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一一
、、 

瓢瓢
簞簞
山山
古古
墳墳
にに
つつ
いい
てて  

 

「
瓢
簞
山
」（
東
大
阪
市
東
南
部
。
旧
枚
岡
市
）
と
い
う
地
域

名
の
由
来
と
な
っ
た
瓢
簞
山
古
墳
は
、
生
駒
西
麓
か
ら
山
腹
に

か
け
て
分
布
す
る
山
畑
古
墳
群
の
最
西
端
（
平
野
部
）
に
位
置
す

る
古
墳
群
最
大
の
古
墳
で
あ
り
「
山
畑
五
二
号
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
六
世
紀
末
の
築
造
と
い
う
こ
と
以
外
、
被
葬
者
を

含
め
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
瓢
簞
山
と
い
う
呼
び
名
の
通
り
、

二
つ
の
円
墳
が
合
体
し
た
双
円
墳
の
南
側
が
鬼
塚
、
北
側
が
大

塚
（
狐
塚
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
中
央
西
側
に
瓢
簞
山
稲
荷

神
社
の
本
殿
・
拝
殿
が
あ
り
、
表
参
道
が
西
へ
と
通
じ
て
い
て
、

か
つ
て
は
伏
見
・
笠
間
・
豊
川
な
ど
日
本
三
大
稲
荷
に
数
え
ら
れ

る
稲
荷
神
社
を
も
凌
駕
す
る
ほ
ど
、
日
本
で
最
も
盛
行
し
た
稲

荷
神
社
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（【
図図
版版
１１
】】
参
照
）。 

古
墳
の
形
態
で
は
前
方
後
円
墳
が
著
名
で
あ
る
が
、
実
は
多

様
な
形
態
が
あ
る
。
た
だ
し
双
円
墳
は
数
が
少
な
い
。
日
本
全
国

で
報
告
さ
れ
て
い
る
古
墳
の
数
が
約
一
六
万
基
に
及
ぶ
中
で
、

双
円
墳
と
認
定
さ
れ
て
い
る
の
は
大
阪
府
南
河
内
郡
河
南
町
の

金
山
古
墳
の
み
で
あ
り
、
瓢
簞
山
古
墳
は
未
だ
双
円
墳
と
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。
金
山
古
墳
は
、
か
つ
て
一
部
に
家
が
建
つ
な

ど
未
整
備
の
状
態
か
ら
、
現
在
は
整
備
さ
れ
て
古
墳
公
園
と
な

っ
て
い
る
。
全
長
約
八
六
ｍ
の
こ
の
古
墳
を
観
察
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
全
長
約
五
〇
ｍ
の
瓢
簞
山
古
墳
と
の
共
通
性
が
見
え
て 

       く
る
が
、
瓢
簞
山
の
古
墳
と
し
て
の
検
証
は
、
今
後
し
か
る
べ
き

考
古
学
者
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
「
瓢
簞
山
古
墳
」
と
述
べ
て
き
た
が
、

瓢
簞
山
古
墳
は
日
本
全
国
、
と
り
わ
け
近
畿
一
円
か
ら
中
部
日

本
に
か
け
て
複
数
存
在
す
る
。
ひ
と
つ
は
滋
賀
県
近
江
八
幡
市

安
土
町
に
あ
る
瓢
簞
山
古
墳
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
背
後
に
繖

（
き
ぬ
が
さ
）
山
を
控
え
た
立
地
・
景
観
が
、
生
駒
山
を
控
え
た

東
大
阪
の
瓢
簞
山
古
墳
と
よ
く
似
て
い
る
。
繖
山
の
標
高
は
四

三
二
ｍ
で
、
六
四
二
ｍ
の
生
駒
山
の
三
分
の
二
程
度
で
あ
る
も

の
の
、
周
囲
に
は
古
墳
・
寺
院
・
城
跡
な
ど
の
歴
史
遺
産
が
多
く

存
在
し
、
と
り
わ
け
西
国
観
音
霊
場
・
観
音
正
寺
の
立
地
か
ら
観

音
寺
山
と
も
呼
ば
れ
る
繖
山
は
、
各
時
代
を
代
表
す
る
宗
教
施

設
が
集
ま
っ
た
聖
地
生
駒
山
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

奈
良
県
に
は
二
つ
の
瓢
簞
山
古
墳
が
あ
る
。
奈
良
市
佐
紀
町

の
瓢
簞
山
古
墳
と
、
磯
城
（
し
き
）
郡
三
宅
町
の
瓢
簞
山
古
墳
で

あ
る
。
奈
良
県
内
の
古
墳
は
九
六
〇
〇
基
余
り
で
、
実
は
さ
ほ
ど

多
く
な
い
。
都
道
府
県
別
で
最
も
古
墳
が
多
い
の
は
兵
庫
県
で

一
・
九
万
基
近
く
を
数
え
、
全
国
の
古
墳
の
約
一
二
％
を
占
め
て

い
る
。
以
下
、
鳥
取
県
・
京
都
府
・
千
葉
県
・
岡
山
県
・
広
島
県
・

福
岡
県
と
続
き
、
奈
良
県
は
第
八
位
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
も

面
積
の
広
い
兵
庫
県
が
非
常
に
多
く
、
奈
良
県
は
そ
の
約
半
数

に
と
ど
ま
る
。
大
阪
府
は
一
三
位
で
あ
る
が
、
数
は
三
四
〇
〇
基

余
り
で
奈
良
県
よ
り
ず
っ
と
少
な
い
。
和
歌
山
県
は
二
一
位
で

一
七
〇
〇
基
弱
、
滋
賀
県
は
二
八
位
で
九
〇
〇
基
強
と
、
近
畿
の

全
体
に
古
墳
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
。 

第
二
位
の
鳥
取
県
（
因
幡
・
伯
耆
国
）
や
第
四
位
の
千
葉
県
（
総

国
・
ふ
さ
の
く
に
）、
第
五
・
六
位
の
岡
山
県
・
広
島
県
（
吉
備

国
）
な
ど
、
古
墳
時
代
（
三
世
紀
～
七
世
紀
頃
）
に
強
い
権
力
を

擁
し
た
地
域
を
中
心
に
、
古
墳
の
分
布
は
あ
ま
ね
く
全
国
に
わ

た
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
北
海
道
・
青
森
県
・
沖
縄
県
で
は
未
発

見
）。
瓢
簞
山
古
墳
は
愛
知
県
名
古
屋
市
守
山
区
に
も
一
基
が
存

在
す
る
う
え
に
、
二
〇
一
八
年
に
な
っ
て
静
岡
県
田
方
（
た
が

た
）
郡
函
南
（
か
ん
な
み
）
町
で
さ
ら
に
一
基
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
れ
は
金
山
古
墳
と
ほ
ぼ
同
じ
推
定
八
七
ｍ
の
全
長
を
有
す
る
。

「
推
定
」
と
い
う
の
は
一
部
が
破
壊
さ
れ
て
全
長
が
確
認
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
古
墳
が
ド
ロ
ー
ン
な

ど
の
技
術
導
入
に
よ
っ
て
現
在
も
次
々
に
見
つ
か
る
の
で
あ
り
、

古
墳
の
総
数
は
増
え
続
け
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
私
が
知
る
だ
け
で
日
本
全
国
に
は
六
つ
の

瓢
簞
山
古
墳
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
三
宅
瓢
簞
山
古
墳
（
奈

良
）・
佐
紀
瓢
簞
山
古
墳
（
同
）・
安
土
瓢
簞
山
古
墳
（
滋
賀
）・

守
山
瓢
簞
山
古
墳
（
愛
知
）・
函
南
瓢
簞
山
古
墳
（
静
岡
）
と
呼

ぶ
な
ら
ば
、
東
大
阪
市
の
瓢
簞
山
古
墳
は
「
河
内
瓢
簞
山
古
墳
」

か
「
山
畑
瓢
簞
山
古
墳
」
の
名
称
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は

「
瓢
簞
山
」
の
名
称
通
り
、
正
真
正
銘
の
瓢
簞
型
古
墳
（
双
円
墳
）

で
あ
り
、
他
の
五
つ
の
瓢
簞
山
古
墳
を
率
い
て
、「
瓢
簞
山
古
墳

サ
ミ
ッ
ト
」
を
提
唱
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

近
年
『
池
の
水
ぜ
ん
ぶ
抜
く
』（
テ
レ
ビ
東
京
）
と
い
う
番
組

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
瓢
簞
山
古
墳
で
あ
る
が
、
今
後
も
引
き
続

き
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
だ
け
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
満
ち
た
場
所

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
確
か
に
現
在
は
、
世
界
遺
産
登
録

を
契
機
と
し
て
巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

面
積
で
は
世
界
最
大
の
墳
墓
と
さ
れ
る
堺
市
の
大
山
古
墳
や
最

初
の
前
方
後
円
墳
と
言
わ
れ
る
三
輪
山
西
麓
の
箸
墓
古
墳
（
第

一
一
位
）
な
ど
、
大
き
い
古
墳
（
第
一
位
～
第
四
四
位
）
は
す
べ

て
前
方
後
円
墳
が
占
め
て
お
り
、
全
国
の
古
墳
の
特
徴
を
融
合

し
た
の
が
こ
の
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
円
と
円

 
瓢
簞
山
古
墳
、
そ
し
て
瓢
簞
の
聖
性
と
親
近
性
に
つ
い
て 

―
「
瓢
簞
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
解
く
ー 
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を
結
ん
だ
稀
少
な
双
円
墳
か
ら
は
、
他
の
古
墳
に
は
見
ら
れ
な

い
歴
史
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、「
双
円
」
ま
た
は
「
瓢
簞
」
と
い
う

形
態
に
込
め
ら
れ
た
意
味
、
す
な
わ
ち
瓢
簞
山
古
墳
か
ら
の
歴

史
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。 

  

二二
、、 

聖聖
なな
るる
瓢瓢
簞簞
かか
らら
縁縁
起起
物物
へへ  

    

瓢
簞
と
い
う
熟
語
は
「
瓢
」
と
「
簞
」
か
ら
成
る
。「
瓢
」
は

「
ひ
さ
ご
」「
ふ
く
べ
」
と
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
夕
顔
や
瓢
簞
な
ど

の
果
実
、
そ
し
て
そ
の
果
実
か
ら
作
っ
た
容
器
を
指
す
。
簞
は

「
わ
り
こ
」「
は
こ
」「
ひ
さ
ご
」
な
ど
と
読
み
、
竹
で
編
ん
だ
丸

い
米
櫃
や
小
さ
い
匣
（
は
こ
）
な
ど
の
容
器
を
指
す
。「
簞
笥
」

（
た
ん
す
）
と
い
う
の
は
、
誰
も
が
知
る
通
り
「
簞
」（
中
身
が

空
洞
の
も
の
）
で
作
っ
た
「
笥
」（
入
れ
物
）
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
瓢
簞
」
と
い
う
言
葉
は
、
容
器
（
中
身
が
空
洞
で
、

大
事
な
何
か
を
し
ま
っ
て
お
く
入
れ
物
）
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

そ
も
そ
も
二
つ
の
円
が
並
ぶ
形
は
吉
兆
を
示
す
形
態
で
あ
る
。

半
円
形
の
山
が
二
つ
並
ぶ
二
頂
点
型
の
山
は
、
か
ね
て
神
聖
視

さ
れ
て
き
た
。
近
畿
で
は
二
上
山
が
そ
の
典
型
で
、
日
本
以
外
で

も
同
様
の
形
態
を
示
す
山
容
は
、
た
と
え
ば
英
語
圏
で
は
ツ
ー

ピ
ー
ク
と
呼
ば
れ
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
。
双
円
墳
が
こ
の
形
態

を
模
し
て
造
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
二
つ
の
円

が
並
ぶ
形
、
ま
た
は
二
頂
点
型
の
形
態
を
秀
吉
が
神
聖
視
し
た

か
ら
こ
そ
、
瓢
簞
山
稲
荷
神
社
は
こ
の
場
所
に
造
営
さ
れ
た
。 

円
に
土
台
と
し
て
の
方
形
が
加
わ
っ
た
の
が
前
方
後
円
墳
で

あ
り
、
そ
れ
が
縦
（
上
下
）
方
向
に
重
な
っ
た
の
が
相
撲
の
土
俵

で
あ
る
。
円
と
方
形
の
結
合
も
、
中
国
古
代
の
須
弥
山
（
し
ゅ
み

せ
ん
）
図
（
宇
宙
図
）
な
ど
、
世
界
各
地
で
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

土
俵
で
は
五
行
思
想
に
も
と
づ
き
方
形
（
四
角
）
の
基
壇
の
上
に

円
（
土
俵
）
を
重
ね
て
塩
を
ま
き
、
四
股
を
踏
ん
で
大
地
を
鎮
め

る
神
事
を
行
な
う
。
土
俵
は
本
場
所
が
終
わ
れ
ば
解
体
し
、
次
の

場
所
前
に
供
物
を
埋
め
て
ま
た
成
型
さ
れ
る
が
、
古
墳
は
発
掘

が
許
さ
れ
て
い
な
い
場
所
も
あ
る
。
今
後
、
さ
ら
に
古
墳
の
調
査

が
進
め
ば
円
墳
や
方
墳
の
意
味
が
解
明
さ
れ
る
日
も
や
っ
て
く

る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
瓢
簞
山
古
墳
や
金
山
古
墳
以
外
に
も

双
円
墳
が
発
見
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

続
い
て
瓢
簞
の
空
洞
性
に
着
目
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、

日
本
で
は
古
代
以
来
「
う
つ
ほ
」（
空
穂
・
空
洞
）
と
呼
ん
で
中

身
が
中
空
で
あ
る
も
の
を
神
聖
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
竹
が
そ
う
で
あ
り
、『
竹
取
物
語
』
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、

そ
こ
に
は
神
聖
な
も
の
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
蛹
（
さ

な
ぎ
）
も
ま
た
「
う
つ
ほ
」
で
あ
り
、
そ
の
前
（
幼
虫
）
と
後
（
成

虫
）
で
全
く
別
の
も
の
が
誕
生
す
る
。
と
り
わ
け
蝶
な
ど
の
場
合

に
は
蛹
の
段
階
を
経
る
こ
と
で
神
に
近
づ
く
と
考
え
、
成
虫
は

神
聖
視
さ
れ
た
。
蝶
を
生
命
（
魂
）
の
化
身
と
見
た
り
、
蚕
を
神

と
し
て
祀
る
地
域
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
植
物
や
動
物
と

い
っ
た
生
物
以
外
に
も
、
洞
窟
な
ど
の
自
然
地
形
を
神
の
住
む

場
と
見
て
神
聖
視
す
る
考
え
も
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
古
墳
の

墓
室
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
延
長
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。 

ほ
か
な
ら
ぬ
瓢
（
瓢
簞
）
も
、
か
つ
て
は
「
う
つ
ほ
」
と
見
な

さ
れ
た
。
中
国
に
は
、
瓢
簞
に
魂
を
込
め
る
話
や
、
瓢
簞
の
中
に

宇
宙
が
存
在
す
る
話
な
ど
が
語
ら
れ
た
が
、
日
本
で
も
そ
の
よ

う
な
考
え
方
を
受
け
継
ぎ
、
瓢
簞
が
神
聖
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
七
福
神
の
寿
老
人
が
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
不
老
不
死
の

仙
薬
を
入
れ
る
瓢
簞
な
ど
縁
起
物
と
し
て
の
時
代
が
長
く
続
き

（
布
袋
の
手
に
も
瓢
簞
を
持
た
せ
る
）、
家
紋
に
も
な
っ
た
が
、

そ
れ
ら
も
古
代
以
来
の
神
聖
視
の
名
残
り
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
瓢
簞
は
、
時
代
を
降
る
に
連
れ
て
日
常
生
活
用
具
と

し
て
用
い
ら
れ
、
次
第
に
日
常
化
・
卑
俗
化
し
て
ゆ
く
。
と
り
わ

け
酒
を
入
れ
る
容
器
と
化
し
た
こ
と
は
、
卑
俗
化
を
加
速
さ
せ

た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
つ
て
は
神
聖
な
形
と
目
さ
れ
た
形
態
は

滑
稽
な
も
の
と
見
ら
れ
て
ゆ
く
。
信
楽
焼
が
有
名
だ
が
、
狸

（
猩
々
）
が
酒
を
買
っ
て
帰
る
像
に
は
瓢
簞
が
つ
き
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
近
世
に
は
山
水
画
の
影
響
に
よ
り
瓢
簞
で
な
ま
ず
を

押
さ
え
よ
う
と
す
る
絵
画
が
描
か
れ
て
「
瓢
簞
鯰
」
と
呼
ば
れ
、

役
に
立
た
な
い
こ
と
、
ピ
ン
ト
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
の
象
徴
と

さ
れ
、
嘲
笑
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
「
ひ
ょ
う
た
ん
」
と
い
う
発
音

の
語
感
す
ら
が
、
何
か
滑
稽
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。

「
ひ
ょ
う
き
ん
（
剽
軽
）」
と
い
う
言
葉
と
の
相
通
が
あ
っ
た
と

も
思
わ
れ
る
が
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
間
違
い
な
い
こ
と
は
、

本
来
、
神
聖
視
の
対
象
で
あ
っ
た
瓢
簞
が
、
時
代
を
降
る
に
つ
れ

て
日
常
化
し
、
さ
ら
に
は
卑
俗
化
・
滑
稽
化
す
る
と
い
う
流
れ
が

形
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
卑
俗
化
が
進
行
し
た

の
は
、
主
に
近
世
（
江
戸
時
代
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
世
初
期

（
一
七
世
紀
）
に
は
「
瓢
簞
か
ら
駒
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
普
及

す
る
。
本
来
は
、
張
果
と
い
う
老
人
（
仙
人
）
が
、
自
分
の
乗
る

馬
か
ら
降
り
る
と
腰
に
付
け
た
瓢
簞
の
中
に
馬
を
入
れ
て
お
く

と
い
う
中
国
神
仙
思
想
の
一
環
と
し
て
語
ら
れ
た
物
語
を
起
源

と
す
る
こ
と
わ
ざ
だ
が
、
あ
り
え
な
い
こ
と
や
、
冗
談
で
言
っ
た

こ
と
が
予
期
せ
ず
に
実
現
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
瓢
簞
の
中
に
は
別
世
界
が
あ
る
と

い
う
『
西
遊
記
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
描
か
れ
た
「
壺
中

天
」
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
だ
が
、
仙
人
自
体
が
滑
稽
視
さ

れ
る
庶
民
の
時
代
に
は
、
物
語
や
伝
承
の
中
で
も
瓢
簞
は
卑
俗

化
・
滑
稽
化
し
て
行
っ
た
。
ち
な
み
に
張
果
は
「
張
果
老
」
と
呼

ば
れ
、
七
福
神
の
由
来
と
も
さ
れ
る
中
国
の
八
仙
の
一
人
に
数

え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
で
も
日
本
で
も
、
瓢
簞
が
縁
起
物
の
仲
間

に
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
経
路
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

三三
、、 

大大
阪阪
にに
おお
けけ
るる
瓢瓢
簞簞
伝伝
承承
とと
豊豊
臣臣
方方
へへ
のの
親親
近近
感感  

  

大
阪
（
近
世
ま
で
は
大
坂
）
で
は
、
瓢
簞
と
い
え
ば
秀
吉
と
結

び
つ
け
て
語
ら
れ
る
。
瓢
簞
山
稲
荷
の
縁
起
は
、
大
坂
城
の
巽

（
東
南
方
向
）
の
鎮
護
神
と
し
て
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）

に
秀
吉
が
伏
見
城
か
ら
「
ふ
く
べ
稲
荷
」
を
勧
請
し
た
と
伝
え
ら

9
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れ
る
。
秀
吉
と
瓢
簞
と
の
縁
は
、
そ
の
一
六
年
前
に
当
た
る
永
禄

一
〇
年
（
一
五
六
七
）、
ま
だ
木
下
藤
吉
郎
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃

か
ら
続
い
て
い
た
。
こ
の
年
、
信
長
の
美
濃
攻
め
で
稲
葉
山
城

（
現
・
岐
阜
市
）
に
潜
入
し
手
柄
を
立
て
た
藤
吉
郎
は
、
敵
兵
を

倒
し
た
槍
先
に
腰
か
ら
下
げ
て
い
た
瓢
簞
を
結
び
付
け
、
槍
を

振
り
回
し
な
が
ら
勝
鬨
（
か
ち
ど
き
）
を
あ
げ
た
と
い
う
。
こ
の

時
す
で
に
秀
吉
に
と
っ
て
の
瓢
簞
と
は
、
腰
に
下
げ
て
戦
場
に

赴
く
よ
う
な
縁
起
物
・
お
守
り
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

功
績
に
よ
っ
て
馬
印
（
う
ま
じ
る
し
）
の
使
用
を
許
さ
れ
た
藤
吉

郎
は
瓢
簞
の
図
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
信
長
の
助
言
で
戦
勝

に
応
じ
て
瓢
簞
の
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
「
千
成

瓢
簞
」
の
由
来
で
あ
る
。
秀
吉
に
と
っ
て
縁
起
物
で
あ
り
自
ら
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
も
い
え
る
瓢
簞
の
形
を
し
た
古
墳
の

あ
る
場
所
に
、
大
坂
城
鎮
護
の
稲
荷
神
社
を
建
て
た
の
で
あ
る
。

創
建
か
ら
一
五
年
後
の
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
秀
吉
は
亡
く

な
り
、
同
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
に
大
坂
夏
の
陣
に
よ
っ
て
豊
臣

家
は
滅
び
る
が
、
近
世
の
大
坂
、
そ
し
て
近
代
以
降
の
大
阪
で

は
、
豊
臣
方
へ
の
親
炙
と
贔
屓
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

「
瓢
簞
か
ら
駒
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、
大
坂
の
陣
と
も
結
び

つ
い
て
語
ら
れ
た
。
冬
の
陣
の
後
、
豊
臣
方
の
大
名
が
香
合
せ

（
こ
う
あ
わ
せ
）
を
催
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
各
大
名
は
そ
れ

ぞ
れ
豪
華
な
景
品
を
用
意
し
た
が
、
伊
達
政
宗
の
景
品
は
腰
に

下
げ
た
瓢
簞
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
ひ
と
り
の
武
士
が
そ
の
景
品
を

選
ん
だ
と
こ
ろ
、
政
宗
は
「
こ
れ
こ
そ
瓢
簞
か
ら
駒
」
と
言
い
、

自
分
が
騎
乗
す
る
名
馬
を
与
え
た
と
い
う
。 

近
世
に
流
行
し
た
「
い
ろ
は
か
る
た
」
の
「
ひ
」
は
、
上
方
（
京

都
・
大
坂
）
で
は
「
瓢
簞
か
ら
駒
」
で
あ
る
（
大
坂
は
食
い
倒
れ

の
町
ら
し
く
「
貧
僧
の
重
ね
食
い
」
と
も
）。
し
か
し
江
戸
で
は

「
貧
乏
暇
な
し
」
で
あ
る
。
江
戸
人
は
「
瓢
簞
か
ら
駒
」
を
た
だ

「
偶
然
」
の
た
と
え
と
理
解
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
大
坂
で

は
、
瓢
簞
は
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
豊
臣
方
の
武
将
と
と
も

に
愛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

近
世
後
期
に
至
っ
て
も
『
河
内
名
所
図
会
』（
一
八
〇
一
年
刊
）

に
描
か
れ
た
の
は
、
大
坂
の
陣
で
戦
死
し
た
徳
川
方
の
武
将
・
山

口
重
信
の
大
き
く
立
派
な
墓
所
に
は
参
拝
者
が
殆
ど
お
ら
ず
、

道
一
本
挟
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
簡
素
で
小
さ
な
木
村
重
成
の
墓

に
参
拝
者
が
引
き
も
切
ら
な
い
様
子
で
あ
る
。
木
村
重
成
は
今

で
こ
そ
知
る
人
も
少
な
く
な
っ
た
豊
臣
方
の
武
将
で
あ
る
が
、

戦
前
ま
で
は
真
田
幸
村
を
凌
ぐ
ほ
ど
人
気
の
あ
っ
た
若
き
ヒ
ー

ロ
ー
で
あ
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
書
籍
に
豊
臣
方
を
載
せ
る

こ
と
は
処
罰
の
対
象
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は

右
の
例
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
芝
居

で
は
「
三
浦
之
助
」
と
い
え
ば
誰
も
が
重
成
の
こ
と
と
知
っ
て
お

り
、
近
代
に
至
る
ま
で
そ
の
人
気
が
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

徳
川
政
権
は
大
坂
の
陣
の
後
、
豊
臣
の
支
配
を
無
化
す
る
よ

う
に
大
坂
城
天
守
閣
を
破
却
し
、
す
ぐ
横
に
大
坂
の
町
を
睥
睨

す
る
約
一
・
五
倍
の
天
守
閣
を
建
て
て
見
せ
た
。
し
か
し
、
約
半

世
紀
後
の
二
度
に
わ
た
る
落
雷
で
焼
失
し
て
か
ら
は
、
江
戸
時

代
の
大
半
を
通
じ
て
天
守
閣
は
不
在
の
ま
ま
で
あ
り
、
再
建
は

幕
末
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
五
）
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
わ
ず

か
五
年
で
二
度
の
落
雷
を
秀
吉
の
怨
念
の
仕
業
と
考
え
る
者
も

少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
噂
を
徳
川
は
全
力

で
抑
え
た
。
し
か
し
大
坂
夏
の
陣
の
主
戦
場
で
あ
っ
た
河
内
で

豊
臣
方
の
武
将
を
「
残
念
様
」
と
称
し
、
豊
臣
治
世
を
称
揚
す
る

よ
う
な
信
仰
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
ま
で
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
木
村
重
成
は
「
残
念
様
」
の
代
表
格
と
し
て
持
ち
上
げ

ら
れ
、
昭
和
に
至
っ
て
テ
レ
ビ
の
時
代
が
到
来
す
る
ま
で
ヒ
ー

ロ
ー
の
座
に
君
臨
し
続
け
た
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
木
村
重
成
論
」、

『
大
阪
春
秋
』
一
五
八
号
、
二
〇
一
五
年
）。
秀
吉
が
「
豊
国
神
」

と
し
て
祀
ら
れ
、
豊
穣
と
収
穫
の
象
徴
と
化
し
た
影
響
も
大
き

か
っ
た
が
、
大
坂
（
摂
津
）
や
河
内
で
は
、
陰
に
陽
に
豊
臣
へ
の

信
仰
・
親
炙
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
瓢
簞
山
稲
荷
の

繁
栄
に
つ
な
が
り
、
瓢
簞
と
い
う
縁
起
物
へ
の
親
近
感
を
持
続

的
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四四
、、
俳俳
句句
にに
詠詠
まま
れれ
たた
瓢瓢
簞簞  ――

「「
ひひ
ささ
ごご
」」
とと
「「
ふふ
くく
べべ
」」 

  

俳
句
は
近
代
（
明
治
以
降
）
の
呼
称
で
あ
り
、
近
世
（
江
戸
時

代
）
ま
で
は
俳
諧
（
は
い
か
い
）
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
が
、
本
稿

で
は
無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
「
俳
句
」
に
統
一
し
た
。 

伊
賀
上
野
に
生
ま
れ
、
江
戸
で
活
躍
し
た
松
尾
芭
蕉
に
は
、

「
も
の
ひ
と
つ
瓢
（
ひ
さ
ご
）
は
か
ろ
き
わ
が
世
哉
」
と
い
う
句

が
あ
る
。「
私
が
持
っ
て
い
る
物
は
瓢
簞
ひ
と
つ
程
度
で
あ
り
、

お
か
げ
で
い
か
に
世
の
中
を
軽
く
生
き
て
い
ら
れ
る
こ
と
か
」

と
い
う
、
ま
さ
に
芭
蕉
の
生
き
方
を
瓢
簞
に
託
し
た
俳
句
で
あ

る
（
た
だ
し
、
江
戸
時
代
の
呼
び
方
で
は
「
発
句
（
ほ
っ
く
）」

が
正
し
い
）。
小
林
一
茶
に
は
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
瓢
の
風
も
九

月
か
な
」
と
、
吊
る
し
た
瓢
簞
を
揺
ら
す
晩
秋
の
風
を
詠
ん
だ
句

が
あ
り
、
長
年
の
病
臥
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
正
岡
子
規
に
は
「
ぶ

ら
ぶ
ら
と
小
窓
う
れ
し
き
瓢
哉
」
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瓢

（
ひ
さ
ご
）
は
「
軽
い
」
も
の
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
、
そ
れ
は

吊
る
し
て
眺
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
ひ
さ
ご
」
は
「
ひ
し
ゃ
く

（
柄
杓
）」
と
訛
（
な
ま
）
っ
て
、
水
な
ど
を
汲
む
道
具
の
名
前

に
も
な
っ
て
ゆ
く
。 

 

そ
の
一
方
で
、
芭
蕉
門
人
の
山
口
素
堂
に
「
嘆
け
と
て
ふ
く
べ

ぞ
残
る
垣
の
霜
」（
悲
し
み
な
さ
い
と
言
う
よ
う
に
、
霜
の
お
り

た
垣
根
に
瓢
簞
が
残
っ
て
い
る
）、
子
規
に
は
「
魂
は
ふ
く
べ
な

り
け
り
痩
案
山
子
（
や
せ
か
か
し
）」（
痩
せ
た
案
山
子
に
吊
る
し

て
あ
る
瓢
簞
は
そ
の
魂
な
の
だ
ろ
う
）
と
い
う
俳
句
が
あ
っ
て
、

瓢
簞
が
「
魂
を
込
め
る
」
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

夏
目
漱
石
門
人
で
あ
り
、「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」

と
い
う
警
句
を
残
し
た
寺
田
寅
彦
に
は
、「
赤
蜻
蛉
（
と
ん
ぼ
）

の
せ
て
流
る
る
瓢
か
な
」（
瓢
簞
が
赤
と
ん
ぼ
を
乗
せ
て
流
れ
て

ゆ
く
。
ま
る
で
精
霊
流
し
の
よ
う
に
）
と
い
う
句
が
あ
り
、
こ
れ

も
「
ふ
く
べ
」
と
読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
魂
を
入
れ
て
運
ぶ
器

（
う
つ
わ
）
と
し
て
瓢
簞
が
詠
ま
れ
る
場
合
に
は
、「
ふ
く
べ
」

10
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と
読
む
こ
と
が
多
か
っ
た
。「
ふ
く
べ
」
に
は
「
福
」
が
懸
け
ら

れ
、
詩
歌
の
中
で
も
縁
起
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
桜
井
梅
室

に
「
な
で
る
ほ
ど
命
の
長
き
ふ
く
べ
か
な
」、
岩
田
凉
菟
に
「
元

日
や
ふ
く
べ
の
艶
（
つ
や
）
を
な
ぶ
り
け
り
」
と
い
う
句
が
あ
っ

て
、
瓢
簞
を
な
で
て
長
寿
を
祈
る
人
も
多
く
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
門
人
の
宝
井
其
角
に
は
「
瓢
簞
の
さ
て
も
達
磨
に
似
た
る

哉
」
と
い
う
見
立
て
の
句
が
あ
り
、
瓢
簞
の
形
自
体
も
縁
起
物
と

し
て
珍
重
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
加
舎
白
雄
は
「
浅
か
ら
ぬ

瓢
を
い
の
ち
の
秋
の
雨
」
と
詠
み
、
瓢
簞
に
生
命
の
象
徴
と
し
て

の
姿
を
見
い
だ
し
て
お
り
、
江
左
尚
白
の
「
百
な
り
て
中
に
ひ
と

つ
の
ひ
さ
ご
哉
」
は
、
た
く
さ
ん
の
瓢
簞
の
中
か
ら
自
ら
の
生
命

を
託
す
ほ
ど
気
に
入
っ
た
ひ
と
つ
を
選
び
出
し
た
時
の
幸
福
感

を
詠
ん
で
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
分
だ
け
の
瓢
簞
を
大
切

に
し
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
時
代
を
称
し
て

「
庶
民
の
時
代
」
と
呼
ん
だ
り
、「
徳
川
の
平
和
」
と
名
づ
け
た

り
す
る
、
そ
の
本
質
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
っ
た
。 

私
の
調
査
が
至
ら
ぬ
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
俳
句
（
俳
諧
）

に
は
数
多
く
の
瓢
簞
の
句
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
瓢
簞
を
詠

ん
だ
和
歌
（
短
歌
）
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け

瓢
簞
は
身
近
な
世
界
の
も
の
で
あ
り
、
雅
（
み
や
び
）
な
和
歌
の

世
界
と
は
無
縁
で
あ
る
と
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
以
降
に
は

考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

  

五五
、、
おお
わわ
りり
にに  

――  

今今
後後
のの
展展
開開
にに
向向
けけ
てて  

  

以
上
、
古
代
の
古
墳
に
は
じ
ま
り
、
瓢
簞
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ

見
て
き
た
。
江
戸
時
代
以
来
の
卑
俗
化
・
滑
稽
化
の
流
れ
を
汲
ん

で
い
る
現
在
の
瓢
簞
を
、
か
つ
て
の
よ
う
に
聖
な
る
も
の
と
し

て
見
直
し
て
ゆ
く
契
機
は
、
や
は
り
瓢
簞
山
古
墳
に
あ
り
、
瓢
簞

山
稲
荷
神
社
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
卑
俗
化
か
ら
の
脱
却
を

図
る
た
め
に
、
瓢
簞
山
と
い
う
地
域
の
人
々
、
と
り
わ
け
歴
史
と

現
代
を
つ
な
ぐ
場
と
し
て
の
商
店
街
の
役
割
は
欠
か
せ
な
い
。 

瓢
簞
の
魅
力
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
そ
の
形

で
あ
る
。
瓢
簞
の
有
効
な
ロ
ゴ
化
・
デ
ザ
イ
ン
化
は
す
で
に
商
店

街
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
成
功
し
て
お
り
、
瓢
簞
山
と

い
う
名
称
の
魅
力
も
「
ジ
ン
ジ
ャ
モ
ー
ル
瓢
簞
山
」「
ひ
ょ
っ
こ

り
ひ
ょ
う
た
ん
山
」
な
ど
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
浸
透

が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
に
付
加
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ

ば
、「
円
」（
縁
）
と
「
円
」（
縁
）
を
結
ぶ
「
恋
の
辻
占
」
を
、

現
代
的
ア
レ
ン
ジ
に
よ
っ
て
復
活
さ
せ
て
ゆ
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

瓢
簞
の
有
す
る
聖
性
の
発
信
と
、
吉
兆
と
し
て
の
「
ふ
く
べ
」
の

積
極
的
な
利
用
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
（【
図図
版版
２２
】】
参
照
）。 

 

た
だ
で
さ
え
平
地
に
古
墳
の
少
な
い
中
河
内
に
、
誰
が
何
の

目
的
で
、
そ
れ
も
双
円
墳
と
い
う
形
態
を
選
ん
で
古
墳
を
造
営

し
た
の
か
。
解
く
べ
き
謎
は
多
い
が
、
秀
吉
の
登
場
を
待
つ
ま
で

も
な
く
、
こ
の
地
が
特
別
な
場
所
（
ト
ポ
ス
）
の
持
つ
パ
ワ
ー
に

満
ち
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
土
地
の
パ
ワ
ー
を
見
い
だ

す
の
は
人
間
で
あ
り
、
そ
の
感
応
力
が
歴
史
と
文
化
を
支
え
て

き
た
。「
瓢
簞
」
の
持
つ
聖
な
る
力
、
縁
起
物
と
し
て
の
親
近
性
、

そ
し
て
「
福
」
を
含
ん
だ
あ
り
が
た
さ
。
そ
れ
ら
が
混
然
一
体
と

な
っ
て
、
聖
な
る
山
で
あ
る
生
駒
山
（
そ
の
形
は
見
方
に
よ
っ
て

は
瓢
簞
で
あ
る
）
を
背
景
に
展
開
し
て
き
た
瓢
簞
山
の
歴
史
は
、

見
過
ご
せ
な
い
（
私
は
こ
れ
を
「
瓢
簞
か
ら
生
駒
山
」
と
呼
ん
で

い
る
）。
瓢
簞
山
地
域
に
よ
る
将
来
を
見
据
え
た
取
り
組
み
は
、

他
の
地
域
へ
の
大
き
な
刺
激
と
な
り
つ
つ
、
文
化
に
よ
る
地
域

振
興
の
モ
デ
ル
と
し
て
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

11



5 
 

【【
謝謝
辞辞
】】
本
稿
は
、
第
六
回
ひ
ょ
う
た
ん
山
夢
街
道
歴
史
ト
ー
ク

（
二
〇
二
一
年
八
月
二
九
日
）
の
「
わ
が
町
瓢
簞
山
！
商
店
街
の

歴
史
探
訪
」
と
称
す
る
拙
講
演
に
も
と
づ
く
も
の
で
す
。
特
に
、

杉
山
三
記
雄
・
金
子
正
人
両
氏
の
お
手
を
煩
わ
せ
た
こ
と
を
記

し
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
当
日
助
手
を
務
め
て
く
れ
た

大
阪
商
業
大
学
卒
業
生
・
松
浦
康
之
氏
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。 

 

二
〇
一
八
年
の
第
四
回
に
引
き
続
き
、
こ
の
困
難
な
社
会
状

況
下
に
歴
史
ト
ー
ク
と
い
う
貴
重
な
報
告
の
機
会
と
、『
あ
し
た

づ
』
誌
へ
の
掲
載
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、

今
後
も
こ
の
魅
力
的
な
地
域
の
歴
史
と
文
化
の
解
明
に
向
け
て

微
力
を
尽
く
し
て
行
く
こ
と
を
お
約
束
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

な
お
、
本
稿
の
図
版
は
、
い
ず
れ
も
梅
田
豪
氏
の
所
蔵
資
料
を

使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
梅
田
氏
及
び
足
代
健
二
郎
氏

の
ご
好
意
に
対
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

【【
図図
版版
１１
】】
瓢
簞
山
稲
荷
神
社
の
絵
葉
書
。「
瓢
山
」
の
扁
額
を

掲
げ
た
一
の
鳥
居
に
は
、
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
五
月
の
寄

進
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。
表
参
道
の
両
側
に
は
茶
店
や
旅
籠
が

建
ち
並
ん
で
お
り
、
往
時
の
隆
盛
を
う
か
が
わ
せ
る
。（
梅
田
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
） 

 

【【
図図
版版
２２
】】
瓢
簞
山
稲
荷
神
社
の
絵
葉
書
の
袋
（
畳
紙
・
タ
ト
ウ
）
。

「
辻
う
ら
」
の
箱
の
中
に
見
え
る
「
十
一
番
」
の
神
籤
（
み
く
じ
）

は
実
際
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
軌
（
大
阪
電
気
軌
道
）

ひ
ょ
う
た
ん
山
駅
の
ス
タ
ン
プ
は
、
昭
和
八
年
二
月
二
八
日
の

日
付
で
あ
る
。
（
梅
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
） 

 

（
大
阪
商
業
大
学
教
授
） 
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