字

一
條
字
人
形
原
１
４
３
５
番

に
位
置
す
る
　
「
石
人
山
古
墳
」
を
守
り
続
け

る
地
元
民
に
よ
る

「
ひ
ろ
か
わ
古
墳
祭
」
は
、

毎
年
Ｈ
月
の
第
２
日
曜
日
に
石
人
山

・
弘
化

谷
古
墳
公
園
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

是
非
１
度
、
足
を
お
運
び
頂
き
、
５
世
紀

前
半
に
築
造
さ
れ
た
九
州
の
彫
刻
系
装
飾

古
墳
を
代
表
す
る

「
石
人
山
古
墳
」
を
訪

れ
、
古
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
？

こ
の
古
墳
を
お
守
り
す
る
阿
蘇
溶
結
凝
灰

岩
製

の
武
装
石
人
１
体
が
皆
様

の
御
訪
問

を
心
か
ら
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。

※
直
弧
文
↓
直
線
と
帯
状
の
弧
線
の
組
み
合

わ
せ

※
重
圏
文
↓
２
重
の
円
文

直
弧
文

。
重
圏
文

は
、

い
ず
れ
も
辟
邪

（中
国
の
想
像
上
の
獣
）
や
魂
を
表
す
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

参
考
文
献

¨
「広
川
町
史
」

資
料
提
供

¨
「広
川
町
町
郷
土
史
研
究
会
」
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映
画

「
柳
川
掘
割
物
語
」
は
、
「
風
の
谷

の
ナ
ウ
シ
カ
」
で
知
ら
れ
る
高
畑

勲

（
監

督
）
と
宮
崎

駿

（
プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
）
両

氏
が
手
掛
け
た
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
長
編

映
画

（
１
９
８
７
年
公
開
）

で
す
。

高
畑
監
督
は
、
柳
川
を
舞
台
に
し
た
ア
ニ
メ

の
映
画
を
制
作
す
る
た
め
に
取
材
で
訪
れ
、
掘

割
や
水
の
専
門
家
で
あ
る
広
松

停
さ
ん
に
出

会
い
ま
す
。
広
松
さ
ん
は
、
柳
川
の
持
つ
独
特

の
歴
史
的
な
水
管
理
シ
ス
テ
ム
や
荒
廃
し
た
掘

割
を
再
生
し
た
時
の
奮
闘
談
を
熱
く
語
り
ま

し
た
。
こ
の
話
に
甚
く
感
激
し
た
高
畑
監
督

は
、
ア
ニ
メ
で
は
な
く
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
と
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
柳
川
を
描
こ
う
と

当
初
の
計
画
を
大
き
く
変
更
し
た
そ
う
で
す
。

三
年
の
歳
月
を
か
け
完
成
し
た
こ
の
作
品

は
、
行
政
と
市
民

の
協
働

で
昔

の
掘
割
を

取
り
戻
し
た
物
語

で
す
。
昔
か
ら
私
た
ち

が
大
切
に
し
て
き
た

「
お
蔭
様
や
お
互

い

様
」

の
心
を
思

い
起

こ
さ
せ
て
く
れ
る
感

動

の
映
画

で
す
。

こ
こ
で
、
印
象
に
残

っ
た
い
く

つ
か
の
場

面
を
紹
介
し
て
み
ま
す
。

プ

ロ
ロ
ー
グ
は
、
再
生
し
た
掘
割
を
静
か

に
下
る
ド
ン
コ
舟
か
ら
眺
め
る
水
辺
の
映
像

を
背
景
に
、
加
賀
美

幸
子
さ
ん
の
ナ
レ
ー

シ

ョ
ン
で
始

ま

り

ま

す
。

〃
日
本
が
貧
し
か

っ
た
こ
ろ
、
ど

の
村
に

も
小
川
が
流
れ
て
い
た
。
春

の
小
川
は
さ

ら
さ
ら
と
行
き
、
岸
に
は
ス
ミ
レ
や
レ
ン

ゲ

の
花
。
子
ど
も
は
小
鮒
を
釣
り
、
夏

の

蛍
を
追

っ
て
遊
ん
だ
。
日
本
が
貧
し
か

っ

た
こ
ろ
、
ど
の
ま
ち
に
も
掘
割
が
あ

っ
た
。

水
は
必
ず
し
も
清
く
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
橋

や
水
辺
に
た
た
ず
め
ば
、
水
の
流
れ
は
暮
ら
し

の
重
荷
を
軽
く
し
、
疲
れ
を
癒
や
し
て
く
れ
た
。

人
々
は
、
付
き
合
い
の
中
で
、
水
を
向
け
た
り
、

水
に
流
し
た
り
、
水
掛
け
論
を
繰
り
返
し
た
。

我

田
に
引
水
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
堰
を

切

っ
て
滑
を
溢
れ
さ
せ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

日
本
が
貧
し
か

っ
た

こ
ろ
、
手

の
届
く
と

こ
ろ

に
水

辺
が

あ

っ
た
。

″

冒
頭

の
こ
の
詩
は
、
作
品
全
体
を
貫
く

モ
チ
ー
フ
で

「
本
当

の
豊
か
さ
と
は
何
な

の
か
」
と
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が

あ
り
、
物
語
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

序
論
は
、
弥
生
の
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま

で
の
平
野
と
掘
割
の
成
り
立
ち
。
水
と
闘

っ

て
き
た
歴
史
や
そ
こ
に
注
が
れ
た
先
人
の
気

の
遠
く
な
る
よ
う
な
苦
労
と
そ
の
知
恵
が
ア

ニ
メ
を
交
え
て
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
論
で
は
、
水
郷
の
ま
ち
と
し
て
知
ら
れ

る
柳
川
も
、
決
し
て
水

に
恵
ま
れ
た
地
域

で
は
な

い
こ
と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
堀

の
水
が
飲
料
水

で
あ

っ
た

こ
と
か

ら
、
水
辺
に
は
水
神
様
を
祀
り
、
川
と
水
を

と
て
も
大
事
に
し
て
き
た

こ
と
な
ど
、
素

朴
な
柳
川
が
映
し
出
さ
れ

て
い
ま
す
。

本
論
中
盤
、
場
面
は
昭
和
３。
年
代
に
遡
り
ま

す
。
戦
後
の
高
度
成
長
期
、
水
道
の
普
及
な
ど

で
掘
割
の
荒
廃
が
進
み
、
市
は
や
む
な
く
汚

染
さ
れ
た
掘
割
の
埋
め
立
て
を
決
定
し
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
計
画
に
待

っ
た
を
か
け
た
の

が
、
当
時
の
市
下
水
道
係
長
広
松

停
さ
″
で

す
。
彼
は

「
こ
の
計
画
を
進
め
れ
ば
掘
割
ど
こ

ろ
か
柳
川
が
沈
没
し
て
し
ま
う
。
」
と
掘
割
再

生
の
必
要
性
を
市
長
に
直
訴
。
彼
の
必
死
の
訴

え
と
市
長
や
議
会
の
英
断
で
再
生
へ
の
道
が
開

か
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
市
職
員
自
ら
が
市
民
の

中
に
飛
び
込
み
、
地
域
の
協
力
を
得
る
た
め
の

説
得
に
奔
走
し
ま
す
。
本
論
後
半
で
は
、
行
政

と
市
民
の
協
働
で
、
音
の
掘
割
を
取
り
戻
す
ま

で
の
必
死
な
取
り
組
み
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

最
終
章
、
祭
り
の
場
面
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
は

「
川
と
の
煩
わ
し
い
付
き
合

い
は
、
連

帯
感
な
し
に
は
あ
り
得
な

い
。
苦
労
も
楽

し
み
も
共
に
す
る
こ
と
で
連
帯
は
深
ま
る
」

と

い
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
に

は
、
高
畑
監
督
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ

ま
す
。
確
か
に
昔
は
、
祭
り
や
堀
清
掃

の

時
は
、
住
民
同
士
が

一
緒
に
な

っ
て
汗
を

流
し
ま
し
た
。

こ
の
営
み
の
中

で
引
き
継

が
れ
て
き
た

の
が
柳
川
の
掘
割

で
す
。

翻
っ
て
、
今

日

の
社

会

に

目

を

向

け

る

と
、

地

域

コ

ミ
ヽ
ュ
　
ニ
テ

ィ

は
希

薄

に
な

り
、
住
民
の
連

帯
と
自
治
意
識

は
低
下
す
る

一

方
で
す
。
そ
の

結

果
、

福

祉

や

教

育

に
限

ら
ず

「
煩
わ
し

い
こ
と
」
は
何

で
も
行
政

頼
み
と
な
り
、
公
共
サ
ー
ビ

ス
は
肥
大
化

し
て
い
ま
す
。
結
局
、
そ

の
つ
け
は
住
民

の
重

い
負
担
に
な
る
と

い
う
悪
循
環
を
招

い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

映
画

「
柳
川
掘
割
物
語
」
は
、
便
利
さ

と
引
き
換
え
に
大
事
な

こ
と
を
な
お
ざ
り

に
し
て
き
た
現
代
社
会
に
警
鐘
を
鳴
ら
す

も

の
で
あ
り

「
人
と
自
然

・
住
民
と
行
政

が
ど

の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
く
べ
き
な
の

か
」
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
示
唆
に
富
む
作
品

で
す
。
ぜ
ひ

一
度
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。
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一
九
九
九
年
、
人
権
と
民
主
主

義
を
守
る
た
め
報
道
の
自
由
に
貢

献
し
た

「
二
十
世
紀
の
報
道
人
百

人
」
（世
界
新
聞
協
会
主
催
）
と
し

て
、
福
岡
日
日
新
聞

（
西
日
本
新

聞
の
前
身
）
の
菊
竹
六
鼓

（本
名

・

淳
）
が
大
阪
朝
日
新
聞

（朝
日
新
聞
社
）
の

長
谷
川
如
是
閑

（本
名

・
高
次
郎
）
と
と
も

に
、
日
本
か
ら
２
人
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
主
筆

及
び
副
社
長
を
歴
任
し
た
菊
竹
六
鼓
と
は
、
ど

ん
な
人
物
だ

っ
た
の
か
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

六
鼓
は
明
治
十
三
年
、
う
き
は
市
吉
井
町
生

ま
れ
。
２
歳
の
時
の
ケ
ガ
が
原
因
で
生
涯
歩
行

が
不
自
由
に
な
り
、
杖
が
手
放
せ
な
い
体
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
善
中
学
校

（明
善
高
校
の
前
身
）
、
東
京
専
門
学
校

（早
稲

田
大
学
の
前
身
）
と
進
み
、
明
治
三
十
六
年
、

帰
郷
し
、
福
岡
日
日
新
聞
社
に
入
社
し
ま
し

た
。
入
社
後
、
徐
々
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
論

説
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
頃
か
ら

使
い
始
め
た
六
鼓
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す
。

明
治
三
十
八
年
六
月
二
十
二
日
付
、
「
理

想
の
死
」
と
い
う
論
説
は
読
者
の
反
響
が
大

き
か

っ
た
と

い
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
十

一
歳
の
踏
切
番
の
娘
、
山
崎

お
栄
が
列
車
に
蝶
か
れ
か
か

っ
た
通
行
人
を

助
け
、
自
分
は
蝶
か
れ
死
ん
で
し
ま

っ
た
事

件
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
時
代
は
日
露
戦
争

の
最
中
。
新
間
の
論
説
と
い
え
ば
天
下
国
家

を
論
じ
る
も
の
と
決
ま

っ
て
い
た
時
代
に

一

少
女
の
死
を
と
り
あ
げ
、
こ
う
執
筆
し
ま
し

た
。
「
可
憐
な
る

一
少
女
お
栄
を
有
し
た
る

こ
と
は
、
永
遠
に
わ
が
福
岡
県
民
の
誇
り
な

り
。　
広
瀬
中
佐
を
出
さ
ざ
り
し
こ
と
は
決
し

て
福
岡
県
民
の
恥
辱
に
あ
ら
ず
。
束
郷
大
将

を
出
さ
ざ
り
し
こ
と
は
決
し
て
、
福
岡
県
民

絶
大
の
恨
事
に
は
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も

一

少
女
お
栄
を
出
し
た
り
し
こ
と
は
福
岡
県
民

の
永
遠
の
誇
り
な
り
、
名
誉
な
り
。
」
社
会
を

支
え
る
の
は
英
雄
で
は
な
く
、
名
も
な
き
市

民
な
の
だ
、
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
こ
の

論
説
が
掲
載
さ
れ
た
後
、
共
感
の
投
書
が
机

の
上
に
山
積
み
に
な

っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

こ
う
し
た
心
情
あ
た
た
か

い
話
も
あ
り

ま
す
が
、
菊
竹
六
鼓
と

い
え
ば
、
や
は
り

五
二

五
事
件
の
時
に
毅
然
と
軍
部
を
批
判

し
た
反
骨

の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
知

ら
れ

て

い
ま
す
。

五
二

五
事
件
は
昭
和
七
年
五
月
十
五
日
、

若
い
軍
人
た
ち
が
首
相
官
邸
を
襲
い
、
犬
養

毅
首
相
を
暗
殺
し
た
事
件
で
す
。
こ
の
悲
報

を
聞
い
て
論
説

「首
相
兇
手
に
斃
る
」
を
執

筆
。
軍
部
の
暴
走
を
批
判
し
ま
し
た
。
こ
の

事
件
に

つ
い
て
、
中
央

の
大
手
新
聞
社
は

と
い
う
と
速
報
は
伝
え
ま
し
た
が
、
軒
並
み

報
道
規
制
を
行

っ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
触

れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う

で
す
。
し
か

し
、
非
を
非
と
し
て
、
こ
の
軍
の
暴
走
を
ど

う
す
る
べ
き
か
７
編
の
社
説
で
論
じ
続
け
た

の
は
福
日
以
外
に
な
か

っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
新
聞
記
者
は
社
会
の
本
鐸
」

こ
れ
は
六

鼓
の
口
癖
だ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
木
鐸
と
は

「世
人
に
警
告
を
発
し
、
教
え
導
く
人
」
の
こ

と
を
言
う
そ
う
で
す
。
体
が
不
自
由
で
あ

っ

た
こ
と
か
ら
、
兵
役
を
免
れ
、
武
器
を
ペ
ン

に
持
ち
替
え
て
、
軍
人
や
右
翼
の
脅
迫
が
相

次
ぐ
中
、
決
し
て
筋
を
曲
げ
な
か

っ
た
菊
竹

六
鼓
。
彼
こ
そ

「福
岡
県
民
の
永
遠
の
誇
り

な
り
、
名
誉
な
り
」

で
す
。

参
考
文
献

Ｌ

淳
風
六
鼓
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う
き
は
市
教
育
委
員
会
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鶉

２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ

ツ
ク
の
新

た
な
正
式
種
目
の

一
つ
に
空
手
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
影
響
も
あ

っ
て
か
、
以
前
よ
り
は

Ｃ
Ｍ
や
ス
ポ
ー

ツ
関
連

の
Ｔ
Ｖ
番
組
な
ど

で
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
な

っ
た

と
感
じ
て
い
ま
す
。
競
技
内
容
は
、
仮
想
の

敵
に
対
す
る
攻
防
を

一
連
の
流
れ
と
し
て
組

み
合
わ
せ
た
演
武
で
あ
る

「
形
」
と
１
対
１

の
戦
い
で
あ
る

「
組
手
」
が
あ
り
ま
す
。
特

に
日
本
代
表
選
手
な
ど
に
よ
る
、
キ
レ
の

良

い
迫
力
満
点
の
動
き
に
は
感
嘆
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
空
手
の
競
技
人
口
は
意
外
に

多

く
、

世

界

で
約

５
，

０

０

０

万

人

と

言

わ

れ

て

い
ま

す
。

こ
の
数
は
野
球

や
柔
道
を
上
回
る
そ

う
で
す
。
ど

の
く
ら

い
の
国
で
競
技
が
行

わ
れ
て
い
る
か
と
言

え
ば
、
世
界
空
手
連

盟

（
Ｗ
Ｋ
Ｆ
）
に
加

盟
し
て
い
る
国

・
地

域
は
１
９
２
と
な

っ

て

お

り
、

世

界

中

の
国

。
地
域

で
競
技

さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
特
に
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
で
は
盛
ん
で
、
フ

ラ

ン

ス
、

ス

ペ

イ

ン
、
イ
タ
リ
ア
、
ド

イ

ツ
、
ト
ル

コ
な
ど

は

強

豪

国

と

し

て

知

ら

れ

て

い
ま
す
。
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ま
た
、
中
東
諸
国
や
東
ア
ジ
ア
で
も
競
技

水
準
が
向
上
し

つ
つ
あ
り
ま
す
。

空
手
に
は
力
強
く
豪
壮
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
に

浮
か
び
ま
す
が
、
周
知
の
ご
と
く
、
発
祥
は

「和
」
と

「礼
」
を
重
ん
じ
る
琉
球
王
朝
時
代

の
沖
縄
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
単
な
る
格
闘

技
で
は
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

琉
球
に
は
も
と
も
と

「手
」
（
テ
ィ
）
と
い
う

武
術
が
あ
り
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
と

交
流
す
る
中
で
、
中
国
拳
法
と
融
合
し
空
手
が

誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
空
手
に
は

「空

手
に
先
手
な
し
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
、
「先

手
非
道
」
を
説
き
ま
す
。
琉
球
王
朝
の
歴
史
や

精
神
性
を
考
え
れ
ば
頷
け
ま
す
。
史
実
と
し
て

も
、

‐９
世
紀
初
め
、
琉
球
を
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス

人
が
、
航
海
記
に

「
平
和
を
愛
す
る
礼
儀
正

し
い
人
々
の
振
る
舞
い
に
感
動
し
た
」
と
綴

り
、
そ
れ
を
伝
え
聴
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
武
器

を
持
た
な
い
国
が
あ
る
こ
と
を
驚
嘆
し
た
と
あ

り
ま
す
。
沖
縄
空
手
の
先
人
の
言
葉
に

「人
に

打
た
れ
ず
、
人
打
た
ず
、
事
な
き
を
も
と
と
す

る
な
り
」
「長
年
修
行
し
て
体
得
し
た
空
手
道

の
技
が
生
涯
を
通
し
て
無
駄
に
な
れ
ば
、
空
手

修
行
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
心
得
よ
」
と
あ

り
ま
す
。
先
程
の

「空
手
に
先
手
な
し
」
と
同

様
、
な
か
な
か
味
わ
い
深
い
言
葉
で
す
。
余
談

で
す
が
、
沖
縄
県
庁
に
は
文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ

部
に
空
手
振
興
課
が
設
置
さ
れ
、
世
界
に
誇

る
伝
統
文
化
と
し
て
空
手
振
興
に
取
組
ん
で

お
り
、
熱
の
入
れ
よ
う
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
度
は
空
手
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
武

道
や
ス
ポ
ー
ツ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ー
ツ
が
あ

り
、
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
時
を
経

る
中
で
精
神
性
や
競
技
性
も
進
化
し
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
文
化
性

を
形
作

っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ル
ー
ツ
や
歴
史
を
探
り
な
が
ら
汗
を
流

す
の
も
、
こ
の
時
期
に
あ

っ
た
楽
し
み
方
と

思
い
ま
す
。
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