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埴
輪
は
に
わ
と
い
う
の
は
、
元
来
は
そ
の
言
葉
の
示
し
て
い
る
通
り
、
埴
土
で
作
っ
た
素
焼
き
円
筒
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
八
百
度
ぐ
ら
い
の
火
熱
を
加
え
た
も
の
ら
し
く
、
赤
褐
色
を
呈
し
て
い
る
。
用
途

は
大
き
い
前
方
後
円
墳
の
周
囲
の
垣
根
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
素
焼
き
の
円
筒
の
中
に
は
、
上
部
を
い
ろ

い
ろ
な
形
象
に
変
化
さ
せ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
形
象
は
人
間
生
活
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
も
の
、
ま
た
人
々
が
日
ご
ろ
馴な
れ
親
し
ん
で
い
る
も
の
を
現
わ
し
て
い
る
。
家
と
か
道
具
と
か
家
畜
と

か
家
禽
と
か
、
特
に
男
女
の
人
物
と
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
伝
説
で
は
、
殉
死
の
習
慣
を
廃
す
る
た
め
に
埴

輪
人
形
を
立
て
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
真
偽
は
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、
と
に
か

く
殉
死
と
同
じ
よ
う
に
、
葬
ら
れ
る
死
者
を
慰
め
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
埴
輪
の
形
象
の
中
で
は
、
人
物
、
動
物
、
鳥
な
ど
に
な
か

な
か
お
も
し
ろ
い
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
の
古
墳
時
代
の
造
形
美
術
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
古
墳
時
代
と
い
う
と
、
西
暦
紀
元
の
三
世
紀
ご
ろ
か
ら
七
世
紀
ご
ろ
ま
で
で
、
応
神
、
仁
徳

朝
の
朝
鮮
関
係
を
中
心
と
し
た
時
代
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
大
き
い
組
織
的
な
軍
事
行
動
を
や
っ
て
い
る
く

せ
に
、
そ
の
事
件
が
愛
ら
し
い 

息  

長  

帯  

姫 

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
物
語
と
し
て
語
り
残
さ
れ
た
ほ
ど
に
、
こ
の
民
族
の
想
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像
力
は
な
お
稚
拙
で
あ
っ
た
。
が
、
た
と
い
稚
拙
で
あ
る
に
も
し
ろ
、
そ
の
想
像
力
が
、
一
方
で
わ
が
国

の
古
い
神
話
や
建
国
伝
説
な
ど
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
時
に
、
他
方
で
は
こ
の
埴
輪
の
人
物
や
動
物
や
鳥

な
ど
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
る
物
語
と
、
形
象
に
よ
る
表
現
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
て
も

い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
同
じ
想
像
力
の
働
き
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
気
づ
か
さ
れ
る
点

が
あ
る
こ
と
と
思
う
。

　
神
々
の
物
語
に
し
て
も
、
こ
の
埴
輪
の
人
物
に
し
て
も
、
前
に
言
っ
た
よ
う
に
い
か
に
も
稚
拙
で
あ
る
。

し
か
し
稚
拙
な
が
ら
に
も
、
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
感
情
に
訴
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
否
む
わ
け

に
行
か
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
第
一
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
稚
拙
さ
が
、
原

始
芸
術
に
特
有
な
あ
の
怪
奇
性
と
全
く
別
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
で
そ
う
い
う
原
始
芸

術
に
当
た
る
も
の
は
、
縄
文
土
器
や
そ
の
時
代
の
土
偶
な
ど
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
原
始
芸
術
と
し
て
の

不
思
議
な
力
強
さ
、
巧
妙
さ
、
熟
練
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
怪
奇
で
は
あ
っ
て
も
決
し
て
稚
拙
で
は
な
い
。

そ
れ
は
非
常
に
永
い
期
間
に
成
熟
し
て
来
た
一
つ
の
様
式
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
わ
が
国

で
は
、
そ
う
い
う
古
い
伝
統
が
、
定
住
農
耕
生
活
の
始
ま
っ
た
弥
生
式
文
化
の
時
代
に
、
一
度
す
っ
か
り

と
振
り
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
土
器
の
形
も
、
模
様
も
、
怪
奇
性
を
脱
し
て
非
常
に
簡
素
に
な
っ

た
。
人
物
や
動
物
の
造
形
は
、 

銅  

鐸 

ど
う
た
く

や
土
器
の
表
面
に
描
か
れ
た
線
描
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
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こ
れ
は
縄
文
土
器
の
土
偶
に
比
べ
て
ほ
と
ん
ど
足
も
と
へ
も
よ
り
つ
け
な
い
ほ
ど
幼
稚
な
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
弥
生
式
文
化
の
時
代
が
少
な
く
と
も
三
世
紀
ぐ
ら
い
続
い
た
の
ち
に
、
初
め
て
古
墳
時
代
が
現

わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
埴
輪
が
縄
文
土
器
の
伝
統
と
全
く
独
立
に
作
り
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
そ
の
出
発
よ
り
よ
ほ
ど
後
に
、
た
ぶ
ん
五
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に
、
人

物
の
埴
輪
が
現
わ
れ
出
た
と
な
る
と
、
こ
の
埴
輪
の
稚
拙
さ
が
日
本
の
原
始
芸
術
の
怪
奇
性
と
全
く
縁
の

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
層
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
埴
輪
人
形
の
稚
拙
さ
に
つ
い
て
第
二
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
造
形
が
必
ず
し
も
人
体
を
写
実
的
に

現
わ
そ
う
な
ど
と
目
ざ
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
埴
輪
の
円
筒
形
に
「
意
味
あ
る
形
」
を

く
っ
つ
け
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
埴
輪
本
来
の
円
筒
形
を
人
体
に
改
造
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の

こ
と
は
四
肢
の
無
雑
作
な
取
り
扱
い
方
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
両
足
は
無
視
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、

両
腕
も
、
こ
の
人
物
が
何
か
を
持
っ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
踊
っ
て
い
る
の
だ
と
か
、
と
い
う
こ
と
を

示
す
た
め
だ
け
に
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
肩
や
腕
を
写
実
的
に
表
現
し
よ
う
な
ど
と
い
う
意
図
は
全

然
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
意
味
あ
る
形
」
、
た
と
え
ば
「  

甲    

冑  

か
っ
ち
ゅ
う

」
を
円
筒
上
の
人
物
に
着
せ
た
と

な
る
と
、
そ
の
甲
冑
は
、
四
肢
な
ど
に
対
す
る
と
は
全
く
段
違
い
の
細
か
な
注
意
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
。
甲
冑
の
材
料
で
あ
る
鉄
板
の
堅
い
感
じ
、
そ
の
鉄
板
を
つ
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
鋲
び
ょ
うの
、
い
か
に
も
か
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っ
ち
り
と
し
て
並
ん
で
い
る
感
じ
、
そ
う
い
う
感
じ
ま
で
が
か
な
り
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
鉄
の
武
器
が
、
人
体
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
っ
て
、
い
か
に
も
古
墳
時
代
の
感
じ
方
ら
し
い
。
甲
冑
の
ほ
か
に
は
首
飾
り
の 

曲  

玉 

ま
が
た
ま

や
、
頭
の
飾

り
な
ど
の
よ
う
な
装
飾
品
も
、
「
意
味
あ
る
形
」
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
何
と
言

っ
て
も
「
意
味
あ
る
形
」
の
な
か
に
は
、
「
顔
面
」
の
担
っ
て
い
る
意
味
よ
り
も
重
い
意
味
を
担
っ
て
い

る
も
の
は
な
い
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
埴
輪
人
形
の
顔
面
が
体
の
他
の
部
分
と
著
し
く
異
な
っ
た
印

象
を
与
え
る
の
は
、
い
か
に
も
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
顔
面
は
、
眼
、
鼻
、
口
、
頬ほお
、
顎あご
、
眉まゆ
、
額
ひ
た
い、
耳
な
ど
、
一
通
り
道
具
が
そ
ろ
っ
て
い
る
が
、
中
で
も

眼
、
鼻
、
口
、
特
に
眼
が
非
常
に
重
大
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
原
始
的
な
造
形
に
お
い
て
眼
が
そ
う
い

う
役
目
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ロ
ベ
ニ
ウ
ス
に
言
わ
せ
る
と
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
洞
窟
の
動
物
画
以
来

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
な
に
も
埴
輪
人
形
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
埴
輪
人
形
に
お

い
て
特
に
こ
の
こ
と
を
痛
感
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
軽
く
見
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
埴
輪
人

形
の
一
番
の
特
色
は
眼
で
あ
る
。
あ
の
眼
が
、
あ
の
稚
拙
な
人
物
像
を
、
異
様
に
活
か
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
と
言
っ
て
も
あ
の
眼
は
、
無
雑
作
に
埴
土
を
く
り
ぬ
い
て
穴
を
あ
け
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
通
例
は
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そ
の
穴
が
椎しい
の
実み
形
の
、
横
に
長
い
楕
円
形
に
な
っ
て
い
て
、
幾
分
眼
の
形
を
写
そ
う
と
し
た
努
力
の
あ

る
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
外
に
は
眼
を
写
実
的
に
現
わ
そ
う
と
し
た
点
は
少
し
も
な
い
。

時
に
は
そ
の
穴
が
ま
ん
丸
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
無
雑
作
な
穴
が
二
つ
並
ん
で
あ

い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
埴
輪
の
上
部
に
作
ら
れ
た
顔
面
に
生
き
生
き
と
し
た
表
情
が
現
わ
れ
て
く
る

こ
と
を
、
古
墳
時
代
の
人
々
は
よ
く
心
得
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
二
つ
の
穴
は
、
魂
の
窓
と
し
て
の
眼

の
役
目
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
古
墳
時
代
の
人
々
が
ど
う
し
て
そ
れ
に
気
づ
い
た
か
を
考
え
て
み
る
た
め
に
は
、
埴
輪
人
形
を
近
く
か

ら
で
な
く
、
三
間
、
五
間
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
時
に
は
二
、
三
十
間
の
距
離
を
置
い
て
、
な
が
め

て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
埴
輪
人
形
の
眼
は
実
に
異
様
な
生
気
を
現
わ
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
も
し
こ
の
眼
が
写
実
的
に
形
作
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
少
し
遠
の
け
ば
は
っ
き
り
と
は
見
え
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
眼
は
、
そ
う
い
う
形
づ
け
を
受
け
ず
、
そ
ば
で
見
れ
ば
粗
雑
に
裏
ま

で
く
り
抜
い
た
空
洞
の
穴
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
遠
の
け
ば
遠
の
く
ほ
ど
そ
の
粗
雑
さ
が
見
え
な
く
な

り
、
魂
の
窓
と
し
て
の
眼
の
働
き
が
表
面
へ
出
て
く
る
。
そ
れ
が
異
様
な
生
気
を
現
わ
し
て
く
る
ゆ
え
ん

な
の
で
あ
る
。
眼
に
そ
う
い
う
働
き
が
現
わ
れ
れ
ば
、
顔
面
は
生
気
を
帯
び
、
埴
輪
人
形
全
体
が
生
き
て

く
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
古
墳
時
代
の
人
々
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
埴
輪
の
人
形
を
見
、
ま
た
そ
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う
い
う
ふ
う
に
見
え
る
も
の
と
し
て
埴
輪
の
人
形
を
作
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
埴
輪
の
人
形
の
持
っ
て
い
る
あ
の
不
思
議
な
生
気
の
な
ぞ
が
解
け
る
か
と
思
う
。

埴
輪
人
形
の
製
作
者
は
人
体
を
写
実
的
に
作
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
意
味
あ
る
形
を
作
ろ
う
と

し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
意
味
あ
る
形
の
う
ち
の
最
も
重
要
な
も
の
が
人
の
顔
面
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

あ
あ
い
う
埴
輪
の
人
形
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
造
形
の
技
術
は
い
か
に
も
稚
拙
で
あ
る
が
、

し
か
し
「
人
」
を
顔
面
に
よ
っ
て
捕
え
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
技
術
と
同
じ
に
稚
拙
と
は
い
え
な
い
。
技

術
を
学
び
取
れ
ば
、
そ
れ
に
乗
っ
て
急
に
あ
ふ
れ
出
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
、
そ
の
背
後
に
あ

る
、
と
私
は
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
稚
拙
な
埴
輪
人
形
を
作
っ
て
い
た
民
族
が
、
わ

ず
か
に
一
、
二
世
紀
の
後
に
、
彫
刻
と
し
て
全
く
段
違
い
の 

推 

古 

仏 

す
い
こ
ぶ
つ

を
作
り
得
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、

私
に
は
さ
ほ
ど
不
思
議
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
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