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文
化
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門
委
員

一
、
所

在

と

発

見

の

動

機

串
間
市
市
木
字
藤

（
ふ
じ
）
は
都
井
岬
の
北
方
約

一
①
キ
ロ
の
地
点
で
日
向
灘

に
面
し
、
北
に
築
島
、
南
に
幸
島
、
鳥
鳥
を
望
む
海
浜
で
あ
る
。
串
間
市
市
木
出

張
所
か
ら

一
キ
ロ
余
の
海
岸
に
藤
浦
部
落
が
あ
り
、
部
落
の
南
北
と
市
木
川
沿
い

に
狭
長
な
水
田
が
あ
る
ほ
か
は
、
部
落
の
北
、
西
、
南
と
も
山
丘
が
海
に
迫
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
部
落
に
近
い
山
丘
は
漸
次
開
墾
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
部
落
の
北
方

で
部
落
を
距
る
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
、
海
岸
か
ら
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

第 1図 遺 蹟 附 近

石

恒

太

貞焉

の
高
さ
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
丘
地
を
藤
部
落
の
時
任
安
市
氏
が
雑
木
林
を
伐
り
払

っ
て
蜜
柑
畑
に
開
墾
中
、
去
る
十
二
月
二
十
二
日
石
棺
二
基
を
掘
り
出
し
た
。

（第

一
図
参
照
）

こ
れ
ら
の
石
棺
中
に
は
刀
三
振
が
入

っ
て
い
た
ら
し
く
、
時
任
氏
は
直
ち
に
市

役
所
に
報
告
し
、
市
は

一
月
五
日
井
上
社
会
教
育
課
長
ら
が
現
場
に
急
行
し
て
作

業
を
中
止
さ
せ
県
社
会
教
育
課
に
刀
の
破
片
を
も
た
ら
し
て
報
告
し
た
。
そ
の
結

果

一
月
七
、
八
の
両
日
同
地
に
出
張
し
て
現
地
調
査
を
行
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
、

現

場

の

状

況

現
場
は
西
方
か
ら
東
に
連
な
る

一
連
の
山
丘
よ
り
南
方
に
派
出
し

た
丘
地
の
傾
斜
面
で
、
東
西
の
両
側
が
谷
に
な

っ
て
い
る
。
東
方
に

は
築
島
、
幸
島
を
望
む
眺
望
絶
佳
の
地
点
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
狭
い
土
地
に
上
か
ら
段
々
畑
を
作

っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
中
腹
に
こ
の
二
つ
の
石
棺
が
東
西
に
二
、
八
五
メ
ー
ト
ル

の
間
隔
を
置
い
て
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
地
方
に

は
嘗
て
こ
の
ほ
か
に
も
石
棺
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
く
、

こ
こ
よ
り
下
に
降

っ
た
所
に
も
石
棺
の
跡
ら
し
い
も
の
が
あ
り
、
ま

-1-



た
石
棺
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
石
が
諸
所
に
散
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら

「
朝
日
直
射
す
云
々
」

と
い
う
古
墳
に
関
す
る
伝
説
が
あ
り
、　
こ
の

「黄
金
千
両
朱
千
杯
」
と
い
う
よ
う
な
歌
の
伝
承
か
ら
、
こ
の
附
近
に
は
黄
珍
千

両
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
の
で
、
そ
の
場
所
で
金
色
の
も
の
が

出
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
忽
ち
部
落
の
評
判
と
な
り
、
黄
金
を
掘
り
出
そ
う
と

す
る
人
々
に
よ
っ
て

一
方
の
石
棺
は
底
石
ま
で
剣
が
れ
て
い
た
。
従

っ
て
蓋
石
の

状
況
や
刀
の
位
置
な
ど
は
発
見
者
の
気
憶
を
頼
る
以
外
に
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

附
近
に
な
お
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
ボ
ー
リ
ン
グ
し
た
程
度
で

は
発
見
は
困
難
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
他
に
ま
だ
あ
る
と
は
思
う
が

一
両
日
の
調

南

つ で
韓
脚

つ す
蕩
宝
と
は
不
可
能
と
思
わ
れ
た
。
従

っ
て
石
棺
そ
の
他
の
調
査
を

「
　
　
中
一

三
、
石

棺

の

種

類

こ
こ
の
石
棺
は
、
す
ぐ
下
の
海
岸
に
在
る
砂
岩
の
扁
平
な
自
然
石
を
使
用
し
た

箱
式
石
棺
で
あ
る
が
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
二
つ
の
石
棺
の
距
離
は
三
、
八
五
メ

ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
石
棺
の
上
に
は
大
し
た
盛
上
が
無
か
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
若
し
盛
上
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
棺
の
長
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
と
し
て

他
の
棺
の
盛
土
と
接
す
る
間
隔
は
棺
の
中
心
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
に
足
ら
な
い
か
ら

直
径
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
盛
土
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

棺
は
自
然
石
を
長
方
形
に
並
べ
た
も
の
で
、
何
れ
も
東
西
に
長
く
、
且
つ
ほ
ぼ

一
直
線
上
に
位
置
し
て
い
る
。
従

っ
て
仮
り
に
洒
方
の
構
を
第

一
号
石
棺
、
東
方

早  面

宅 彎 10中 中 6,caL 
里  

“
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の
も
の
を
第
二
号
石
棺
と
名
ず
け
る
。
第

一
号
石
棺
は
棺
内
の
長
さ

一
、
八
二
メ

ー
ト
ル
、
幅
は
西
端
三
四
糎
、
東
端
四
八
糎
で
東
端
が
や
や
広
い
。
棺
の
深
さ
は

二
二
糎
で
あ
る
。
底
に
も
同
質
の
石
を
綺
一魁
に
敷
い
て
を
り
、
蓋
石
も
同
質
の
石

を
用
い
た
ら
し
く
附
近
に
幅
広
い
石
が
数
個
散
在
し
て
い
た
。
し
か
し
発
掘
者
の

語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
蓋
石
は
棺
上
に

一
枚
ず

つ
並
べ
た
も
の
で
、
石
と
石
の

継
ぎ
目
に

「
目
塞
ぎ
」
の
石
を
載
せ
て
は
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
試

み
に
こ
の
石
棺
の
附
近
に
在

っ
た
蓋
石
の
広
さ
を
計

っ
て
み
る
と
二
五
糎
×
四
八

糎
、　
七
〇
糎
×
四
四
糎
、　
五
五
糎
×
七
〇
糎

七
三
糎
×
三
六
糎
の
四
枚
で
あ

っ

た
。
棺
の
内
幅
三
四
糎
だ
が
両
側
の
石
の
厚
さ
は
七
糎
あ
る
か
ら
棺
の
外
幅
は
四

一
糎
と
な
る
。
従

っ
て
四

一
糎
以
上
な
い
と
蓋
に
な
ら
な
い
か
ら
四
枚
を
加
え
た

長
さ
は

一
、
八
五
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
目
塞
ぎ
の
石
は
無
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

０́
。こ

の
石
棺
に
は
三
本
の
刀
の
う
ち
最
も
長
い
頭
椎
の
大
刀
が
在

っ
た
の
で
あ
る

が
、
刀
の
在

っ
た
位
置
は
棺
の
西
端
壁
か
ら
東
方
四
五
糎
の
と
こ
ろ
に
切
先
を
置

き
柄
を
東
に
し
て
北
壁
に
接
し
て
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
全
体
の
長
さ
約

一
メ
ー

ト
ル
と
計
ら
れ
た
。
他
に
遺
物
が
無
か

っ
た
か
を
調
べ
た
が
既
に
底
石
ま
で
揚
げ

て
調
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
何
物
も
残

っ
て
い
な
か

っ
た
。

第
二
号
石
棺
は
第

一
号
の
東
方
に
在
り
、
東
西
に
長
く
石
を
並
べ
て
箱
形
と
し

た
も
の
で
、
棺
内
の
長
さ
二
、
〇
八
メ
ー
ト
ル
、
棺
の
内
側
の
幅
は
西
端
で
四
三

糎
、
東
端
で
五
四
糎
で
、
こ
の
棺
も
東
端
が
広
く
な
っ
て
い
る
。
深
さ
は
三
〇
糎

あ
り
い
底
石
を
や
は
り
綺
一麗
に
敷
い
て
い
る
が
、
東
方
よ
り
西
方
に
底
が
深
く
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
最
初
か
ら
の
状
態
で
は
な
く
、
地
形
上
自
然
の
地
圧
で
西
側

の
底
が
少
し
落
ち
込
ん
だ
も
の
ら
し
く
、
最
も
東
側
に
あ
る
底
石
は
西
端
が
浮
き

上
つ
た
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
棺
も
蓋
石
の
状
態
は
知
り
難
い
が
発
掘
者
の

語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
や
は
り

一
枚
ず

つ
一
列
に
詭
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
、
附
近
の
石
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
た
。
こ
の
棺
に
は
刀
が
二

振
あ

っ
た
が
破
片
の
み
で
多
く
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
お
両
石
棺
と
も
北
か
ら
南
に
傾
斜
す
る
土
地
に
存
在
す
る
の
で
、
地
圧
に
よ
り

北
と
南
側
の
箱
石
が
南
方
に
傾
き
、
特
に
第

一
号
は
そ
れ
が
甚
し
か

っ
た
。

さ
て
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
こ
こ
の
石
棺
は
東
西
に
方
位
し
、
西
が
や
や
北

に
ふ
れ
て
い
る
が
、
何
れ
も
東
端
が
西
端
よ
り
や
や
広
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

第

一
号
石
棺
に
あ

っ
た
刀
が
柄
部
を
東
に
切
先
を
西
に
し
て
い
た
こ
と
と
併
せ
考

え
て
、
こ
の
棺
に
葬
ら
れ
た
人
は
、
両
棺
と
も
東
を
枕
に
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

次
に
こ
の
石
棺
の
種
類
は
言
う
ま
で
も
な
く
箱

式

石

棺

で
あ
る
。
し
か
し
箱

式
石
棺
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
る
。
箱
式
石
棺
は
ま
た
組
み
合
せ
式

と
も
い
っ
て
割
抜
石
棺
と
区
別
さ
れ
る
。
し
か
も
箱
式
石
棺
は
、
弥
生
式
後
期
に

は
じ
ま
り
、　
古
墳
時
代
の
前
期
、　
中
期
、　
後
期
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
葬
法
で
あ

る
。
弥
生
式
後
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
行
わ
れ
た
箱
式
石
棺
は
千
枚
岩
の
自
然

石
を
用
い
て
箱
形
を
形
成
し
た
も
の
で
、
盛
土
は
無
い
か
、
あ

っ
て
も
極
め
て
小

さ
く
、
ま
た
積
石
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
。
底
石
を
敷
い
て
い
る
も
の
と
、
い
な

い
も
の
が
あ
り
、
底
石
を
敷
い
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
棺
の
身
は
側
石
が
両
端

に
長
く
出
て
両
側
に
小
室
を
有
す
る
も
の
、
ま
た
は
小
室
は
な
く
て
も
両
端
の
側

石
が
長
く
出
て
短
い
壁
石
を
換
ん
で
形
の
崩
れ
る
の
を
防
い
で
い
る
の
が
普
通
で
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あ
り
又
蓋
石
に
は
目
塞
ぎ
の
石
を
用
い
て
い
る
。

つ
い
で
石
は
凝
灰
岩
ま
た
は
安

山
岩
な
ど
の
切
り
石
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
後
期
に
な
る
と
小
形
の
封
土
を
有

し
、
自
然
石
を
用
い
る
箱
式
石
棺
が
現
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
日
向
の
箱
式
石
棺
の
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
地
の
石
棺
は

盛
上
の
状
況
は

明
ら
か
で
な
い
が
、　
大
き
な
も
の
で
は

な
く
、　
箱
の
形
は
古
式

の
も
の
と
異
な
り
底
石
を
有
し
、
蓋
石
に
目
塞
ぎ
が
な
く
、
両
側
面
は
出
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
な
自
然
石
を
用
い
た
箱
式
石
構
は
、
石
質
は
地
方
に
よ

っ
て
異
な

る
が
、
東
臼
杵
郡
門
川
町
、
日
向
市
岩
脇
、
同
美
々
津
な
ど
日
向
の
海
岸
に
多
く

昭
和
二
十
八
年
で
あ

っ
た
が
美
々
津
の
玄
武
岩
製
箱
式
石
棺
か
ら
金
繋
八
個
を
出

し
た
の
と
併
せ
考
ゆ
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
古
墳
の
年
代
は
古
墳
時
代
後
期
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
そ
あ
る
。

四
、
頭

椎

太

刀

こ
の
二
基
の
石
棺
に
三
振
の
刀
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
第

一
号
石
棺
に
あ

っ
た
頭
椎

（か
ぶ
つ
ち
）
の
太
刀
は
日
向
で
は

最
初
の
出
上
で
あ

っ
て
注
目
す
べ
き
遺
物
で
あ
る
。
身
の
部
分

は
余
り
に
小
さ
い
破
片
と
な
っ
た
が
、
柄
部
は
比
較
的
良
く
残

っ
て
い
る
。
柄
頭
は
い
は
ゆ
る
頭
椎
で
、
木
製
の
心

（し
ん
）

部
六
糎
が
あ
り
、
中
央
に
諸
懸
の
孔
が
あ
る
。
こ
れ
に
冠
せ
て

あ

っ
た
金
銅
製
の
卵
倒
形
の
部
分
も
破
損
し
て
い
る
が
大
部
分

残
り
、
こ
こ
に
も
諸
懸
の
孔
が
あ
る
か
ら
こ
れ
を
木
部
の
孔
に

当
て
れ
ば
大
体
復
原
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
金
銅
製
の
内
側
に
布
の
繊
維
が
多

く
着
い
て
い
る
の
は
、
木
製
の
部
と
金
銅
の
卵
倒
形
の
す
き
間
に
詰
め
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
は
柄
頭
部
が
余
り
重
く
な
る
の
を
防
い
だ
も
の
と
思
う
。
こ

の
卵
倒
部
を
受
け
る
下
に
卵
形
の
受
金
が
あ
り
、
こ
れ
は
柄
頭
部
が
第
四
区
に
見

る
ご
と
く
少
し
角
度
を
な
し
て
い
る
。
柄
間
は

一
三
、
五
糎
で
上
下
に
各

一
つ
の

責
金
が
あ
る
。
柄
は
幅
三
、
五
糎
厚
二
糎
で
、
同
じ
く
金
銅
製
で
渦
状
の
よ
う
な

丈
様
が
描
か
れ
て
い
る
が
緑
色
の
銅
鋪
で
明
ら
か
で
な
い
。
鍔
は
や
は
り
卵
形
で

梯
形
の
透
し
が
あ
り
長
さ
八

・
八
糎
、　
一
部
欠
損
し
て
い
る
が
、
幅
は
六
糎
と
思

わ
れ
る
。
柄
頭
の
受
金
も
卵
形
で
長
六
糎
、幅
四

・
工
糎
で
あ
る
。頭
椎
の
部
分
に

は
文
様
は
認
め
ら
れ
な
い
が
燦
然
た
る
金
色
な
お
諸
所
に
残

っ
て
い
て
あ
り
し
日

の
優
美
さ
を
し
の
ば
せ
る
。輪
は
見
る
こ
と
が
で
な
な
い
が
、切
先
を
支
え
る
石
が

あ
り
、切
先
が
こ
の
石
に
腐
着
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
葬
る
に
当

っ
て
余
程
丁

重
に
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尚
お
こ
の
刀
に
は
今
後
研
究
す
べ
き
点
が
多
い
。

第 4図 刀 柄

―

―

―

十

１ １

１

１

り

―

―

―

―

‐

― ―

巳
問

Ｒ
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第 5図 講 と 受 金

六所透宝珠鋼
五
、
結

語

以
上
に
記
し
た
ご
と
く
、
こ
の
古
墳
は
箱
式
石
棺
で
は
あ

る
が
、　
古
墳
代
後

期
の
も
の
で
あ
り
、
出
土
し
た
頭
椎
太
刀
も
ま
た

一
般
に
古
墳
時
代
後
期
の
物
で

あ
る
こ
と
は
曽
然
の
こ
と
で
あ
る
が
相

一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
関
東
地
方
に
多

ぐ
分
布
し
て
い
る
頭
椎
太
刀
、
し
か
も
金
銅
製
の
も
の
が
出
た
こ
と
は
こ
の
地
方

の
古
代
文
化
を
考
え
る
と
に
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
刀
は
柄
間
に
支
様
を
有
し
、
責
金
も
両
端
に
あ
り
鍔
も
卵
倒
形
の
い
わ
ゆ

る
宝
珠
鐸
で
、
梯
形
の
透
し
六
個
を
有
す
る
六
所
透
し
と
い
う
優
美
な
も
の
で
あ

る
。
ま
た
こ
れ
を
極
め
て
丁
重
に
葬

っ
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
儀
彼
の
刀
で
あ

っ
た
こ
と
を
恩
わ
せ
、
こ
れ
を
帯
び
た
人
の
身
分
の
相
章
に
尊
い
人
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

串
間
市
は
嘗
て
江
戸
時
代
の
文
政
元
年
に
今
町
の
百
姓
佐
吉
が
王
之
山
に
お
い

て
周
の
穀
璧
を
掘
り
出
し
た
所
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
王
之
山
も
ま
た
こ

こ
か
ら
六
キ
ロ
余
南
方
の
大
納
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
地
方
の
古
墳

の
重
要
な
こ
と
は
今
更
ら
言
を
倹
た
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
さ
ら
に
想
像
を
加

ゆ
れ
ば
、
周
の
穀
璧
を
持

っ
た
高
貴
な
豪
族
の
子
孫
が
な
お
長
く
こ
の
地
方
に
婚

居
し
て
、
そ
の
高
い
身
分
を
維
持
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

当
否
は
別
と
し
て
も
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
今
後
と
も
こ
の

地
方
の
古
墳

へ
の
関
心
を
怠
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
な
お
遺
物
の
提
出
を
侯
っ

て
詳
細
に
研
究
し
た
い
と
思
う
。

ρ   σ
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野

尻

町

大

萩

地

下

式

横

穴

序遺
跡
の
所
在
と
立
地

遺
構
及
び
遺
物

考

　

　

　

察

結

　

　

　

語

五 四 三 二 一一
、
序

日
向
に
於
け
る
古
墳
文
化
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
は
、
当
時
の
政
治
的
、

文
化
的
な
中
心
地
で
あ
る
幾
内
を
遠
く
離
れ
た
辺
境
で
あ
り
な
が
ら
、　
一
ツ
瀬
川

流
域
を
は
じ
め
、
中
央
部
以
北
の
各
地
に
前
方
後
円
墳
が
か
な
り
高
い
密
度
で
分

布
し
て
い
る
こ
と
や
、
中
央
部
以
南
、
特
に
南
西
部
に
地
下
式
横
穴
が
群
集
を
な

し
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
西

註
４

都
原
古
墳
群
や
南
方
吉
墳
群
等
主
要
な
も
の
が
古
く
か
ら
調
査
さ
れ
、
報
告
さ
れ

て
い
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
偶
発
的
な
機
会
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
る
場
合
が

註
２

多
い
こ
と
も
あ

っ
て
、
二
、
三
の
報
文
に
接
す
る
の
み
で
あ
る
。

こ
＼
に
報
告
す
る
大
萩
地
下
式
横
穴
も
甘
庶
の
室
作
り
中
に
偶
々
発
見
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
が
、
緊
急
調
査
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
た
め
、　
一
部
の
副
葬
品
を
除

い
て
現
状

の
ま
＼
記
録
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
筆
者
が
現
地
に
赴
い
た
時
は
、
す

鈴

木

重

治

で
に
羨
道
部
の
天
丼
が
大
き
く
削
ら
れ
、
剣
、
鉄
鏃
等
が
玄
室
外
に
取
り
出
さ
れ

て
は
い
た
が
、
他
の
遺
物
は
副
葬
肖
時
の
現
状
と
殆
ん
ど
変
り
な
く
保
存
さ
れ
、

町
教
育
委
員
会
に
よ

っ
て
、　
一
般
の
立
入
り
を
禁
じ
、
調
査
に
好
条
件
を
提
供
し

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
短
期
間
の
緊
急
調
査
と
は
云
え
、
貴
重
な
資
料
を
報
ず

る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
土
地
所
有
者
古
園
弘
氏

野
尻
小
学
校
教
頭
真
方
良
穂
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
野
尻
町
教
育
委
員
会
の
御
協

力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
報
文
を
車
す
る
に
当

っ
て
、
ま
ず
厚
く
感
謝
の
意
を
表

し
た
い
。

二
、
遺

跡

の

所

在

と

一工
地

（第
一
図
及
び
写
真
）

当
遺
跡
は
、
西
諸
県
郡
野
尻
町
大
学
三
ケ
野
山
字
大
萩
に
所
在
す
る
。
よ

っ
て

大
萩
地
下
式
横
穴
の
名
称
を
と
る
。

九
州
山
脈
の

一
支
脈
を
な
す
山
塊
を
北
に
控
え
、
南
西
部
に
よ
く
ひ
ら
け
た
台

地

（等
高
約

Ｎ
８
）
を
有
し
、
更
に
小
林
盆
地
を
間
に
し
て
、
霧
島
国
立
公
園
を

目
前
に
見
晴
ら
す
景
勝
の
地
に
立
地
し
て
い
る
。
当
地
は
そ
の
基
盤
が
厚
い
シ
ラ

ス
の
層
を

呈
し
て
お
り
、

各
所
の
切
り

通
し
の
断
面

に
そ
れ
を
窺
う
事
が
出
来

る
。
更
に
町
内
に
は
、
高
原
町
に
接
す
る
岩
瀬
川
に
注
ぐ
岩
瀬
戸
川
、
戸
崎
川
、

城
ノ
下
川
等
の
支
流
が
北
西
か
ら
南
東
に
流
れ
、
水
は
豊
富
の
よ
う
で
あ
る
。



附
近
に
は
、
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
円
墳
大
萩
古
墳
、
九
塚
古
墳
の
他
、
か

っ
て
遺
物
の
出
土
を
み
、現
在
町
公
民
館
に
そ
れ
ぞ
れ
資
料
が
集
牧
さ
れ
て
い
る
。

組
丈
中
期
の
角
内
遺
跡
、
小
学
校
々
庭
遺
跡
、
弥
生
中
期
の
大
沢
津
遺
跡
、
勝
負

遺
跡
等
の
各
期
に
わ
た
っ
て
の
遺
跡
が
点
在
し
て
い
る
。

当
遺
跡
の
立
地
す
る
台
地
は
、
ゆ
る
や
か
に
南
西
に
流
れ
、
地
層
は
表
上
の
腐

植
土
層
、
黄
褐
色
混
シ
ラ
ス
粘
土
層
、
シ
ラ
ス
層
を
形
成
し
て
い
る
。
第
二
層
の

責
褐
色
混
シ
ラ
ス
粘
土
層
は
、　
一
部
に
霧
島
の
数
度
に
わ
た
る
火
山
灰
に
よ

っ
て

な
さ
れ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
こ
れ
は
調
査
開
始
の
旬
日
前
、
新
燃
岳
の
火
山
爆

発
に
よ

っ
て
、
南
西
の
風
に
流
さ
れ
た
火
山
灰

（土
地
の
人
は
ヨ
ナ
と
呼
ん
で
い

る
）
が
降
下
し
て
い
る
事
実
に
よ

っ
て
も
肯
け
よ
う
。
ま
た
所
に
よ

っ
て
は
第
二

層
と
第
二
層
の
間
に
黒
色
バ
ン
ド
を
挿
入
し
た
り
、第
二
層
の
シ
ラ
ス
を
三
分
し
、

そ
の
間
に
黒
色
バ
ン
ド
を
認
め
る
こ
と
の
出
来
る
地
点
も
存
在
す
る
。

紙
屋
公
民
館
前
の
切
通
し
は
、
こ
の
例
で
あ
る
。　
一
概
に
、
こ
の
地
帯
は
、
厚

い
シ
ラ
ス
の
層
を
有
し
て
い
る
の
が
特
色
と
な

っ
て
い
る
。
当
地
下
式
横
穴
も
表

上
が
黒
色
の
腐
植
土
層
で
あ
り
、
主
体
部
を
な
し
て
い
る
玄
室
は
、
酒
凰
Л
引
引
引
↓

‐
利
ン‐
コ
棚
ｄ
刑
逍
【
Д
フ

ラ
ス
層
を
く
り
ぬ
い
て
築
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
遺

構

及

び

遺

物

遺
構
―
―
主
体
部
の
構
造
―
―

（第
二
図
ど
第
四
図
）

主
体
部
の
構
造
は
第
二
図
か
ら
第
四
図
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
そ

の
計
数
と
細
部
に
つ
い
て
の
記
録
を
し
て
置
こ
う
。

（単
位
は
す
べ
て
勁
と
す

る
。
）

玄
室
の
壁
の
長
さ
は
、

ＡＤ
‐
閉
、

ＡＢ
Ｉ
り
、

ＤＣ
１

１７４
ヽ

ＣＦ
‐
刻
、

ＥＢ
１
５４
で
、

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
四
角
に
於
け
る
高
さ
は
、
勇
、

５０
、

５‐
、

５８
で
あ
る
。
主
軸
の

方
位
は
Ｎ
１

４‐
‐
Ｗ
を
示
し
、
南
面
し
て
開
日
し
て
い
る
。
天
丼
部
は
寄
棟
造
に

切
り
込
ま
れ
、
中
央
部
に
方
位
Ｎ
Ｉ
鱈
Ｉ
Ｅ
、
Ｎ
‐
ん
‐
Ｗ

の
大
棟
が
長
さ
６５
、

巾
５
、
深
さ
６
に
作
ら
れ
て
い
る
。
勾
配
は
Ｊ
に
於

い
て
♂
、
Ｉ
に
於

い
て
Ｔ
を

示
す
。
壁
と
天
丼
部

の
接
し
方
は
、
直
接

で
な
く
、
軒
に
想
定
さ
れ
る
部
分
が
間

に
存
在
す
る
。

こ
の
部
分

の
長
さ
は
Ａ
、
Ｂ

の
間
で
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
中
央
部

で
長
く
、
隅
に
寄
る
に
従

っ
て
、
短

い
。
平
均
し
て
６
程
度

で
あ

る
。
降
棟
の
ＰＡ
、

ＰＢ
ヽ

ＯＤ
ヽ

ＯＣ
は
純
、

４０８
ヽ
り
ヽ
鶴
を
示
し
、

ＯＩ
、

ＯＪ
と
共
に
深

さ
４
乃
至
２
に
刀
子
様
工
具

で
切
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
寄
棟
造

は
更
に
明
瞭
に
な

っ
て
い
る
。
天
丼
部
及
び
壁
は
そ
れ
ぞ
れ
残
る
痕
跡
に
よ

っ
て

註
３

巾
４５
内
外
の
工
具

で
垂
直
に
調
整

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　
こ
の
他
天
丼

部
、
壁
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
棺
に
近
い
部
分
が
塗
朱
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
床
面
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
出
来
る
。
又
、
床
面
に

は
排
水
溝
等
の
施
設
は
認
め
ら
れ
ず

一
面
に
平
坦
で
あ
る
。

羨
道
部
は
、
中
８０
、
長
さ
％
、
高
さ
６０
が

一
部
で
確
認
さ
れ
る
が
、
殆
ん
ど
破

壊
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
よ
く
現
状
を
維
持
し
て
い
た
の
は
閉
塞
石
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
×
４５
×
４０
程
度
の
礫
を
数
段
に
重
ね
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、
所
々
に
朱

が
認
め
ら
れ
る
。
地
下
式
横
穴
特
有
の
前
竣
部
は
細
部
に
わ
た
っ
て
調
査
し
得
ず

そ
の
ひ
ろ
が
り
を
壁
で
確
か
め
た
の
み
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
前
竣
部
は

‐７０
×
例
程
の
隅
丸
矩
形
を
提
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
玄
室
の
大
き
さ
と
大
し

て
変
り
が
無
い
事
に
な
る
。
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遺
物
　
―
―
出
土
状
況
と
そ
の
記
録
―
―

（第
二
図
及
び
第
五
図
ぞ
第
七
図
）

遺
物
は
第
二
図
に
示
し
た
様
に
奥
壁
に
寄

っ
て
、
す
べ
て
が
出
土
し
て
い
る
。
四

個
か
ら
成
る
棺
台

（第
七
図
）
に
囲
ま
れ
て
遺
体
が
出
土
し
、
そ
れ
を
中
心
に
し

て
、
各
資
料
が
み
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
取
り
出
さ
れ
て
い
た
剣

鉄
鏃
も
遺
体
の
側
面
に
出
土

し
て
い
た
と
の

こ
と
で
あ

っ
て
、

鎌
、
刀
子
は
頭

部
に
寄

っ
た
棺
台
の
外
部
に
置
か
れ
、
貝
釧
は
左
の
上
膊
骨
に
は
ま

っ
た
状
態
で

見
出
さ
れ
、
銀
環
は
頭
骨
の
附
近
に
出
土
し
て
い
る
。
出
上
の
資
料
は
左
記
の
通

り
で
あ
る
。

人
　
骨
―
十
二
体
分

鉄
　
器
―
―
剣

一
、
鉄
鏃

一
七

工
　
具
―
―
刀
子
二
、
鉄
鎌

一
、
鉄
斧

一

装
飾
品
―
卜
銀
環

一
、
貝
釧
二

そ
の
他
―
―
棺
台
四
、
朱
玉
四

順
次
記
録
し
て
い
こ
う
。

人
骨
、
東
向
き
に
伸
展
さ
れ
た

一
体
は
良
好
に
残
存
し
て
お
り
、
こ
の
遺
体
が

主
要
な
被
葬
者
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の

一
体
分
は
、
主
要
な
遺
体
の
脚

部
に
頭
骨
の

一
部
と
歯
が
残
存
し
て
い
る
の
み
で
あ

っ
た
。

剣
、

（第
七
図
）

一
振
が
遺
体
の
左
側
に
配
さ
れ
た
状
態
で
出
上
し
て
い
る
。

こ
の
剣
は
長
剣
で
あ

っ
て
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。
全
長
刀
の
う
ち
剣
身
は
２

で
柄
は
１６
を
示
す
。
中
央
部
で
の
身
巾
は

３
．
５

が
測
れ
、
そ
の
部
分
で
の
断
面
は
菱

形
で
あ
る
。
鉄
鏃
、

（第
六
図
）
は
十
七
点
出
上
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
点

は
、
二
個
体
及
び
三
個
体
の
塊
で
あ

っ
て
総
計
二
十
個
体
を
数
え
る
こ
と
が
出
来

る
。
柳
葉
型
鏃
と
、
三
角
型
鏃
に
大
別
し
得
る
こ
れ
ら
鉄
鏃
は
前
者
が
十
二
個
、

後
者
が
七
個
存
在
す
る
。
出
上
の
位
置
は
剣
の
内
側
、
更
に
遺
体
に
寄

っ
た
部
分

で
あ

っ
て
、
形
態
的
に
は
共
に
大
型
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
両
者

共
に
８
か
ら
１５
に
及
ん
で
い
る
。

刀
子
、

（第
五
図
）
は
二
点
出
土
し
、
そ
の
う
ち

一
点
は
保
存
が
良
好
で
あ
る

が
、
他
の

一
点
は
刀
身
の
み
の
片
で
あ
る
。
保
存
の
良
好
な
刀
子
は
全
長
ア
．、
う

ち
柄
が

４
．
５
ヽ
柄
に
接
す
る
部
分
で
の
巾
は

２
．
２

を
示
し
て
い
る
。
柄
に
は
鹿
角
が
残

存
し
て
お
り
、
鹿
角
装
の
刀
子
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
他
の
片

の
み
の
刀
子
も
鹿
角
装
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
出
上
の
位
置
は
、
完
形
の

も
の
が
頭
骨
に
寄

っ
た
棺
台
の
上
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

鎌
、

（第
五
図
）
は

一
点
出
土
し
て
い
る
。
形
態
的
に
は
烈
部
が
内
ぞ
り
を
示

し
、
先
端
の
尖

っ
た
も
の
で
あ
る
。
全
長

‐０２
ヽ
巾

４
．
８
を
示
す
。
柄
に
続
く
部
分
の

一
部
に
骨
片
が
附
着
し
て
お
り
、
こ
れ
も
刀
子
と
同
じ
く
鹿
角
装
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
出
上
の
状
態
は
次
に
記
す
鉄
斧
の
袋
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
ま
ゝ
で
、
頭

骨
に
近
い
棺
台
の
附
近
か
ら
見
出
さ
れ
て
い
る
。

鉄
斧

（第
五
図
）
全
長

８
，
２

双
部
の
巾

４
．
２

を
算
し
、
厚
さ
は

０
・
４

を
示
し
て
い
る
。

短
冊
型
直
双
の
も
の
で
は
な
く
、　
袋
状
に
両

サ
イ
ド
か
ら

折
り
ま
げ
ら
れ
て
い

る
。
形
態
と
し
て
は

一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

銀
環

（第
五
図
）
径
２
を
示
す
小
型
の
も
の
で
あ

っ
て
、
地
は
銅
の
よ
う
で
あ

る
。
出
上
の
位
置
は
頭
骨
に
接
し
て
お
り
、
被
葬
者
が
生
前
着
装
し
て
い
た
も
の

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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貝
釧

（第
五
図
）
イ
モ
ガ
イ
を
輪
切
り
に
し
て
調
整
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

径
７
内
外
は
二
個
共
に
共
通
し
て
い
る
。
全
面
に
塗
朱
さ
れ
て
お
り
、
出
上
の
位

置
は
左
上
膊
骨
に
は
め
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

棺
台
、

（第
七
図
）
四
個
か
ら
成

っ
て
お
り
、
本
構
の
台
と
考
え
ら
れ
る
。

５０
×
２０
×
１０
程
度
の
礫
で
あ

っ
て
、
河
原
で
手
易
く
採
集
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

朱
玉
、

（第
五
図
）
２
×
４
×

０
・
ｂ

程
の
朱
の
塊
で
あ
る
。　
一
点
の
み
で
な
く
す

べ
て
大
き
さ
に
斉

一
性
が
あ

っ
て
持
ち
は
こ
び
に
便
を
感
ず
る
。

以
上
が
出
土
の
資
料
で
あ
る
。

四
、
考

　

　

　

察

こ
れ
ま
で
地
下
式
横
穴

に
は
多
く
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
来
た
。

地
下
式
古

壇
、
地
下
式
娯
、
地
下
式
横
穴
墳
等
が
そ
れ
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
学
史
的
に
意

義
を
持

っ
て
い
る
。
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
名
称
の

一
部
に

「
地
下
式

註
４

」
を
称
え
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
は

一
部
の
例
外
を
除
い
て
封
上
を
見
な
い
こ

と
に
囚

っ
て
い
る
の
で
妥
当
に
思
わ
れ
る
が
、
古
墳
、
城
、
横
穴
墳
等
を
そ
れ
に

付
け
て
そ
の
名
称
と
す
る
こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
肯
け
な
い
。
古
墳
、
横
穴
墳
に

於
け
る
墳
が
、
或
種
の
マ
ウ
ン
ド
と
し
て
概
念
付
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
地

下
式
古
墳
、
地
下
式
横
穴
墳
は
適
当
で
な
く
、
ま
た
躾
と
て
も
地
下
式
を
重
ね
て

称
え
る
か
ら
に
は
賛
同
し
難
い
。
そ
こ
で
地
下
式
横
穴
を
称
え
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
単
に
地
下
に
設
け
ら
れ
た
横
穴
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
横
穴
を
時
代
的

に
後
期
以
後
の
横
穴
式
石
室

を
有
す
る

古
墳
に
み
ら

れ
る
家
族
基
的
な

系
統
と

し
、
そ
れ
が
末
期
よ
り
奈
良
朝
に
か
け
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
地
下

式
横
穴
は
、
六
野
原
第
十
号
の
例
の
如
く
、
中
期
的
様
相
を
示
す
も
の
も
あ
る
の

で
、
時
代
的
に
当
初
か
ら
伴
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
地
下
式
横
穴
と
称
え
る
場
合
、
独
自
の
性
格
を
持

つ
も
の
と
考

え
て
い
る
。

註
５
　
註
６

か

っ
て
、
こ
の
地
下
式
横
穴
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
東
京
、
福
井
の
例
が
報

告
さ
れ
た
が
、
細
部
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
日
向
、
大
隅
に
み
ら
れ
る
南
九
州

独
特
の
も
の
と
は
異

っ
て
い
る
。
ま
た
中
国
大
陸
に
類
似
の
も
の
が
指
摘
さ
れ
る

註
７

が
、
こ
れ
ま
た
遺
構
や
副
葬
品
等
を
は
じ
め
と
し
て
、
時
代
も
異

っ
て
い
る
の
で

直
接
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
は
取
扱
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
下
式
横
穴
と
は

日
向
の
南
部
及
び
大
隅
地
方
に
分
布
し
、
古
墳
時
代
中
期
以
降
奈
良
朝
に
か
け
て

お
こ
な
わ
れ
、
地
表
下
に
設
け
ら
れ
た
横
穴
類
似
の
家
族
墓
的
な
性
格
を
持

っ
た

墓
制
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

地
下
式
横
穴
に
つ
い
て
の
以
上
の
概
念
を
前
捉
と
し
て
追
遺
跡
を
把
握
す
る
と

き
、
ま
ず
遺
構
及
び
出
上
の
遺
物
が
問
題
と
な
る
。
遺
構
、
遺
物
の
記
録
は
前
節

に
記
し
た
通
り
で
あ

っ
て
、
こ
ゝ
で
は
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
に
つ
い

て
触
れ
て
置
こ
う
。

遺
構
で
問
題
と
な
る
の
は
、
主
体
部
と
し
て
の
玄
室
と
、
前
壊
部

（後
述
）
及

び
そ
の
間
に
あ

っ
て
主
要
な
部
分
の

一
つ
と
し
て
の
羨
道
部
で
あ
る
。
平
面
か
ら

み
れ
ば
、
後
期
古
墳
に
特
有
な
横
穴
式
石
室
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
玄
室

は
奥
行
き
が
短
く
、
羨
道
部
も
短
い
。
両
者
を
通
じ
て
両
袖
式
に
属
す
る
。

断
面
か
ら
は
図
示
し
た
よ
う
に
玄
室
の
天
丼
部
に
於
い
て
寄
棟
造
の
屋
根
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
形
態
的
に
横
穴
式
の
石
室
と
の
関
係
よ
り
む
し
ろ
後
期
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の
家
形
石
棺
と
の
関
係
の
深
さ
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
事
は
編
年
上
に

一
つ
の
指
標

を
与
え
る
と
共
に
、
当
時
の
住
居
形
態
を
も
暗
示
す
る
。
玄
室
の
天
丼
部
を
住
居

の
屋
根
と
み
れ
ば
、
壁
は
そ
の
ま
Ｉ
住
居
の
壁
と
み
ら
れ
、
羨
道
部
は
入
口
で
あ

る
。
現
在
、
遺
跡
附
近
の
農
家
の
屋
根
に
寄
棟
造
の
多
い
こ
と
も
興
味
が
あ
る
。

（
写
真
参
照
）
羨
道
部
の
天
丼
は
前
述
の
通
り
、
す
で
に
崩
壊
し
て
お
り
明
ら
か

で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
玄
室
の
様
な
細
工
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
羨
門
部
の
閉
塞
は
、
や
ゝ
小
さ
め
の
人
頭
大
の
礫
を
積
み
上
げ
て
な

さ
れ
て
い
る
。

前
墳
部
は
地
下
式
横
穴
に
の
み
あ
る
特
殊
な
遺
構
で
あ
る
。
地
下
式
横
穴
の
築

造
に
当

っ
て
は
地
表
下
に
主
体
部
を
作
る
と
い
う
そ
の
特
殊
性
か
ら
、　
一
度
垂
直

に
妖
を
作
り
、
そ
れ
を
水
平
に
拡
げ
る
と
い
う
手
順
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
羨
門
部
に
接
し
て
地
表
か
ら
垂
直
に
堀
り
下
げ
ら
れ
た
蹟
が
存
在
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
墳
は
こ
れ
ま
で
竪
妖
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
横
穴
に

つ
い
て
最
近
問
題

と
な

っ
て
い
る
前
庭
部
と
の
関
係
か
ら
、
前
欺
部
と
呼
び
度

い
。
こ
れ
は
埋
葬
後
の
祭
祗
的
な
行
事
の

一
つ
を
行

っ
た
場
所
と
し
て
横
穴
に
前

庭
部
が
確
認
さ
れ
る
と
き
、
地
下
式
横
穴
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
前
城
部
が
対
比
出

来
る
か
ら
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
こ
の
前
競
部
を
充
分
明
き
ら
か
に
す
る

だ
け
の
条

件
が
無
か

っ
た
の
で
、
閉

塞

石
附

近
の
床
部
の
確
認
と
前
壌
部
の
平

面
的
な
ひ
ろ
が
り
を
記
録
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
。
今
後
前
鍍
部
の
意
義
と
、
そ

の
編
年
の
上
で
の
形
態
の
変
化
を
明
き
ら
か
に
し
た
い
。
出
上
の
遺
物
で
、
時
代

を
想
定
し
得
る
資
料
と
し
て
は
、
鉄
鎌
、
鹿
角
装
刀
子
、
鉄
鏃
、
銀
環
、
貝
釧
等

が
主
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
鉄
鎌
は
斧
頭
と
共
に
鉄
製
農
具
の
削
葬
と
し

て
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
形
態
に
よ

っ
て
時
期
の
異
り
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
当
資
料
は
、
短
冊
型
直
双
の
古
式
の
形
態
で
な
く
、
双
部
の
先
端
部
は

内
曲
し
、
端
が
欠
け
て
い
る
が
当
初
は
尖
鋭
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
古
墳
代
で
も
比
較
的
時
期
の
新
し
い
形
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
鎌
は

註
８

弥
生
中
期
に
現
わ
れ
た
鎌
や
、
短
冊
型
直
烈
の
例
に
比
し
て
、
出
土
例
が
多
く
、

鉄
製
農
耕
具
の
普
及
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

当
玄
室
の
壁
を
調
整
す
る
際
に
使
用
さ
れ
た
工
具
が
そ
の
痕
跡
か
ら
鍬
と
見
ら
れ

る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
農
耕
具
の
発
展
期
で
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
法
隆
寺
伝
来
の
鎌
の
如
く
内
曲
の
度
が
高
く
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
り
古

式
の
形
態
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
刀
子
は
、
鹿
角
装
の
も
の
と
、
刀
身
部
の
片
の

二
点
で
あ
る
が
前
者
は
よ
く
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
鹿
角
装
の
刀
子
は
編
年
の

上
で
好
資
料
と
さ
れ
、
直
弧
丈
を
有
す
る
も
の
は
、
中
期
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

当
資
料
の
鹿
角
の
部
分
か
ら
は
直
弧
文
を
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
中
期
と
断

定
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
む
し
ろ
各
地
に
み
ら
れ
る
後
期
古
墳
出
上
の
も
の
と

同
様
に
扱
え
る
と
思
う
。
鉄
鏃
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
形
態
に
分
け
る
こ
と
が
出

来
る
が
、
時
期
的
に
は
な
ん
ら
異
る
こ
と
な
く
、
伴
用
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
が

妥
章
で
あ
ろ
う
。
形
態
的
に
は
三
角
型
鏃
、
柳
葉
型
鏃
共
に
後
期
特
有
の
大
型
の

も
の
で
あ
る
。
銀
環
は
小
型
の
も
の
が

一
個
出
上
し
て
お
り
、　
一
般
的
な
も
の
で

あ

っ
て
、
後
期
以
後
の
資
料
と
す
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
出

註
９

上
の
遺
物
で
特
異
な
存
在
と
な

っ
て
い
る
の
は
員
釧
で
あ
る
。
銀
環
を
伴

っ
て
出

上
し
た
例
と
し
て
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
。
当
貝
釧
は
イ
モ
ガ
イ
を
輪
切
り
に
し

て
調
整
し
、
全
面
に
塗
朱
し
た
も
の
で
あ
り
、
弥
生
期
の
系
統
を
受
け
継
い
だ
も
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の
と
思
わ
れ
る
。

時
代
を
想
定
す
る
上
で
は
、
以
上
の
資
料
が
有
力
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
他
、

削
【
【
醐
は
］
醸
鄭
脚
静
鞠
綿
訃
『
棘
韓
剃
聖
限
諄
げ
騨

岩 ィこ
蜘
蜘
絲
縛

四 ヵゝ
陣
翔
鞠

成

っ
て
お
り
、
木
棺
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
四
個
共
に
床
に
接
す

る
面
を
除
き
、
全
面
に
わ
た
っ
て
朱
が
認
め
ら
れ
る
。
床
面
に
排
水
溝
等
を
設
け

ず
、
そ
れ
に
換
え
て
棺
の
保
存
の
為
に
と

っ
た
遺
構
で
あ
り
、
地
下
式
横
穴
で
の

新
例
で
あ
ろ
う
。
次
に
朱
玉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
玄
室
の
壁
や
棺
、
更

に
羨
門
部
の
閉
塞
石
、
床
面
等
に
認
め
ら
れ
た
朱
の
原
料
で
、
塗
朱
の
際
こ
れ
ら

朱
玉
を
ひ
き
の
ば
し
て
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
み
て
来
た
遺
構
及
び
遺
物
を
通
じ
て
、
当
地
下
式
横
穴
の
年
代
は
、
後
期

以
後
に
想
定
さ
れ
る
が
、
中
に
前
代
か
ら
の
様
相
を
う
け
つ
い
で
い
る
と
考
え
ら

れ
る
も
の
が
あ

っ
て
、
後
期
で
も
初
頭
に
編
年
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
六
世
紀
の
前
半
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
地
下
式
横
穴
の
新
例
を
得

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
た
地
下
式
横
穴
の
分
布
圏

の
中
に
あ

っ
て

日
向
の
南
西
部
に
位
置
し
た

当
遺
跡
も
調

査
し
得
た
の
は

一
基
の
み
で
あ

っ
た

が
、
地
形
そ
の
他
附
近
の
踏
査
に
よ
れ
ば
群
集
を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

推
定
出
来
る
。　
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
墓
制
と
し
て
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ

Ｚや
。地

下
式
横
穴
の
分
布
が
日
向
の
中
央
部
、　
一
ツ
瀬
川
以
南
か
ら
大
隅
地
方
の
北

部
を
限
り
、
西
は
北
薩
の
大
口
盆
地
を
限
界
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、　
一
部
に
熊

襲
、
隼
人
の
墓
制
と
み
る
む
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
う
ら
ず
け
る
資
料
は
必
ず
し

も
充
分
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
西
都
原
、
六
ツ
野
原
更
に
、
本
庄
の
例

の
如
く
、
地
下
式
横
穴
の
上
に
高
塚
を
形
成
し
て
い
る
も
の
が
あ

っ
て
、
し
か
も

こ
れ
が
幾
内
的
な
様
相
を
帯
び
た
古
墳
で
あ
る
と
き
、
幾
内
的
な
勢
力
と
、
土
着

の
勢
力
と
の
葛
藤
を
示
す
と
す
れ
ば
、
記
紀
に
み
え
る
幾
内
勢
力
と
、
熊
襲
、
隼

人
と
の
関
係
に
於
い
て
興
味
あ
る
資
料
と
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
こ
ゝ

で
問
題
が
残
る
の
は
、
出
上
の
資
料
か
ら
み
た
文
化
圏
と
政
治
圏
と
が
必
ず
し
も

一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
ゞ
地
下
式
横
穴
と
い
う
基
制

が
幾
内
的
な
墓
制
と
大
い
に
異

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
地
下
式
横
穴
の
編
年
は
、
幾
内
的
な
資
料
の
編
年
を

一
つ
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、　
そ
れ
が
そ
の
ま
ゝ
通

用
す
る
こ
と

に
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
地
下
式
横
穴
独
自
の
編
年
が
望
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
編
年
の
上
か

ら
す
れ
ば
出
上
の
資
料
の
中
に
、
須
恵
器
等
の
変
化
の
多
い
資
料
が
有
力
と
な
る

の
で
あ
る
が
、
当
地
下
式
横
穴
に
於
い
て
は
須
恵
器
の
み
か
土
師
器
さ
え
も
み
ら

れ
な
か
つ
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
今
後
に
問
題
を
残
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
当
遺
跡
の
調
査
は
偶
然
の
機
会
を
契
機
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
問
題

を
は
ら
む
地
下
式
横
穴
は
大
規
模
な
し
か
も
計
画
的
な
調
査
に
よ

っ
て
は
じ
め
て

成
果
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
今
後
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

五
、
結
　
　
　
　
語

１
、
地
下
式
横
穴
の
新
例
を
そ
の
主
要
な
分
布
地
帯
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来

た
。

２
、
家
族
墓
的
な
性
格
を
持

っ
と

い
わ
れ
る
地
下
式
横
穴
に
遺
体
が
三
体
存
在
し
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た
こ
と
に
よ

っ
て
、
更
に
そ
の
性
格
を
強
め
た
。

３
、
玄
室
の
天
丼
部
が
典
型
的
な
寄
棟
造
で
あ

っ
て
、
地
下
式
横
穴
の
編
年
上
、

好
資
料
を
提
示
し
た
。

４
、
遺
構
、
遺
物
か
ら
み
て
、
後
期
の
初
頭
、
六
世
紀
の
前
半
の
時
期
に
時
代
を

想
定
し
た
。

５
、
貝
釧
の
出
土
に
よ

っ
て
、
地
下
式
横
穴
と
い
う
基
制
の
保
守
性
を
示
し
た
。

６
、
朱
玉
と
い
う
新
例
に
よ

っ
て
、
朱
の
交
易
を
問
題
と
す
る
と
き
、
今
後
に
課

題
を
残
し
た
。

ア
、
地
下
式
横
穴
は
常
に
群
集
を
な
し
て
お
り
、　
一
基
の
調
査
で
は
不
充
分
で
あ

っ
て
、
今
後
の
調
査
に
大
き
な
期
待
が
持
た
れ
る
。

註
４
、　
ｏ
上
代
日
向
研
究
所
、
第
十
輯

「
西
都
原
古
墳
の
調
査
」
。

ｏ
鳥
居
龍
蔵

「
上
代
の
日
向
延
岡
」
。

註
２
、　
ｏ
瀬
之
口
伝
九
郎

「
九
州
南
部
に
於
け
る
地
下
式
古
墳
に
つ
い
て
」
考
古

学
雑
誌
第
九
巻
、
第
八
号
。

ｏ
宮
崎
県

「
六
野
原
古
墳
調
査
報
告
」
宮
崎
県
史
跡
名
勝
天
媒
記
念
物
調

査
報
告
第
十
三
輯
。

註
３

註
４

註
５

ｏ
本
庄
高
校
郷
上
部

「本
庄
の
地
下
式
古
墳
」

ｏ
こ
の
工
具
は
お
そ
ら
く
鍬
で
あ
ろ
う
。

ｏ
宮
崎
県
東
諸
県
郡
国
宮
町
八
代
所
在
六
野
原
十
号
の
例
。

ｏ
上
田
三
平
「
東
京
お
茶
の
水
に
於
い
て
発
見
せ
る
地
下
式
横
穴
の
研
究
」

ｏ
大
熊
喜
邦

「
お
茶
の
水
に
発
見
さ
れ
た
地
下
式
横
穴
に
つ
い
て
」
建
築

雑
誌
三
八
の
八
。

註
６
　
ｏ
梅
原
末
治

「
越
前
敦
賀
郡
の
遺
跡
遺
物
」
考
古
学
雑
誌
第
五
巻
第
八
号

註
ア
　
ｏ
金
学
山

「
西
安
半
崚
的
戦
国
墓
葬
」
考
古
学
報
３
１

一
九
二
七

註
８
　
ｏ
長
崎
県
壱
岐
カ
ラ
カ
ミ
遺
跡
出
上
の
例
。

註
９
　
ｏ
酒
詰
仲
男

「
貝
輪
」
人
類
雑
誌
五
六
十
五
。

ｏ
酒
詰
仲
男

「
古
墳
発
見
貝
製
品
に
就
い
て
」
人
類
雑
誌
五
五
十
九
。

註
４０
　
。
朱
そ
の
も
の
は
各
地
で
生
産
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
交
易
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
、
持
ち
は
こ
び
に
便
な
ら
し
め
る
た
め
に

玉
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
朱
玉
と
い
う
名
称
は
、
今
後
改
め
ら
れ
る

機
会
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
用
い
た
ま
で
で
あ
る
。
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