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一
、
本
書
は
昭
和
三
十
五
年
九
月
六
日
よ
り
同
十
二
日
に
至
る
間
宮
崎
県
教
育

委
員
会
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
西
日
杵
郡
高
千
穂
町
―‘‐Ｈ
内
遺
跡
の
調
査
報
告
書

で
あ
る
。

一
、
本
調
査
は
、
日
向
遺
跡
総
合
調
査
の
第
二
年
度
と
し
て
計
画
、
実
施
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

一
、
本
書
の
執
筆
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、
本
文
の
す
べ
て
に
わ
た

っ
て
日

本
考
古
学
協
会
委
員
長
、
東
京
大
学
詰
肺
八
幡

一
郎
氏
の
御
高
閲
を
得
た
。

鈴
　
木
　
重
　
治

（第

一
章
調
査
の
目
的
と
経
過
）

（第
二
章
　
　
遺
　
　
　
　
跡
）

（第

一
節
　
　
ｕ返
跡
を
め
ぐ
る
環
境
）

（第
二
節
　
　
包
合
層
の
状
態
）

（第
二
章
　
　
Ⅵ退
　
　
　
　
物
）

（第

一
節
　
　
土
器
及
び
上
製
品
）

（第
二
節
　
　
石
器
及
び
石
製
品
）

（第
二
節

　

自

然

遺

物

）

（第
四
章
　
　
出
土
遺
物
の
考
察
）

（第

一
節
　
　
陣
内
式
の
設
定
を
め
ぐ

っ
て
）

（第
二
節
　
　
痛
平
打
製
石
斧
の
用
途
を
中
心
と

し
て
）

賀

川

光

夫（第
五
章
　
九
州
に
於
け
る
組
丈
後
期
の

一
、
二
の
問
題
―

特
に
陣
内
遺
跡
に
関
連
し
て
）

（第

一
節
　
　
陣
内
三
、
四
類
土
器
の
展
開
）

（第
二
節
　
　
所
謂
陣
内
式
上
器
と
組
女
終
末
期
）

一
、
実
測
図
及
び
図
版
な
ど
の
作
成
は
賀
川
光
夫
、
鈴
木
重
治
が
お
こ
な

っ
た

が
石
器
実
測
図
の
ト
レ
ス
に
お
い
て
、
そ
の

一
部
を
柳
田
純
孝
が
協
力
し
た
。

一
、
本
調
禿
に
よ

っ
て
出
上
し
た
遺
物
は
県
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

昭

和

三

十

七

年

二

月

宮
崎
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
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第

〓
早

調

査

の

目

的

と

経

過

宮
崎
県
教
育
委
員
会
に
於
い
て
計
画
さ
れ
た
日
向
遺
跡
総
合
調
査
は
、
昭
和
三

十
四
年
度
の
串
間
市
下
弓
田
遺

跡

①

の
発

掘

調
査
を
初
回
の
も
の
と
し
、
す
で

に
そ
の
成
果
を
み
た
。
そ
の
第
二
回
の
調
査
と
し
て
退
ば
れ
た
の
が
肖
遺
跡
で
あ

フ０
。当

遺
跡
は
、
確
認
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
古
い
が
、
特
に
学
界
に
於
い
て
問
題
湖

さ
れ
は
じ
め
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
り
、
陣
内
公
民
館
の
新
築
に
よ

っ
て
、
多

く
の
資
料
が
発
見
さ
れ
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
十
二
日
に
地
元
の
吉
永
仁
氏
に
よ

り
採
集
さ
れ
た
石
棒

②
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
（挿
図
↓

西
日
本
に
於
い
て

発
見
さ
れ
て
い
る
数
の
少
な
い
資
料
で
も
あ
り
、
し
か
も
そ
の

一
端
に
み
ら
れ
る

彫
刻
を
め
ぐ
る
間
題
に
も
興
味
が
持
た
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
石
器
以
外
の
上
器
に

つ
い
て
み
て
も
す
で
に
高
千
穂
高
等
学
校
を
は
じ
め
、
高
千
穂
小
学
校
、
岩
戸
神

社
宝
物
館
な
ど
に
岐
集
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
縄
文
後
期
よ
り
晩
期
に
か
け
て
の

上
器
片
が
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
晩
期
の
鉢
と
考
え
ら
れ
復
元
さ
れ
た
上
器

（挿
図
２
）
が
高
千
穂
高
等
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
の

知
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

さ
か
の
ぼ

っ
て
遊
遺
跡
附
近
の
研
究
史
に
触
れ
る
と
、
古
く
は
明
治
時
代
に
そ

棒

― )一

挿 図 1石
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CIn

挿 図 2  (高 千穂高校所蔵) 鮮 内 出 土 土 器

の
先
駆
が
み
ら
れ
る
。
明
治
十
年
代
の

「
従
征
日
記
」
③
に
は
、
石
斧
、
石
鏃
な

ど
が
医
示
さ
れ
て
お
り
、
先
史
遺
物
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
て

い
た

こ
と
が
わ
か

る
。
研
究
者
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
た
も
の
で
な
い
に
し
て
も
学
史
上
見
逃
す
こ
と
が

出
来
な
い
。
学
会
に
発
表
さ
れ
た
最
初
の
も
の
と
し
て
は
、
明
治
二
十
年
代
に
若

林
勝
邦
氏
の
報
丈
が
あ
る
。
①

そ
れ
に
よ
る
と
二
田
井
村

（現
高
千
穂
町
）
上
原

平
、
同
字
十
社
明
神
の
脇
小
字
ク
ル
マ
ノ
ト
ゥ
ネ
、
同
字
浅
ケ
部
、
同
岩
戸
道
な

ど
か
ら
石
器
時
代
の
資
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後

明
治

の
末

頃
か
ら
大

正
、
昭
和
に
か
け
て
、多
く
の
遺
跡
の
確
認
が
追
加
さ
れ
、最
近
ま
で
に
明
ら
か
に

な

っ
て
い
る
も
の
は
高
千
穂
町
内
の
縄
丈
期
の
遺
跡
の
み
に
つ
い
て
み
て
も
二
十

ケ
所
近
く
に
の
ば
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
ら
の
遺
跡
の
す
べ
て
は
、
発
掘
調
査
の

行
な
わ
れ
た
例
が
な
く
、
偶
然
の
機
会
に
採
集
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
現
在
岩
戸
神
社
の
宝
物
館
に
牧
蔵
さ
れ
て
い
る
宗
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
は
じ
め

と
し
て
、
先
に
も
あ
げ
た
学
校
な
ど
の
資
料
室
に
よ
く
収
集
保
管
さ
れ
て
い
る
。

高
千
穂
高
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
柳
宏
吉
氏
の
指
導
に
よ

っ

て
整
理
さ
れ
た
目
録
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。⑤

陣
内
遺
跡
に
限

っ
て
み
る
と
、　
柳
宏
吉
氏

に
よ
る
紹
介
⑥

と
神
道
文
化
会
に

よ
る
高
千
穂
、
阿
蘇
の
調
査
の

一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
乙
益
重
隆
氏
の
報
丈
が

あ
り
、
同
氏
は
そ
の
報
告
の
中
で
陣
内
遺
跡
出
上
の
上
器
を
第

一
類
か
ら
第
六
類

ま
で
に
分
類
し
、
後
期
の
鐘
ケ
崎
式
か
ら
晩
期
裟
御
領
成
め
時
期
に
わ
た
る
遺
跡

と
し
て
把
え
て
い
る
。⑦

扱
わ
れ
た
資
料
は
高
千
穂
高
等
学
校
及
び
高
千
穂
中
学

校
の
資
料
を
中
心
Ｌ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
調
査
に
よ

っ
て
み
ら
れ
た
資

料
と
大
差
が
な
い
だ
け
に
、
基
本
的
に
氏
の
見
解
を
認
め
得
る
ば
か
り
か
当
遺
跡

の
研
究
に
当

っ
て
は
重
要
な
報
告
と
い
え
る
。



蕩

九
州
縄
支
式
上
器
の
後
期
の
諸
形
式
と

考
え
ら
れ
て
い
る
鐘
ケ
崎

式
、

西
平

式
、
三
万
田
式
及
び
晩
期
の
御
領
式
な
ど
、
多
く
の
上
器
形
式
の
み
ら
れ
た
逆
遺

跡
が
編
年
を
め
ぐ
る
問
題
を
中
心
と
し
て
、
多
く
の
問
題
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
る
に
追
跡
の
所
在
す
る
地
点
に
保
育
所
の
新
築
が
予
定
さ
れ
、
遺
跡
の
破

壊
が
恐
れ
ら
れ
た
。
破
壊
さ
れ
る
以
前
に
調
査
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
は
、
音
遺
跡

が
重
要
な
意
義
を
持

つ
点
か
ら
し
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ

っ
た
。

県
教
育
委
員
会
に
よ

っ
て
計
画
さ
れ
た
行
政
上
の
目
的
は
、
そ
の
ま
ま
学
界
の

受
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
縄
丈
式
後
晩
期
の
研
究
が
、
今
回
の
目
的
と
な

っ
た

こ
と
は
道
を
得
た
も
の
と
い
え
る
。

次
い
で
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
た
ど

っ
て
お
こ
う
。
調
査
に
あ
た

っ
て
は
、
発
掘
を
開
始
し
た
前
夜
に
、
宿
泊
所
に
あ
て
ら
れ
た
神
州
旅
館
に
於
い

て
お
こ
な
わ
れ
た
打
合
わ
せ
に
従
い
、
測
量
に
吉
野
、
鈴
木
が
あ
た
り
、
遺
物
の

整
理
を
鈴
木
が
受
け
持
ち
、
総
務
を
寺
原
が
担
当
し
た
。
ま
た
作
業
の
進
行
に
つ

い
て
は
、
現
地
の
状
況
よ
り
調
査
員
を
三
班
に
分
け
、
第

一
区
八
幡
、
賀
川
、
日

高
第
二
区
を
鏡
山
、
石
川
が
担
当
す
る
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。

第

一
日

　

（九
月
六
日
）

午
前
九
時
よ
り
仕
事
が
開
始
さ
れ
、ま
ず
遺
跡
の
観
察
が
行
な
わ
れ
た
の
ち
、前

夜
の
打
合
せ
の
線
に
そ
っ
て
作
業
に
か
か
る
こ
と
と
し
た
が
、
調
査
以
前
に
採
集

さ
れ
て
い
る
資
料
の
出
土
状
況
に
か
ん
が
み
、
遺
物
の
包
合
が
と
こ
ろ
に
よ

っ
て

三
米
以
上
に
及
ぶ
も
の
と
予
想
さ
れ
、
ト
レ
ン
チ
の
設
定
を
見
合
わ
せ
た
。
か
く

て
主
要
な
包
合
地
の
東
北
部
及
び
西
部
に
走
る
新
道
に
面
し
た
、
は
り
出
し
部
の

包
合
情
況
を
カ
ッ
テ
ン
グ
に
よ

っ
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

挿 図 3 地形図 (附近の主要組文遺跡 ◎印陣内遺跡)

-3-



こ
の
こ
と
か
ら
北
東
部
の
道
を
換
ん
で
公
民
館
に
面
し
た
地
点
を
Ｉ
区
と
し
、
西

部
の
道
に
面
し
た
地
点
を
Ｉ
区
と
呼
ん
で
整
理
を
行
な

っ
た
。
Ｉ
区
、
１
区
の
地

区
割
り
に
つ
い
て
は
、
新
道
が
遺
物
包
合
地
の
存
在
に
よ

っ
て
カ
ー
ブ
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
点
に
近
く
、Ａ
点
を
定
め
、
そ
れ
を
基
点
と
し
て
Ｂ
点
及
び
Ｃ
点
を
そ
れ

ぞ
れ
Ｉ
区
、
１
区
の
端
に
設
定
し
た
。
従

っ
て
Ａ
Ｂ
を
結
ぶ
線
を
Ｉ
区
の
南
西
の

限
界
と
し
、だ
Ｃ
を
結
ぶ
線
を
Ｉ
区
の
東
の
限
り
と
し
て
区
劃
し
た
こ
と
に
な
る
。

本
日
の
出
上
の
遺
物
は
、
土
器
に
つ
い
て
み
る
と
三
万
田
式
の
系
列
に
属
す
る

も
の
と
、
御
領
式
の
系
列
に
属
す
る
も
の
が
主
要
な
も
の
と
し
て
採
集
さ
れ
た
。

ま
た
押
型
文
土
器
も

一
片
で
は
あ
る
が
、
出
土
し
て
お
り
、
か
な
り
の
バ
ラ

ェ
テ

イ
が
予
想
さ
れ
た
。　
一
方
、
石
器
に
於
い
て
は
石
刀
の

一
点
を
除
い
て
す
べ
て
が

打
製
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
扁
平
な
打
製
石
斧
が
か
な
り
出
上
し
、
土
器
と
の
相

関
関
係
を
追
求
す
る
上
で
、
興
味
が
も
た
れ
た
。
調
査
第

一
日
に
し
て
、
早
く
も

豊
富
な
資
料
が
採
集
さ
れ
、
調
査
員
に
多
く
の
期
待
を
持
た
せ
た
。

第
二
日

　

（九
月
七
日
）

第

一
日
の
作
業
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
所
見

沙
ら
（
第
Ｉ
区
及
び
第
Ｉ
区
と
も
に

基
本
的
に
二
十
糎
掘
り
を
行
な
う
も
の
と
し
た
。
第
Ｉ
区
に
於
い
て
は

一
面
ど
四

面
ま
で
、
計

一
・
二
米
に
わ
た
る
作
業
が
進
め
ら
れ
、
特
に
は
り
出
し
の
強
い
Ａ

点
に
近
い
部
分
が
主
要
な
調
査
地
点
と
な

っ
た
。
第
Ｉ
区
に
お
い
て
は
部
分
的
に

三
十
糎
掘
り
を
行
な
う
条
件
が
な
い
ほ
ど
、
傾
斜
が
急
な
た
め
、
Ａ

・
Ｃ
の
線
を

限
り
と
し
て
断
面
の
カ
ッ
テ
ン
グ
作
業
を
す
る
中
で
、
層
位
を
意
識
し
て
の
発
掘

が
進
め
ら
れ
た
。
出
上
の
資
料
で
特
に
興
味
の
も
た
れ
た
の
は
、
Ｉ
区
に
お
け
る

土
器
に
つ
い
て
第

一
面
及
び
第
二
面
、
す
な
わ
ち
地
表
よ
り
六
十
糎
ま
で
の
層
位

に
於
い
て
確
認
さ
れ
た
、
晩
期
の
粗
製
深
鉢
片
の

一
群
と
黒
色
俳
磨
の
浅
鉢
の
資

料
で
あ
り
、類
例
と
し
て
、県
下
の
も
の
で
は
尾
平
野
洞
屈
や
松
添
貝
塚
、
更
に
鳥

帽
子
野
遺
跡
な
ど
の
上
器
と
の
関
連
が
し
の
ば
れ
る
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
ま

た
同
じ
く
４
区
に
於
け
る
第
二
面

（地
表
六
十

一
糎
？
九
十
糎
）
に
於
い
て
、
前

期
の
塞
の
神
式
の
上
器
が

一
片
の
み
で
あ
る
が
採
集
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
多

量
に
出
上
し
、主
要
な
土
器
と
な

っ
て
い
る
三
万
田
系
、御
領
系
の
上
器
の
包
合
状

況
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
点
が
提
起
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、
塞
の
神
式
の

上
器
片
自
身
が
前
期
の
資
料
と
し
て
は
単
独
の
出
上
の
為
、
そ
の
埋
蔵
状
況
に
間

題
が
生
じ
た
。　
三
カ
ー
区
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ｃ
点
に
近
い
部
分
に
於
い
て
、
層

位
的
に
最
下
部
の
責
色

ロ
ー
ム
質
土
層
の
上
面
に
接
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
混

炭
の
黒
色
土
層
中
に
多
く
の
西
平
式
の
上
器
片
が
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
出
土
状

況
は
安
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
な
埋
蔵
状
況
と
み
ら
れ
た
。

石
器
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
区
の
第
二
面

（地
表
下
六
十

一
糎
ど
九
十
糎
）
に
磨
製
ノ

ミ
型
石
徐
が
出
上
し
、
磨
製
石
器
の
追
加
が
得
ら
れ
た
。

一
般
的
に
い
っ
て
第
二
日
の
出
土
資
料
は
、主
要
な
点
で
第

一
日
の
資
料
と
同
様

で
あ
り
、
一二
万
田
系
、特
に
御
領
系
の
上
器
が
圧
倒
的
に
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。

第
二
日

　

（九
月
八
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

前
日
の
作
業
を
ふ
ま
え
て
、
更
に
そ
の
進
行
を
試
み
た
。
第
Ｉ
区
に
於
い
て
は

第
五
面

（地
表
下

一
・
二
米
ど

一
・
五
米
）
よ
り
、
第
七
面

（地
表
下

一
・
八
米

？
二

・
一
米
）
ま
で
を
Ａ
点
に
近
い
部
分
に
於
い
て
進
め
た
が
、
す
で
に
包
合
層

の
厚
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
業
の
進
行
に
支
障
を
き
た
さ
な

い
範
囲
に
於
い
て
足
場
を
作
る
必
要
が
生
じ
、
ほ
ぼ

一
米
巾
の
階
段
を
作
り
、
そ

の
部
分
の
発
掘
は
最
終
日
に
残
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
な

っ
て
よ
う
ゃ
く
包
合
地

の
地
層
に
つ
い
て
見
通
し
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
第
Ｉ
区
の
Ｃ
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点
寄
り
の
地
点
に
於
い
て
は
、
地
表
下
八
十
糎
内
外
に
し
て
見
ら
れ
た
黄
色

ロ
ー

ム
質
土
層
が
下
層
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
急
な
傾
斜
を
持

っ
て
Ａ
点
に
向

っ
て
降
下
し
、
Ａ
点
に
寄

っ
た
地
点
に
於
い
て
地
表
下
三
米
に
達
し
て
い
る
よ
う

に
予
想
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
の
上
部
の
地
層
が
混
炭
の
黒
色
土
層
で
あ

っ
て
、
Ｉ

区
に
於
い
て
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
が
遺
物
の
包
合
の
最
下
層
に
な
る

ら
し
い
こ
と
、
更
に
そ
の
上
層
と
し
て
粘
質
の
褐
色
土
層
が
あ

っ
て
、
主
要
な
包

合
層
の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
と
の
見
通
し
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

Ｉ
区
に
於
い
て
は
、
Ａ
点
か
ら
Ｂ
点
ま
で
の
間
、
十
二

・
六
米
を
Ａ
点
よ
り
二
米

の
間
隔
で
小
区
劃
を
設
け
区
分
す
る
こ
と
と
し
、
Ⅲ
区
に
於
い
て
は
Ａ
点
よ
り
Ｃ

点
ま
で
の
間
八
米
を
同
様
に
四
小
区
に
分
け
、
夫
々
Ｉ
Ｉ
Ａ
、
Ｉ
Ｉ
Ｂ
…
Ｉ
Ｉ
Ｆ

Ⅲ
Ｉ
Ａ
…
Ｉ
Ｉ
Ｄ
の
名
称
を
用
い
た
。
ま
た
こ
の
日
に
行

っ
た
附
近
の
ボ
ー
リ
ン

グ
の
結
果
か
ら
、
包
合
地
の
東
方
に
旧
道
を
換
ん
で
迫

っ
て
い
る
丘
陵
の
崖
面
に

形
成
さ
れ
て
い
る
灰
白
色
の
溶
穴
凝
灰
岩
が
、
新
道
を

へ
だ
て
た
公
民
館
の
前
あ

た
り
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
主
要
な
包
合
地
の
無
遺
物
層
と
み
ら
れ
た
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
の
下
部
に
も
溶
穴
凝
灰
岩
の
形
成
が
予
想
さ
れ
た
。
出
上
の
遺
物

に
つ
い
て
み
る
と
、
第

一
日
か
ら
の
基
調
を
な
し
た
土
器
群
と
大
差
が
な
か

っ
た

が
追
加
さ
れ
た
資
料
と
し
て
目
に
と
ま
る
も
の
に
、
若
子
の
ツ
ボ
が
あ
る
。
こ
の

時
期
の
土
器
の
セ
ッ
ト
関
係
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
調
査
さ
れ
た
九
州
全
体
の
追
跡

を
み
て
も
類
例
が
少
い
こ
と
か
ら
興
味
あ
る
資
料
と
な

っ
た
。
復
元
さ
れ
得
る
資

料
と
し
て
は
、
Ｉ
区
よ
り
出
土
し
た
大
形
の
浅
鉢
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
土

製
品
と
し
て
は
、
メ
ン
コ
が
Ｉ
区
、
１
区
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

一
個
ず

つ
確
認
さ
れ
、

ま
た
Ｉ
区
に
於
い
て
土
器
腹
部
の
破
片
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
有
孔
円
板
も

出
上
し
て
い
る
。
ま
た
遺
構
と
し
て
明
確
に
確
認
さ
れ
得
な
い
ま
で
も
、
何
ら
か

の
石
組
み
と
も
み
ら
れ
た
も
の
が
、
１
区
Ｄ
点
よ
り
の
黒
色
土
層
中
に
確
認
さ
れ

長
径
三
十
糎
に
及
ぶ
角
礫
が
二
個
、
二
十
糎
程
度
の
間
隔
を
置
い
て
出
上
し
て
い

る
。
こ
れ
は
後
日
に
問
題
を
残
す
こ
と
と
な

っ
た
。

第
四
日

　

（九
月
九
日
）

作
業
は
多
少
天
候
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
た
が
、
そ
の
進
行
に
は
特
に
と
り
あ
げ
る

程
支
障
は
な
い
。
Ｉ
区
に
於
い
て
は
、
１
１
２
、
Ｉ
１
３
区
が
主
要
な
調
査

・
区
域

と
な
り
、
遺
物
の
量
も
他
の
東
方
の
小
区
に
比
し
て
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
第
八

面

（地
表
下
三

。
一
米
ど
約
二

・
四
米
）
と
第
九
面

（地
表
下
三
ヽ
四
米
を
二

・

七
米
）
が
調
査
さ
れ
た
。１
区
に
於
い
て
は
Ｉ
Ｉ
Ｃ
、１
１
Ｄ
の
小
区
に
於
い
て
、混

炭
の
黒
色
土
層
の
底
面
に
近
い
部
分
か
ら
、
西
平
式
の
上
器
片
が
プ
ラ
イ
マ
リ
ー

な
状
態
で
出
上
し
て
い
る
事
が
ま
す
ま
す
確
実
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
下
部
に
み
ら
れ
る
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
が
無
遺
物
層
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、　
一
時
期
の
生
活
面
が
こ
の
上
部
に
あ

っ
て
、
そ
れ
が
西
平
式
の
上
器
片
の
安

定
し
た
出
土
状
況
に
よ

っ
て
察
せ
ら
れ
た
。
た
だ
こ
の
日
ま
で
出
土
し
て
い
る
甕
、

深
鉢
、
浅
鉢
、
皿
、
壼
な
ど
の
破
片
が
御
領
系
、
三
万
田
系
を
主
と
し
て
確
認
さ

れ
て
い
な
が
ら
西
平
式
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
生
活
面
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
遺
跡
が
形
成
さ
れ
た
過
程
か
ら
く
る
地
層
の
堆
積
状
況
の
考
察
に
関
連
ｔ

て
調
査
の
後
半
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

こ
の
日
の
昼
食
後
の

一
時
を
利
用
し
て
の
附
近
の
地
形
踏
査
に
よ
る
と
、
包
合

地
の
位
置
す
る
谷
頭
か
ら
北
部
は
、
谷
を
開
い
て
迫
田
が
営
ま
れ
て
お
り
、
東
部

か
ら
南
部
、
更
に
西
部
に
か
け
て
み
ら
れ
る
弧
上
の
丘
陵
の
裾
に
水
を
集
め
、
そ

れ
を
利
用
し
て
い
る
日
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
主
要
な
水
源
は
谷
頭
に
近
い
谷
の

西
部
寄
り
の

一
個
所
に
み
ら
れ
る
湧
水
で
あ
り
、
囲
り
に
小
さ
な
竹
象
を
も
ち
脇
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に
水
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
附
近
の
人
達
の

一
部
に
は
、
現
在
で
も
飲
料
水
に
用

い
て
い
る
と
の
事
で
あ
る
。
こ
の
湧
水
が
い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
始
め
た
か
は
知

る
よ
し
も
な
い
が
、
お
そ
ら
く
相
当
に
古
い
も
の
で
あ
り
、
地
点
が
多
少
異
動
し

て
い
る
と
し
て
も
当
遺
跡
が
営
ま
れ
て
い
た
当
時
に
使
用
さ
れ
た
水
源
と
考
え
得

る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
包
合
地
の
背
部
の
丘
陵
上
の

一
部
、
特
に
西
部
の
丘
陵

上
に
は
少
量
の
上
器
片
や
石
器
な
ど
を
採
集
し
得
る
こ
と
か
ら
、
当
遺
跡
と
の
関

連
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
る
も
の
と
み
ら
れ
た
。

第
五
日

　

（九
月
十
日
）

Ｉ
区
に
お
い
て
は
Ｉ
Ａ
１
４０

（地
表
下
三

・
七
米
？
三
米
）
を
主
と
し
て
検
討

し
た
。
こ
の
作
業
に
よ
る
と
御
領
式
の
甕
の
破
片
が
多
く
、
そ
れ
に
伴

っ
て
大
型

の
深
鉢
が
認
め
ら
れ
る
。
土
器
が
多
量
に
包
合
さ
れ
て
い
る
こ
の
層
は
混
炭
の
黒

色
土
層
と
し
て
認
め
ら
れ
、
こ
の
下
部
に
は
す
で
に
部
分
的
で
は
あ
る
が
黄
色
の

ロ
ー
ム
質
土
層
の
上
面
と
み
ら
れ
る
無
遺
物
層
が
あ
ら
わ
れ
始
め
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
遺
物
の
出
土
状
況
を
み
る
と
、
Ｉ
区
に
於
い
て
は
Ｉ
Ａ
に
最
も
多
く
包
合

さ
れ
、
次
い
で
Ｉ
Ｂ
１
２

か
ら
Ｉ
Ｂ
１
４
ま
で
に
多
く
合
ま
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
に
於
い

て
は
地
層
と
の
関
連
も
あ

っ
て
上
層
に
於
い
て
の
み
包
合
さ
れ
、
下
層
に
は
出
土

し
て
い
な
い
。

更
に
Ｉ
Ｃ
、
Ｉ
Ｄ
、
Ｉ
Ｅ
と
東
進
す
る
に
つ
れ
、包
合
層
が
薄
く
な
り
、Ｉ
Ｆ
に

於
い
て
は
溶
穴
凝
灰
岩
の
部
厚
い
層
が
地
表
の
近
ぐ
ま
で
認
め
ら
れ
る
。
従

っ
て

主
要
な
包
合
層
は
西
寄
り
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
Ｉ
区
に
於
け
る
Ｉ
Ａ
、
Ｉ

Ｂ
、Ｉ
Ｃ
、Ｉ
Ｄ
と
漸
次
包
合
層
が
薄
く
な
る
傾
向
と
合
わ
せ
て
原
地
形
を
復
元
し

て
考
え
る
と
、
新
道
の
カ
ー
ブ
の
部
分
に
近
く
主
要
な
包
合
地
が
所
在
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
Ｉ
区
に
於
け
る
出
土
遺
物
を
み
る
と
、Ｉ
Ｂ
に
於
い
て

西
平
式
の
上
恭
片
の
附
近
か
ら
ス
レ
ー
ト
製
の
小
型
有
孔
円
石
が
新
し
く
出
上
し

て
い
る
。ま
た
こ
れ
ま
で
の
概
ま
で
は
御
領
式
の
器
形
と
し
て
考
え
ら
れ
る
鉢
に
、

三
万
田
式
の
特
微
的
な
施
丈
と
み
ら
れ
る
扇
状
貝
圧
丈
や
、
ヒ
ゲ
状
の
細
線
羽
状

文
を
施
し
た
土
器
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
後
に
問
題
を
残
す
結
果
と
な

っ
た
。　
一
方
地
形
図
の
作
成
に
あ
た

っ
て
は
高
千
穂
高
校
の
林
科
の
学
生
の
参
加

を
得
て
効
果
的
な
地
形
断
面
の
作
図
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
結
果
、
Ａ
Ｂ

を
結
ぶ
線
の
延
長
上
と
Ｃ
点
に
近
い
原
点
か
ら
湧
水
の
所
在
す
る
方
向
に
地
形
の

傾
斜
が
み
ら
れ
、
仝
体
を
通
じ
て
東
北
の
方
向
に
流
れ
る
立
地
を
確
認
し
得

，た
。

作
業
終
了
後
、
夜
分
に
入

っ
て
高
千
穂
町
押
方
の
押
方

一
蔵
氏
が
同
氏
宅
地
内

に
於
い
て
採
集
さ
れ
た
縄
文
式
土
器
を
持
参
さ
れ
、
所
見
を
求
め
ら
れ
た
。
す
べ

て
押
型
文
で
あ
り
、
粗
い
殻
粒
丈
や
粗
雑
な
施
文
の
山
形
押
型
丈
で
あ

っ
た
。
底

部
は
な
か

っ
た
が
口
縁
部
の
断
面
が
や
や
外
反
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
九
州
内

に
於
い
て
は
出
水
下
層
式
や
小
畑
原
式
に
関
係
の
深
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

第
六
日

　

（九
月
十

一
日
）

甕
、
鉢
、
皿
、
重
な
ど
の
上
器
に
於
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
出
上
し
て
い
る
も
の

と
大
差
を
認
め
な
い
が
、
土
製
品
に
新
資
料
を
得
た
。
Ｉ
Ａ
１
４０
に
於
け
る
上
偶

と
、
Ｉ
Ｂ
に
於
い
て
出
土
し
た
三
角
形
土
製
品
、
な
い
し
は
三
角
土
偶
が
そ
れ
で

あ
る
。
Ｉ
Ａ
１
１０
の
上
偶
は
頭
部
の
欠
損
を
除
い
て
ほ
ぼ
完
形
に
近
い
も
の
で
あ

り
、
近
く
に
角
礫
の
出
上
を
見
た
。
こ
れ
が
土
偶
を
埋
蔵
す
る
に
あ
た

っ
て
の
追

構
か
否
か
に
つ
い
て
は
確
証
は
得
ら
れ
な
か

っ
た
。　
一
方
Ⅲ
Ａ
か
ら
脚
台
及
び
有

孔
円
板
が
出
上
し
た
。
脚
台
は
前
日
確
認
さ
れ
た
鉢
を
主
体
と
し
た
三
万
日
系
の

土
器
の
下
部
よ
り
出
土
し
た
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｂ
の
下
層
よ
り
出
土
し
た
復
元
可

能
の
小
鉢
は
器
形
に
於
い
て
御
領
式
の
様
相
が
窺
え
、
施
丈
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
は
三
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は
三
万
日
系
の
羽
状
文
と
い
う
特
徴
的
な
土
器
で
あ
る
。

石
洛
で
は
特
に
変
化
が
な
く
、
扁
平
な
打
製
石
斧
が
多
く
、
石
鏃
は
数
を
増
し

計
三
十
点
近
く
の
出
土
を
み
た
よ
う
で
あ
る
。
作
業
の
進
行
上
、　
一
部
に
残
し
た

階
段
部
の
点
検
を
行
な
う
必
要
が
生
じ
、
上
部
か
ら
は
ず
し
て
い
っ
た
が
、
こ
こ

の
調
査
に
於
い
て
は
姫
島
産
と
考
え
ら
れ
る
黒
燿
石
を
使
用
し
た
バ
チ
形
の
打
製

石
器
が
出
土
し
、
ま
た
阿
蘇
産
の
黒
躍
石
を
原
材
と
し
た
か
と
思
わ
れ
る
小
形
ブ

レ
イ
ト
状
の
石
器
が
数
点
出
土
し
て
い
る
。
ｌ
Ｃ
に
於
い
て
出
土
を
み
た
縦
形
の

変
質
頁
岩
製
の
石
匙
も
新
資
料
と
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
自
然
遺
物
で
は
前
日
来
、
炭
化
し
た
ト
チ
の
実
が
数
を
増
し
て
お
り
、

１
区
に
於
い
て
比
較
的
に
量
の
多
い
獣
骨
片
ま
た
は
骨
粉
も
か
な
り
出
上
し
、
サ

メ
の
歯
と
考
え
ら
れ
た
魚
骨
も
Ｉ
Ｃ
よ
り
採
集
さ
れ
て
い
る
。

夕
食
後
、
地
元
の
要
請
も
あ

っ
て
、
中
間
的
な
報
告
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
八
幡

石
川
、
寺
原
が
参
加
し
た
。

第
七
日

　

（九
月
十
二
日
）

前
日
ま
で
の
作
業
で
当
初
の
目
的
を
ほ
ぼ
終
了
す
る
こ
と
に
な
り
、
断
面
図
の

作
成
と
無
遺
物
層
の
最
終
的
な
確
認
の
み
を
残
す
こ
と
と
な

っ
た
。
前
夜
来
の
雨

の
た
め
地
表
が
洗
わ
れ
て
お
り
、
炭
化
し
た
ト
チ
の
実
な
ど
は
む
し
ろ
採
集
に
好

条
件
と
な
り
、
中
で
も
Ｉ
Ａ
１
１１
か
ら
小
玉
が

採

集
さ
た
れ
の
は
幸

運
で
あ

っ

た
。
こ
の
小
玉
を
出
上
し
た
Ｉ
Ａ
１
１１
に
於
い
て
、
西
平
式
の
上
器
が
出
上
し
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の

一
群
の
土
器
を
も

っ
て
ｄ
退
物
の
包
合
が
終
る
も
の
と
み
ら
れ

黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
が
全
面
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
断
面
図
の
作
成
も
午
後
に
は

終
了
し
、
こ
れ
を
も

っ
て
今
回
の
調
査
も

一
応
の
終
止
待
を
打

つ
こ
と
が
出
来
た
。

な
お
八
幡
は
午
前
中
に
、
日
高
、
吉
野
は
午
後
に
な

っ
て
帰
途
に
つ
き
、
整
理
は

賀
川
、
石
川
、
鈴
木
の
お
こ
な
う
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

午
後
賀
川
、
石
川
が
中
心
と
な

っ
て
、
地
元
部
落
の
人
達
と
座
談
会
を
も
ち
、

当
遺
跡
の
保
護
の
問
題
が
中
心
と
し
て
話
さ
れ
、
地
元
民
の
積
極
的
な
意
見
が
問

か
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

第
八
日

　

（九
月
十
三
日
）

前
日
に
終
了
し
た
今
回
の
調
査
も
、
資
料
の
発
送
を
も

っ
て
現
地
に
別
れ
、
年

後
石
川
、
寺
原
、
鈴
木
に
よ
る
地
元
関
係
者
に
対
す
る
挨
拶
廻
り
に
よ

っ
て

一
段

落
を
み
、
発
掘
さ
れ
た
資
料
は
県
立
博
物
館
の
保
管
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

以
上
九
月
六
日
よ
り
、
同
十
三
日
に
わ
た
る
今
回
の
調
査
は
、
宮
崎
県
教
育
委

員
会
を
主
催
者
と
し
、
次
の
調
査
員
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

東
京
大
学
講
師
　
　
　
　
八
　
幡

　

一　

郎

九
州
大
学
教
授
　
　
　
　
鏡
　
山
　
　
　
猛

別
府
大
学
教
授
　
　
　
　
賀
　
川
　
光
　
夫

県
文
化
財
専
問
委
員
　
　
石
　
川
　
恒
太
郎

県
文
化
財
専
問
委
員
　
　
柳
　
　
　
宏
　
吉

県
文
化
財
専
問
委
員
　
　
日
　
一局
　
正
　
晴

大
淀
高
校
教
諭
　
　
　
　
士
四
　
野
　
中
心　
行

県
社
会
教
育
課
主
事
　
　
寺
　
原
　
俊
　
史

県
立
博
物
館
学
芸
員
　
　
鈴
　
木
　
重
　
治

以
上
今
回
の
調
査
の
目
的
と
そ
の
経
過
に
つ
い
て
概
要
を
記
し
た
が
、
さ
き
に

も
触
れ
た
通
り
調
査
の
目
的
の

一
部
に
行
政
上
の
問
題
も
あ
り
、
調
査
期
間
が
短

期
間
で
も
あ

っ
た
た
め
、
当
初
計
画
し
た
迪
跡
の
全
面
的
な
発
掘
が
お
こ
な
え
ず

今
後
に
問
題
を
残
す
点
も
多
々
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
日
の
調
査
に
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期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
高
千
穂
町
教
育
長
甲
斐
清
喜
氏
を
は
じ
め
と
す
る
地
元

の
協
力
に
よ

っ
て
な
し
得
た
今
回
の
調
査
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
研
究
上
の
指
針

と
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

（鈴
木
）

①
　
宮
崎
県
教
育
委
員
会

「下
弓
田
遺
跡
」
昭
和
三
十
六
年
。

②
　
現
在
、
宮
崎
県
立
博
物
館
に
保
管
。

③
　
熊
本
女
子
大
学
乙
益
重
隆
氏
の
教
示
に
よ
る
。

①
　
若
林
勝
邦
氏

「
日
向
に
き
亦
石
器
時
代
の
痕
跡
あ
り
。
」
東
京
人
類
学
会
雑
誌
第

七
巻
第
七
十
一
号
明
治
二
十
五
年
。

③
　
高
千
穂
高
等
学
校
郷
上
部

「高
千
穂
地
方
出
土
品
地
名
表
・
出
土
品
分
布
顕
」

昭
和
二
十
九
年

◎
　
柳
宏
古

「陣
内
遺
跡
」
宮
崎
県
教
育
委
員
会
。
宮
崎
県
文
化
財
調
査
載
告
第
二
韓

昭
和
三
十
三
年

⑦
　
神
道
文
化
会

「高
千
穂
・
阿
蘇
」
昭
和
三
十
六
年
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第
二
章
　
遣

跡

第

一
節
　
遺
跡

を
め
ぐ
る
環
境

九
州
の
中
央
部
か
ら
北
東
に
走
る
阿
蘇
火
山
帯
は
、
日
杵

・
八
代
構
造
線
を
南

限
と
し
、
そ
の
中
央
に
於
い
て
い
ま
な
お
阿
蘇
が
活
動
し
て
い
る
。
更
に
九
州
最

高
の
山
塊
を
な
す
久
住
、
大
船
山
を
中
心
と
し
た
休
火
山
群
は
阿
蘇
の
東
北
だ
位

置
し
、
こ
の
流
出
溶
岩
が
阿
蘇
溶
岩
の
下
部
に
地
構
帯
の
深
部
組
織
と
な

っ
て
確

認
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
臼
杵
、
八
代
構
造
線
に
北
接
し
て
阿
蘇
外
輪
山
の
南
東
部

よ
り
東
に
走
る
祖
母

（
一
七
五
九
米
）
、
本
谷
山

（
一
六
四
四
米
）
、
傾
山

（
一

六
〇
四
米
）
の
山
系
は
豊
後
、
日
向
を
分
け
、
現
在
に
於
い
て
も
大
分
、
宮
崎
の

県
境
の

一
部
を
作

っ
て
い
る
。
こ
の
祖
母
山
の
南
約
五
十
粁
に
当
遺
跡
の
所
在
す

る
高
千
穂
町
は
位
置
し
て
い
る
。
九
州
山
脈
の
中
央
部
に
於
け
る
宮
崎
県
側
の
山

系
に
源
を
持
つ
五
ケ
瀬
川
は
、
阿
蘇
外
輪
山
に
向
け
て
北
流
し
、　
一
時
熊
本
県
側

に
入
り
、
宮
崎
県
に
戻

っ
て
東
流
し
、
延
岡
に
至

っ
て
日
向
灘
に
注
い
で
い
る
。

高
千
穂
町
は
こ
の
五
ケ
瀬
川
が
蛇
行
し
な
が
ら
深
い
漠
谷
を
作

っ
て
貫
流
す
る
上

流
に
位
置
し
、
三
田
井
盆
地
内
に
あ

っ
て
、
幼
年
期
的
な
地
形
が
囲
り
を
か
こ
ん

で
い
る
。
ま
た
三
田
井
盆
地
内
に
は
、
本
流
を
な
す
五
ケ
瀬
川
の
小
文
流
に
よ
っ

て
開
析
さ
れ
た
谷
間
が
多
く
の
起

ヽ
伏
治
作
る
と
と
も
に
、
川
を
換
ん
だ
台
地
は
ほ

ぼ
同
じ
よ
う
な
等
高
線
を
示
し
て
お
り
、
も
と
の

一
つ
の
台
地
を
想
像
さ
せ
る
。

従

っ
て
小
台
地
上
は
平
担
部
を
残
し
て
い
る
。
陣
内
遺
跡
は
こ
の
よ
う
な
小
台
地

の
北
側
に
開
析
さ
れ
た
谷
を
有
す
る
谷
頭
に
位
置
し
て
い
る
。
従

っ
て
東
部
よ
り

南
東

へ
、
更
に
南
よ
り
南
西
部
に
か
け
て
連
な
る
小
台
地
の
北
側
に
位
置
し
、
谷

を

へ
だ
て
て
更
に
小
丘
陵
を
み
る
と
い
っ
た
地
形
に
よ

っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
形
は
三
田
井
盆
地
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
ば
か
り
か

附
近
の
台
地
上
、
丘
陵
の
斜
面
、
台
地
の
裾
な
ど
に
は
多
く
の
遺
跡
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
先
史
時
代
関
係
の
遺
跡
の
み
に
つ
い
て
も
高
千
穂
口
内
だ
け
で
百
個
所

に
近
い
出
土
地
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
組
丈
時
代
関
係
の
遺
跡
は
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
次
の
通
り
で
あ
る
。

１
　
一局
千
穂
町
　
　
　
　
一二
田
井
　
　
　
　
川
登
コ
ガ
堂

（早
期
）

２
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
小
河
内

（早
期
）

３
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
上
川
登
尾
谷

４
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
中
川
全
栃
又

５
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
浅
ケ
部

（後
期
）

６
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
陣
内
ダ
チ
ミ

（後
、
晩
期
）

ア
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
陣
内
車
迫
（早
、
前
、
後
、
晩
期
）

８

　

〃
　

　

　

　

　

″
　

　

　

　

セ
ベ
ッ
ト



″
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
上
原
平

（早
期
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
御
塩
井

（後
期
）

″
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
尾
ノ
上

〃
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
高
千
穂
高
等
学
校
内

（後
晩
期
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
高
千
穂
小
学
校
内

（後
晩
期
）

″
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
神
殿

〃
　
　
　
　
　
　
押
方
　
　
　
　
　
本
組

〃
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
五
ケ
村
仮
屋

（早
、
晩
期
）

″
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
下
押
方
イ
ノ
コ

〃
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
下
押
方

（早
、
晩
期
）

〃
　
　
　
　
　
　
岩
一戸
　
　
　
　
　
五
ケ
村

（早
期
）

〃
　
　
　
　
　
　
田
原
　
　
　
　
　
西
山
宮

″
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
河
内
西

（早
期
）

″
　
　
　
　
　
　
北
萱
場

″
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
北
中
園

″
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
薄
糸
平

（早
期
）

必
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
小
川
内

（早
期
）

％
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
一一一田
井
　
　
　
　
字
岩
戸
越

以
上
は
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
地
名

表
①

に
最

近

確

認
さ
れ
た
遺

跡
か
ら
採
集
さ
れ
た
資
料
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
主
要
な
資
料
は
高
千
穂
高
等

学
校
、
高
千
穂
屯
学
校
及
び
県
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
な
お

（　
　
）

内
に
示
し
た
時
期
は
、
実
見
し
得
た
の
も
に
つ
い
て
の
み
記
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
る
と

一
部
を
除
い
て
早
期
末
の
押
型
女
土
黙
及
び
後
期
初
頭
の
西
平
式

か
ら
御
領
式
に
至
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
中
期
に
属
す
る
と
考
え
得
る
資
料

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
二
十
数
個
所
に
及
ぶ
遺
跡
の
確
認
は
多
く
の
研

究
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
史
的
に
み
る
と
、
浜
田
耕
作
、
若

林
勝
邦
、
若
山
甲
蔵
、
梅
原
末
治
、
三
浦
敏
、
瀬
之
口
伝
九
郎
、
石
川
恒
太
郎
、

柳
宏
吉
ら
の
各
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

陣
内
遺
跡
を
は
じ
め
、
三
田
井
盆
地
内
に
所
在
す
る
遺
跡
は
五
ケ
瀬
川
及
び
そ

れ
に
注
ぐ
小
文
流
に
よ

っ
て
、
生
活
を
支
え
る
水
に
事
欠
か
な
い
が
、
こ
と
陣
内

遺
跡
に
限

っ
て
み
る
と
北
東
部
に
開
析
さ
れ
て
北
に
走
る
谷
の
西
寄
り
部
分
、
遺

跡
の
北
北
東
約
二
百
米
、
比
高
に
し
て
約
二
十
米
の
個
所
に
、
小
道
に
よ

っ
て
切

ら
れ
た
台
地
の
裾
に
湧
水
が
あ
る
。
こ
の
湧
水
の
地
点
が
多
少
移
動
し
て
い
る
と

し
て
も
、
遺
跡
を
営
ん
だ
肖
時
の
人
達
を
も
さ
さ
え
て
い
た
Ｃ
で
あ
ろ
う
こ
と
は

窺
え
る
。
反
面
遺
跡
の
所
在
す
る
地
点
は
北
面
す
る
谷
頭
に
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て

日
照
に
充
分
恵
ま
れ
ず
、
現
在
の
包
合
地
に
単
独
で
遺
跡
が
営
ま
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
従

っ
て
附
近
に
あ
る
遺
物
散
布
地
と
の
関
連
に
於
い
て
考
え
る
必
要

が
生
じ
て
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
包
合
地
と
の
比
高
二
米
内
外
の
新
道

を

へ
だ
て
た
西
側
に
於
け
る
散
布
地
と
の
関
連
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
原

地
形
を
復
元
し
て
み
る
と
、
こ
の
台
地
上
に
み
ら
れ
る
散
布
地
は
包
含
地
と
の
接

続
が
当
然
比
定
さ
れ
、
平
坦
な
台
地
上
か
ら
斜
面

へ
と
続
く
比
較
的
に
大
き
な
遺

跡
に
復
元
さ
れ
得
る
ギ
か
く
し
て
道
路
の
開
撃
や
古
く
造
成
さ
れ
た
宅
地
に
よ

っ

て
遺
跡
が
切
断
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
曽
初
の
遺
跡
の
広
が
り

は
、
東
方
に
向

っ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
な
く
南
部
及
び
西
部
に
み
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、泣退
物
の
散
布
ば
か
り
か
、旧
道
を

へ
だ
て
て
東
方
に
管
え
る
阿
蘇
火
山

灰
の
溶
結
凝
解
岩
か
ら
な
る
崖
面
が
、
大
き
く
答
え
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
容

24 23 22 21  20  19 18 17 46 15 44 13 42 11  10  9
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易
に
理
解
し
得
る
。
遺
跡
附
近
の
現
況
か
ら
し
て
包
合
地
の
主
要
な
地
点
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
る
れ
部
分
は
、公
民
館
の
建
築
に
よ
る
土
取
り
作
業
、及
び
新
道
の
開

撃
に
よ

っ
て
除
か
れ
、
調
査
し
得
な
い
が
、
旧
道
及
び
新
道
に
よ

っ
て
と
り
囲
ま

れ
る
ほ
ぼ
三
角
形
状
の
二
十
坪
程
度
を
、
包
合
地
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

二
節

　
包
含

層

の
状

態

追
跡
の
調
査
で
は
包
合
地
そ
の
も
の
の
面
積
が
比
較
的
小
規
模
で
あ
る
た
め
、

当
初
の
計
画
で
は
主
要
な
ト
レ
ン
チ
を
設
定
後
、
全
面
に
わ
た

っ
て
調
査
を
行
う

見
通
し
を
も

っ
て
い
た
が
、　
一
部
に
於
け
る
包
含
層
の
厚
さ
と
調
査
日
程
と
の
関

係
も
あ

っ
て
、
今
回
の
調
査
に
於
い
て
は
、
遺
跡
の
現
状
歩
哉
大
限
に
保
存
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
、
新
道
に
面
し
た
張
り
出
し
部
に
調
査
の
主
眼
を
置
い
た
。
か

く
て
調
査
区
を
第
１
区
と
第
２
区
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
層
位
調
査
に
重
点
を
置
い

て
作
業
を
お
こ
な

っ
た
。

両
区
を
通
じ
て
い
え
る
基
本
的
な
層
序
関
係
は
、
上
層
か
ら
表
土

（無
遺
物
層

）
、
混
炭
の
協
色
粘
質
土
層

（遺
物
包
含
層
）
、
混
炭
の
黒
色
土
層

（遺
物
包
合

層
）、
黒
褐
色
土
層

（遺
物
包
含
層
）
、
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層

（無
遺
物
層
）、
暗

灰
色
溶
結
凝
灰
岩
層

（無
遺
物
層
）
の
六
層
が
指
摘
さ
れ
る
。
な
お
無
遺
物
層
を

除
い
て
遺
物
包
合
層
の
地
層
に
於
い
て
は
、
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
若
干
の
間
層
を
入

れ
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
こ
れ
は
Ｉ
区
に
於
い
て
み
ら
れ
る
が
Ｉ
区
に
於
い
て
は

み
ら
れ
な
い
。
主
要
な
包
合
層
と
な

っ
た
二
？
四
層
は
縄
文
式
時
代
以
前
及
び
そ

れ
以
後
の
資
料
を
包
合
せ
ず
、
す
べ
て
土
器
を
主
体
と
し
た
組
丈
式
時
代
の
追
物

の
み
を
包
合
す
る
。
キ
た
台
地
北
斜
面
の

一
部
を
と
り
の
ぞ
い
た
谷
頭
に
位
置
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
地
層
は
全
体
と
し
て
南
西
よ
り
北
東
に
か
け
て
相
当
に
急
な

傾
斜
を
も

っ
て
い
る
。
一
方
二
ど
四
層
の
遺
物
包
合
層
内
に
あ

っ
て
は
、四
層
の
下

部
に
安
定
し
た
後
期
の
包
合
層
が
み
ら
れ
、
若
子
の
み
だ
れ
が
指
摘
さ
れ
て
も
三

層
、
一
一層
と
上
層
に
い
く
に
つ
れ
後
期
末
葉
か
ら
晩
期
ｏ
土
恭
が
出
上
し
て
い
る
。

Ｉ
　
　
区

主
要
包
含
地
の
北
東
部
に
み
ら
れ
る
張
り
出
し
部
に
設
定
さ
れ
た
Ｉ
区
は
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
の
小
区
に
区
分
さ
れ
、
Ｆ
を
除
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
米
の
幅

を
持

っ
て
い
る
。
Ａ
区
、
Ｂ
区
に
於
い
て
は
特
に
張
り
出
し
が
強
く
、
し
た
が

っ

て
調
査
さ
れ
た
面
積
は
他
の
小
区
に
比
し
て
大
き
い
。
更
に
遺
物
包
合
層
も
厚
く

出
土
の
資
料
も
多
い
。
Ａ
点
、
Ｂ
点
を
結
ぶ
Ｉ
区
の
南
西
部
の
断
面
に
よ

っ
て
そ

の
層
位
を
み
る
と
、
Ａ
区
に
於
い
て
は
、
第

一
層
の
表
土
は
五
十
糎
内
外
み
ら
れ

三
層
の
褐
色
粘
質
土
層
は
二
米
に
及
ぶ
厚
い
包
合
層
と
な

っ
て
お
り
、
ゆ
る
や
か

に
北
西
部
に
向

っ
て
傾
斜
し
て
い
る
。
こ
の
上
部
に
於
い
て
は
粗
製
の
晩
期
の
上

器
を
出
し
、後
期
の
資
料
は
、よ
り
下
部
に
於
い
て
認
め
ら
れ
る
。
三
層
の
黒
色
土

層
は
四
十
糎
内
外
あ

っ
て
混
炭
の
度
は
二
層
よ
り
高
く
、
し
ば
し
ば
木
炭
片
が
出

上
し
、
後
期
の
資
料
が
す
べ
て
で
あ
る
。
四
層
は
北
西
に
寄

っ
て
薄
く
十
糎
内
外

で
あ
る
が
北
東
に
行
く
に
つ
れ
て
厚
み
を
増
し
、
二
十
糎
内
外
に
及
ん
で
い
る
。

こ
の
層
は
下
部
に
続
く
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
の
上
面
に
位
置
し
、
後
期
の
上
春
を

安
定
し
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
競
下
部
に
み
ら
れ
た
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
は

無
遺
物
層
で
あ

っ
て
、
ゆ
る
や
か
に
北
東
に
向

っ
て
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。

Ｂ
区
に
於
い
て
は
、
Ａ
区
に
み
ら
れ
た
基
本
的
な
地
層
の
堆
積
に
加
え
て
三
個

所
に
間
層
が
み
ら
れ
る
。　
一
層
と
二
層
の
間
の
黒
色
土
層
と
、
三
層
と
四
層
の
間

の
褐
色
粘
質
土
層
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
黒
色
土
層
は
三
層
の
黒
色
土
層
に
つ
ら

な
る
も
の
で
あ
り
、
Ｃ
区
、
Ｂ
区
を
経
て
Ａ
区

へ
と
続
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
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こ
の
混
炭
の
黒
色
土
層
を
中
心
と
し
て
み
る
と
、
褐
色
粘
質
土
層
が
Ｂ
区
に
於
い

て
は
間
層
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
褐
色
粘
質
土
層
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た

三
層
と
四
層
の
間
の
間
層
は
、　
一
部
に
黒
色
土
層
の
入
り
込
み
が
み
ら
れ
る
が
二

十
糎
か
ら
二
十
糎
の
厚
み
を
持

っ
て
Ａ
区
の

一
部
、
Ｃ
区
の

一
部

へ
と
ひ
ろ
が

っ

て
い
る
。上
層
に
み
ら
れ
る
褐
色
粘
質
土
層
と
は
、色
調
に
於
い
て
変
ら
な
い
が
、

そ
の
粘
質
度
に
於
い
て
違
い
を
み
せ
、
よ
り
粘
質
性
が
高
い
。
遺
物
の
包
合
は
、

上
部
の
黒
色
土
層
中
に
晩
期
の
資
料
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
す
べ
て
後
期
の
資
料
で

あ
り
下
部
の
黒
色
土
層
及
び
黒
褐
色
土
層
中
に
特
に
多
く
の
資
料
の
出
上
を
み
て

い
る
。
間
に
褐
色
の
粘
質
土
層
を
扶
ん
だ
こ
の
二
層
は
、
石
組
の

一
部
か
と
考
え

ら
れ
る
角
礫
の
出
土
と
合
せ
て
、
安
定
し
た
状
態
で
の
資
料
の
埋
蔵
が
指
摘
さ
れ

る
。
地
表
及
び
上
層
に
位
置
し
た
褐
色
粘
質
土
層
の
上
面
に
み
ら
れ
た
北
東
に
向

う
傾
斜
を
除
き
、
す
べ
て
の
層
は
ほ
ぼ
水
平
で
あ
る
。

Ｃ
区
に
於
け
る
摺
序
は
、
や
・
複
雑
で
あ

っ
て
間
層
の
入
り
込
み
が
多
い
。
地

表
が
北
東
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
は
、
二
層
、
三
層
の
上
面
の
傾
斜
と
関
連
し
て

い
る
が
、
下
層
に
於
い
て
は
、
こ
れ
に
反
し
て
北
西
に
傾
斜
し
て
い
る
。
基
盤
の

黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
が
北
西
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
下
層
に
み

ら
れ
た
遺
物
包
含
層
の
各
層
が
左
右
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
相
当
に
急
な
地

表
の
北
東
に
向
け
て
の
傾
斜
と
、反
対
の
方
向
に
傾
斜
す
る
基
盤
と
に
よ

っ
て
、包

合
層
全
体
は
や
や
薄
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も

一
・
六
米
か
ら
二

・
六
米
に
及
ん
で

遺
物
を
包
合
し
て
い
る
。
表
土
に
次
い
で
み
ら
れ
た
黒
色
土
層
は
北
東

へ
の
傾
斜

を
も
ち
な
が
ら
Ｅ
区

へ
と
続
き
、
更
に
褐
色
粘
質
土
層
を
換
ん
で
反
対
の
方
向
に

傾
斜
し
な
が
ら
、
主
要
な
包
合
層
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
黒
色
土
層
中
に
は
Ｅ
区

か
ら
つ
ら
な
る
黒
褐
色
土
層
の
間
層
を
狭
ん
で
後
期
の
資
料
が
出
土
し
て
い
る
ｃ

黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
の
無
遺
物
層
に
接
す
る
黒
褐
色
土
層
と
の
関
係
は
明
瞭
で
な

い
が
、
地
層
の
乱
れ
に
よ

っ
て
遊
離
し
、
黒
色
土
層
中
に
間
層
と
な

っ
て
確
認
さ

れ
た
と
も
み
ら
れ
る
。
上
層
の
黒
色
土
層
中
に
数
点
の
晩
期
の
上
器
が
出
上
し
て

い
る
が
、
遺
物
包
合
層
と
し
て
は
、
最
下
の
黒
褐
色
土
層
を
は
じ
め
と
し
て
後
期

の
資
料
を
多
く
出
上
し
て
い
る
。

Ｄ
区
に
於
け
る
遺
物
の
包
合
は
二
層
の
黒
色
土
層
中
の
み
で
あ
り
、
そ
の
包
合

層
も
Ｅ
区
に
寄

っ
て
急
に
薄
く
な
り
、
包
含
層
自
体
が
消
滅
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
出
上
の
遺
物
も
少
く
、
後
期
の
資
料
が
少
量
出
土
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
は
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
が
東
北
に
向

っ
て
急
傾
斜
で
上
昇
し
て
い
る
こ
と
に

よ

っ
て
お
り
、
Ｄ
区
に
寄

っ
た
Ｅ
区
の
端
で
は
、
こ
の
層
が
地
表
下
二
十
糎
内
外

に
し
て
み
ら
れ
る
。
Ｄ
区
に
於
い
て
消
滅
し
た
遺
物
包
合
層
の
下
部
に
形
成
さ
れ

て
い
る
地
娼
は
、Ｅ
区
、Ｆ
区
に
於
い
て
そ
の
下
部
の
地
層
を
明
確
に
し
て
い
る
。

Ｅ
区
に
於
い
て
は
、
表
上
の
直
下
に
責
色

ロ
ー
ム
質
上
層
が
み
ら
れ
、
主
と
し

て
北
西
に
傾
斜
し
て
お
り
、
そ
の
下
部
に
は
更
に
急
傾
斜
を
も

っ
た
状
態
で
、
暗

灰
色
の
溶
結
凝
灰
岩
の
地
層
が
続
い
て
い
る
。

Ｆ
区
に
至
る
と
、
表
土
は
ご
く
薄
く
な
り
、
十
糎
に
満
た
な
い
程
で
あ
り
、
す

ぐ
に
溶
結
凝
灰
岩
の
層
に
接
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
Ｉ
区
に
お
い
て
は
、最
下
層
に
溶
結
凝
灰
岩
を
み
て
、
そ
の
上

部
に
接
す
る
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
と
と
も
に
、北
西
に
向
け
て
傾
斜
し
、
そ
の
上
部

に
遺
物
の
包
含
層
を
み
る
が
、
こ
の
包
含
層
は
い
く
つ
か
に
細
分
し
得
る
に
し
て

も
、
北
東
部
に
寄

っ
て
消
滅
し
、
主
要
な
包
含
層
は
北
西
部
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
更
に
地
表
が
全
体
と
し
て
北
東
に
流
れ
て
い
る
の
と
合
せ
、
包
合

地
の
主
要
な
地
点
は
ｄ
返
跡
の
北
西
部
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
遺
物
の
包
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合
の
状
態
か
ら
、
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
の
上
面
に
接
す
る
安
定
し
た
後
期
の

一
群

の
資
料
と
、
厚
い
包
合
層
を
も

っ
た
後
期
の
上
器
、
更
に
上
層
に
於
い
て
出
上
し

た
晩
期
の
資
料
と
を
大
別
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｉ
　
　
区

Ａ
点
を
基
点
と
し
て
、Ｉ
区
に
Ｌ
字
状
に
南
部
に
接
す
る
形
で
、設
定
し
た
の
が

Ｉ
区
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
包
合
地
の
西
部
の
端
に
位
置
し
、
新
道
に
面
し
て
い

る
。
Ａ
点
、
Ｃ
点
を
結
ぶ
線
よ
り
西
部
に
張
り
出
さ
れ
た
こ
の
地
区
は
、
南
よ
り

北
に
向
け
ゆ
る
や
か
に
下
降
し
た
傾
斜
を
も
ち
、
上
層
よ
り
下
層
に
い
く
に
つ
れ

そ
の
傾
斜
の
度
が
増
し
、
基
盤
と
な

っ
て
い
る
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
に
於
い
て
は

四
十
五
度
に
近
い
勾
配
を
持

っ
て
北
に
流
れ
て
い
る
。
主
要
な
包
合
層
は
地
層
に

於
い
て
二
つ
に
区
分
さ
れ
、
表
上
に
接
し
た
褐
色
粘
質
土
層
と
、
そ
の
下
部
の
黒

色
土
層
と
に
遺
物
が
み
ら
れ
る
。
北
よ
り
Ｉ
Ａ
、
Ｉ
Ｂ
、
Ｉ
Ｃ
、
Ⅱ
Ｄ
と
区
分
し

た
二
米
幅
の
小
区
に
よ

っ
て
遺
物
の
包
合
状
態
を
み
る
と
、
ｌ
Ａ
よ
り
Ｉ
Ｄ
に
移

る
に
つ
れ
包
合
層
は
薄
く
な
り
、
Ａ
点
に
近
く
二

・
五
米
程
に
わ
た

っ
て
み
ら
れ

た
も
の
が
、
Ｃ
点
の
近
く
で
は
二
十
糎
内
外
に
の
み
遺
物
が
包
合
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
に
於
い
て
は
、
表
上
は
四
十
糎
内
外
か
ら
五
十
糎
内
外

へ
と
厚
さ
を
増
し

て
Ａ
点
に
至

っ
て
お
り
、
そ
の
下
部
の
褐
色
粘
質
土
層
は
、　
一
二
二
米
か
ら

一
・

四
米
の
厚
み
を
も

っ
て
北
に
傾
斜
し
、
Ｉ
区
に
接
す
る
部
分
に
於
い
て
は
、
二
米

に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
層
が
下
層
の
混
炭
の
黒
色
土
層
と
と
も
に
主
要
な
包
合
層

と
な

っ
て
い
る
。黒
色
土
層
の
調
査
は
そ
の
下
部
に
於
い
て
、全
面
に
わ
た
る
調
査

が
お
こ
な
え
ず
、
Ｉ
区
に
接
す
る
部
分
に
於
い
て
、
基
盤
と
な

っ
て
い
る
女
色

ロ

ー
ム
質
土
層
の
点
検
を
な
し
得
た
の
み
で
あ

っ
た
。
主
要
な
辿
物
の
出
土
状
況
を

み
る
と
、
二
層
の
褐
色
粘
質
上
層
の
下
部
に
近
く
後
期
御
領
式
の
鉢
、
甕
、
皿
を

多
く
出
上
し
、
炭
化
し
た
ト
チ
の
実
が
上
器
に
接
し
て
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
下
層

に
於
い
て
は
、
黒
色
土
層
中
に
入

っ
て
、
後
期
の
三
万
田
式
の
脚
台
な
ど
の
出
土

を
見
、
よ
り
下
部
拒
至

っ
て
西
平
式
の
破
片
が
木
炭
片
な
ど
と
も
に
出
上
し
て
い

′
ρ

。

Ｉ
Ｂ
に
於
い
て
は
、
表
上
の
厚
さ
は
Ｉ
Ｃ
に
寄

っ
て
多
少
厚
さ
を
増
し
て
い
る

が
、
Ｉ
Ａ
と
ほ
ぼ
変
ら
な
い
。
三
層
の
褐
色
粘
質
土
層
中
の
や
や
上
部
に
、
黒
褐

色
粘
質
上
の
間
層
が
十
糎
か
ら
二
十
糎
に
み

た

な

い
状

態
で
狭
ま
れ
て
い
る
点

と
、
Ｉ
Ｃ
に
寄

っ
た
部
分
の
最
下
に
、
黄
色

ロ
ー
ム
質
上
の
基
盤
が
、
急
傾
斜
で

確
認
さ
れ
た
点
が
Ｉ
Ａ
と
異
な
る
層
序
で
あ
る
が
、
こ
の
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
は

Ａ
点
に
近
ず
く
に
つ
れ
て
ゆ
る
や
か
に
傾
斜
し
、
Ｉ
区
に
み
ら
れ
た
無
遺
物
層
の

基
盤
に
つ
づ
く
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
遺
物
の
包
合
は
、
褐
色
粘
質
土
層
の
下
部

の
近
く
に
集
中
す
る

一
群
と
、
黒
色
土
層
中
に
存
す
る
も
の
と
に
め
ば
し
い
も
の

が
あ
る
。
褐
色
粘
質
土
層
中
に
お
け
る
も
の
は
、
後
期
の
御
領
菰
に
属
す
る
も
の

が
多
い
が
、
そ
の
下
部
に
於
い
て
、
口
縁
部
を
上
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
破
片
が
接

す
る
状
態
で
出
上
し
た
鉢
は
、
復
元
し
て
み
る
と
、
恭
形
に
於
い
て
後
期
の
御
領

式
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
施
史
に
於
い
て
後
期
の
三
万
田
式
特
有
の
髭
状
の
羽
状
文

が
み
ら
れ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
形
式
概
念
で
は
と
ら
え
難
い
資
料
で
あ
る
。

黒
色
土
層
中
に
於
い
て
、
西
平
式
の
上
恭
片
に
接
す
る
状
態
で
出
上
し
た
ス
レ
ー

ト
製
の
有
孔
円
石
も
、
こ
の
Ｉ
Ｂ
に
於
い
て
出
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
に
於
い
て
は
、
二
層
の
褐
色
粘
質
土
層
の
ほ
ぼ
中
位
に
、
ゆ
る
や
か
な
傾

斜
を
も

っ
て
層
の
形
成
と
平
行
し
た
状
態
で
、
水
分
の
吸
収
に
よ
り
も
ろ
く
な

っ

た
獣
骨
の

一
群
が
多
量
に
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
近
辺
か
ら
は
、
後
期
の
御
領
式

の
上
器
片
が
多
く
出
上
し
て
お
り
、
包
合
の
状
態
は
良
好
で
あ

っ
た
。
黒
色
土
層
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は
こ
の
小
区
か
ら
急
傾
斜
で
上
昇
し
、
Ｉ
Ｄ
に
寄

っ
た
部
分
で
三
十
糎
内
外
と
薄

く
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
西
平
式
の
主
要
な
包
合
層
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
地

層
が
薄
い
の
は
、
下
部
の
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
の
急
な
傾
斜
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ

て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

Ｉ
Ｄ
は
当
遺
跡
の
う
ち
で
最
も
包
合
屋
が
薄
い
地
区
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
に
寄

っ
た

部
分
で
消
滅
し
て
い
る
褐
色
粘
質
土
層
が
、
全
面
に
堆
積
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ

っ
て
、
出
上
の
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
西
平
式
に
属
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
表
上
に

つ
づ
き
黒
色
土
層
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
黒
色
土
層
中
に
底
部
を
も

っ

た
角
礫
が
十
糎
程
度
の
間
隔
を
置
い
て
二
個
出
土
し
て
お
り
、
附
近
か
ら
は
西
平

式
の
上
器
片
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

以
上
Ｉ
区
、
Ｉ
区
を
通
じ
て
の
包
合
層
を
中
心
と
し
た
層
序
か
ら
い
え
る
こ
と

は
、
包
合
地
全
体
を
通
じ
て
、
北
な
い
し
、
北
東
に
傾
斜
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
遺

物
の
包
合
も
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
面
に
の
っ
た
状
態
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
傾
斜
は
、
丘
陵
の
斜
面
に
続
く
谷
頭
に
形
成
さ
れ
た
地
層
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
部
分
的
に
遺
物
の
包
合
が
乱
れ
て
お

っ
て
も
、
基
本
的
に

は
流
れ
た
状
態
で
不
猪
に
堆
積
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は

基
盤
と
な

っ
て
い
る
黄
色

ロ
ー
ム
質
土
層
の
上
部
に
接
し
た
黒
色
土
層
中
の
下
部

に
、
安
定
し
た
状
態
で
存
在
し
た
西
平
式
の

一
群
や
、
源
初
的
な
状
態
で
出
上
を

し
た
数
例
の
角
礫
、
Ｉ
Ｃ
の
褐
色
粘
質
土
層
中
に
ほ
ぼ
水
平
に
出
上
し
て
い
る
獣

骨
群
な
ど
に
よ

っ
て
も
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第

二
節
　
遺
　
　
　
　
構

今
回
の
調
査
で
は
包
合
層
の
厚
い
こ
と
も
あ

っ
て
、
面
積
と
し
て
は
広
く
調
査

し
得
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
層
序
の
調
査
に
重
点
が
置
か
れ
、
遺
構
の

一
部
か

と
考
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、充
分
に
把
握
さ
れ
た
と
は
云
え
な
い
。
こ
れ
ら

は
Ｉ
区
に
於
い
て
二
個
所
、
Ｉ
区
に
於
い
て
は

一
個
所
に
み
ら
れ
た
。
Ｉ
区
に
於

け
る
も
の
は
、
黒
色
土
層
中
の
Ｉ
Ｂ
と
Ｉ
Ｃ
に
ま
た
が
る
部
位
に
確
認
さ
れ
た
も

の
と
、
遺
物
包
合
層
の
最
下
に
み
ら
れ
た
黒
褐
色
土
層
中
に
於
い
て
出
土
し
て
い

る
。
前
者
は
、
腹
部
を
下
に
し
て
、
伏
せ
た
状
態
で
出
上
し
た
土
偶
の
囲
り
に
み

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
土
偶
の
右
脇
か
ら
五
糧
程
離
れ
て
傘
大
の
円
礫
と
、
そ
れ

に
接
し
て
土
偶
と
平
行
に
し
た
人
頭
大
の
不
捲
な
角
礫
及
び
そ
れ
に
多
少
の
間
隔

を
置
い
て
直
交
す
る
か
に
み
え
る
角
礫
と
で
あ
る
。
こ
の
角
礫
は
Ｉ
区
の
断
面
に

く
い
込
む
状
態
で
あ
り
、
更
に
そ
の
南
部
に
こ
の
礫
と
関
連
す
る
配
石
が
あ
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
知
る
よ
し
も
な
い
。
し
た
が

っ
て
土
偶
の
囲
り
に
小
規
模
の

配
石
を
行
な

っ
た
遺
構
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
土
偶
の
左
脇
及
び
脚
部
の

囲
り
に
配
石
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
断
定
し
か
ね
る
状
態
で
あ
る
。
た
だ

角
礫
の
底
面
が
上
面
に
比
し
て
大
き
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
安
定
し
た
状
態
で
出
土

し
た
こ
と
か
ら
、
乱
れ
た
状
態
と
考
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
何
ら
か
の
意
志
が

窺
え
よ
う
。
ま
た
Ｉ
Ｂ
の
黒
色
土
層
中
に
上
部
を
出
し
、
底
部
が
黄
色

ロ
ー
ム
質

土
層
中
に
く
い
込
ま
れ
て
い
る
角
礫
は
附
近
に
西
平
式
の
上
恭
片
を
出
土
す
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
埋
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
て
遺
構
の

一
部

と
し
て
は
充
分
に
把
握
さ
れ
な
い
。
長
さ
は
確
認
さ
れ
な
い
が
最
大
の
幅
四
十
糎

に
近
く
、
厚
み
二
十
糎
に
及
ぶ
角
礫
と
、
ほ
ぼ
二
十
糎
の
間
隔
を
置
い
て
み
ら
れ

る
巾
十
五
糎
内
外
の
角
礫
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

Ｉ
区
に
於
い
て
出
土
し
た
も
の
は
、
Ｃ
点
に
近
く
Ｉ
Ｄ
の
黒
色
土
層
中
に
、
そ

れ
ぞ
れ
底
面
を
も
つ
角
礫
群
で
あ
る
が
、
Ｉ
区
に
み
ら
れ
た
も
の
と
異

っ
て
、
角

礫
自
体
が
傾
斜
し
た
状
態
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
附
近
に
多
量
の
木
炭
片
が
み
ら
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れ
る
が
、
こ
れ
も
Ｉ
区
に
於
い
て
は
、黒
色
土
層
中
全
面
に
わ
た

っ
て
出
上
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
特
に
こ
の
角
礫
群
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
出
土
状
態
か
ら
は
、
そ
の
性

格

を

つ
か
む
こ
と
も
出
来
な

い
。
か
く
て
本
遺
跡
か
ら
は
、
遺
構
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
は
、
今
回
の
調
査

で
は
み
あ
た
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

（鈴
木
）

①
　
「
日
本
石
器
時
代
地
名
表
」
東
京
大
学
。

「
日
向
上
代
遺
跡
遺
物
地
名
表
」
上
代
日
向
研
究
所
。

「宮
崎
県
考
古
資
料
発
見
地
名
表
」
田
中‐
熊
雄
、
宮
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書

第
二
輯
。

「宮
崎
県
下
の
縄
文
土
器
―
附
地
名
表
」
鈴
木
重
治
、
宮
崎
県
立
博
物
館
報

第
五
号
。

コ
ーュ
ー
ヨ
ヨ
ヨ
ロ

十
日
涸
■

‥‐■■
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４嘉
〓
二
主早
　
　
塩堰

今
回
の
調
査
に
よ
る
Ｉ
区
、
Ⅱ
区
を
通
じ
て
の
遺
物
は
、
す
べ
て
縄
文
式
時
代

の
資
料
で
あ
り
、
特
に
そ
の
後
期
の
資
料
が
圧
倒
的
に
多
い
。
土
器
及
び
土
偶
を

は
じ
め
と
し
て
メ
ン
コ
、
有
孔
円
板
な
ど
の
上
製
品
、
石
律
及
び
石
鏃
を
は
じ
め

と
す
る
石
匙
、
石
刀
、
石
鎌
な
ど
の
石
器
、
有
孔
円
石
、
小
玉
な
ど
の
垂
節
品
と

し
て
の
石
製
品
、
更
に
ト
チ
の
実
、
獣
骨
、
木
炭
な
ど
の
自

然
遺

物

を
出
上
し

た
「
こ
れ
ら
を
類
別
し
て
順
次
記
録
に
と
ど
め
る
。

第

一
節

　
土
器
及

び
土
製

品

他
の
資
料
に
つ
い
て
も
云
え
る
事
で
あ
る
が
、
主
体
を
な
す
土
器
は
、
本
遺
跡

が
包
合
地
を
な
し
た
と
い
う
性
格
及
び
地
形
に
左
右
さ
れ
て
、
層
序
に
よ
る
時
期

的
な
差
を
充
分
に
把
握
し
、
分
類
し
得
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
土
器
を
第

一
類
か
ら
第
十
類
ま
で
に
大
別
し
た
分
類
は
文
様
及
び
形
態
な
ど

の
特
徴
に
よ

っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
、加
え
て
包
合
層
の
堆
積
情
況
を
参
酌
し
、

そ
れ
か
ら
く
る
時
期
的
な
差
を
考
慮
し
て
お
こ
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
第

一
類
土
器
か
ら
第
十
類
土
器
に
及
ぶ
変
化
は
本
遺
跡
出
上
の
上
器
の
時
期
的
な
差

を
示
し
、
そ
の
順
序
に
於
い
て
前
後
関
係
と
し
て
捉
え
得
る
。

第
　
一　

類
　
土
　
器

押
型
文
土
器
を
第

一
類
土
器
と
し
て
挙
げ
る
。
出
上
の
押
型
文
土
器
は
、
数
片

を
数
え
る
の
み
で
あ

っ
て
、
絶
文
が
粗
雑
で
あ
る
。
な
か
で
も
口
縁
部
内
面
に
の

み
粗
雑
な
山
形
の
押
型
を
も
ち
、
外
面
の
口
縁
よ
り
の
部
分
に
口
唇
に
平
行
な

一

条
の
不
整
な
ベ
ル
ト
を
も
ち
、
更
に
そ
の
ベ
ル
ト
上
に
粗
い
刻
み
を
加
え
た
土
器

は
特
異
で
あ
る
。
断
面
か
ら
は
、
口
縁
に
近
く
や
や
外
反
す
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、

大
分
県
下
に
主
要
な
分
布
を
持

つ
小
畑
原
式

（下
城
下
層
出
土
）
①
や
鹿
児
島
県

下
の
出
水
貝
塚
の
下
層
よ
り
出
上
し
た
押
型
丈
土
器
②
、
更
に
宮
崎
県
下
薄
糸
平

出
上
の
上
器
①
な
ど
と
の
類
以
が
指
摘
さ
れ
る
。
本
遺
跡
で
底
部
破
片
が
出
上
し

な
か

っ
た
が
、
出
水
貝
塚
や
、
大
貫
貝
塚
①
の
出
土
例
の
如
く
、
平
底
で
あ

っ
た

ろ
う
こ
と
は
、
施
文
や
、
日
縁
に
近
い
部
分
の
驀
形
か
ら
充
分
に
窺
う
こ
と
が
出

来
る
。
な
お
押
型
丈
土
器
と
し
て
、
回
転
押
型
文
の
原
体
と
な

っ
た
施
文
具
と
合

せ
て
、
他
の
施
丈
上
の
方
法
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
、
言
葉
を
換
え
て
い

え
ば
、
押
型
丈
に
二
種
以
上
の
勉
丈
上
の
テ
ク

エ
ッ
ク
が
み
ら
れ
る
例
で
、
本
遺

跡
出
上
の
資
料
に
酷
似
し
て
い
る
も
の
は
、
熊
本

県

轟

貝

塚
か
ら
出
上
し
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
に
第

一
類
土
器
と
し
た
土
器
は
、
こ
れ
ま
で
の
偏
年
に
し

た
が
え
ば
、
早
期
末
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
　
一
一　
類
　
土
　
器

第
二
類
土
器
に
は
、
更
に
二
つ
に
細
分
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
異

っ
た
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
得
る
た
め

一
括
し
て
扱
う
こ
と
は
躊

躇
さ
れ
る
が
、
編
年
上

一
応
他
の
上
器
と
区
別
し
て
置
く
必
要
を
認
め
、
こ
こ
で

は
と
り
あ
え
ず
第
二
類
土
器
と
し
て
お
い
た
。
か
く
て
そ
れ
ら
を

ａ
、
ｂ
、　
ｃ
と

細
分
し
て
記
録
し
て
お
く
。

ａ
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
貝
殻
文
系
の
土
器
で
あ
り
、

ａ
は
洛
の
内
外

面
に
貝
殻
条
痕
を
横
走
さ
せ
、
外
面
に
回
縁
に
平
行
し
て
ア
ナ
ダ
ラ
属
の
貝
の
腹

縁
を
も

っ
て
圧
痕
文
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
面
は
黄
褐
色
を
示
す
が
、
外
面

は
黒
褐
色
を
帯
び
、
胎
土
は
粗
い
。
第
二
類

ａ
は
、
宮
崎
県
内
に
於
い
て
、
西
都

市
三
宅
遺
跡
⑤
、
串
間
市
大
平
遺
跡
③
、
宮
崎
郡
田
野
町
青
木
遺
跡
〇
、
な
ど
に

類
例
が
み
ら
れ
、
前
期
の
前
平
式
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
広
く
南
九
州
に
分

布
し
て
い
る
。
南
九
州
に
於
け
る
早
期
末
以
後
の
各
期
に
わ
た
る
貝
殻
文
系
上
器

は
後
期
に
至

っ
て
体
行
し
て
い
る
が
、
前
期
に
於
け
る

一
群
の
上
器
に
も
多
く
が

指
摘
さ
れ
る
。
石
坂
式
、
吉
田
式
、
前
平
式
、
寒
ノ
神
式
な
ど
が
そ
の
主
要
な
も

の
で
あ

っ
て
、
地
文
と
し
て
の
条
痕
文
の
他
、
主
要
な
貝
殻
文
、
更
に
器
形
な
ど

か
ら
分
類
さ
れ
る
ば
か
り
か
、　
一
部
に
於
い
て
は
そ
れ
ら
の
層
位
的
な
関
係
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
編
年
に
し
た
が
え
ば
、
当
資
料
は
南
九
州
の
前
期
中

葉
と
み
ら
れ
る
前
平
式
に
属
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ｂ
、
第
二
類
ｂ
も
亦
貝
殻
丈
系
の
上
器
で
あ
り
、
頸
部
が
せ
ば
ま
り
、
日
縁
に

よ

っ
て
広
く
拡
が
る
カ
リ
パ
ー
状
の
器
形
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
器
は
器

面
が
褐
色
を
呈
し
、
カ
リ
パ
ー
状
に
の
び
る
口
縁
の
外
面
に
貝
殻
腹
縁
に
よ
る
刺

突
列
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
貝
殻
史
は
、
ア
ナ
グ
ラ
属
の
貝
殻
の
断
片
を
施
文
具

と
し
て
お
り
、
節
が
二
つ
、
し
た
が

っ
て
施
丈
さ
れ
る
と
、
二
連
の
山
と

一
つ
の

谷
と
が
印
せ
ら
れ
る
。　
一
般
に
は
こ
の
貝
殻
圧
痕
文
も
数
粂
み
ら
れ
る
の
が
つ
ね

イ

で
あ
り
、
連
刻
さ
れ
た
貝
殻
圧
痕
支
と
云
え
る
。
類

例
と
し
て
、　
延

岡

市
の
大

貫
貝
塚
①
、
宮
崎
市
の
柏
田
貝
塚
③
、
高
岡
町
花
見
貝
塚
⑩

出
上

の
資

料
が
あ

り
、
鹿
児
島
県
下
で
は
寒
ノ
神
遺
跡
の
土
器
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
器
形
の

う
え
で
大
き
く
二
つ
に
区
分
さ
れ
、
寒
ノ
神
や
柏
田
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
胴
部

が
直
行
し
、
円
筒
状
に
平
底
の
底
部

へ
続
く
も
の
と
、
花
見
に
於
い
て
典
型
的
な

胴
部
が
や
や
ま
る
み
を
持

っ
て
底
部
に
続
く
も
の
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
時
期
的

に
も
前
後
①
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
本
迪
跡
の
も
の
は
寒
ノ
神
や
柏
田
に
類
す

る
も
の
で
あ

っ
て
、
よ
り
古
い
時
期
に
属
す
る
。
し
た
が

っ
て
当
資
料
は
前
期
末

に
比
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ｃ
、
第
二
類

ｃ
は
、
貝
殻
文
系
の
上
器
と
異
り
、
純
然
た
る
組
文
を
も
つ
土
器

で
あ
り
単
経
り
の
粗
い
経
り
糸
を
原
体
と
し
て
施
支
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
面
の

一
部
に
輪
積
み
の
形
逃
を
と
ど
め
、
器
面
が
暗
黒
色
を
呈
す
る
土
恭
で
あ

っ
て
、

破
片
で
は
あ
る
が
全
面
に
組
文
が
施
丈
さ
れ
て
い
る
。
類
例
に
乏
し
く
、
し
い
て

あ
げ
れ
ば
轟

貝

塚

出

土
土
器
⑫
中
に

一
、
二
例
を
み
る
の
み
で
あ
る
。
縄
丈
式

上
器
の
う
ち
で
い
わ
ゆ
る
縄
文
が
施
さ
れ
て
い
る
資
料
は
、
九
州
に
於
い
て
も
な

い
わ
け
で
な
く
、
後
期
の
鐘
ケ
崎
式
や
西
平
式
を
中
心
と
す
る

一
系
例
の
上
器
に

之
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
整
備
さ
れ
て
規
則
正
し
い
組
文
や
磨
消
組

文
で
あ
り
、
当
資
料
の
如
く
整
備
さ
れ
て
い
な
い
粗
雑
な
組
文
で
は
な
く
、
し
か

も
全
面
に
施
文
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
類
例
を
他
の
地
域

に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
東
北
地
方
の
円
筒
下
層

ａ
式
、
ｂ
式
、　
ｃ
式
や
、
大
木
４

式
、
５
式
の
胴
部
に
み
ら
れ
る
施
丈
、
円
筒
上
層
ａ
式
、
更
に
関
東
、
中
部
地
方

の
勝
坂
式
、
加
曽
利
Ｅ
式
の

一
部
に
み
ら
れ
る
組
丈
に
そ
の
類
似
を
み
、
中
国
地

方
の
彦
崎
Ｚ
Ｉ
式
の
羽
状
組
文
の

一
部
な
ど
に
も
そ
の
類
似
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
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ら
は
す
べ
て
本
遺
跡
と
は
あ
ま
り
に
も

へ
だ
た
っ
て
お
り
直
ち
に
比
較
す
る
わ
け

に
は
い
か
ず
、
ま
ず
さ
き
に
触
れ
た
轟
貝
塚
出
土
例
と
の
関
連
を
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

以
上

ａ
、
ｂ
、　
ｃ
の
二
つ
に
細
分
し
た
第
二
類
土
恭
は
、
そ
の
時
期
に
幅
が
あ

る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
本
遺
跡
出
上
の
他
の
土
器
と
対
比
す
る
時
、
前
期
中
葉

か
ら
中
期
初
頭
に
か
け
て
の
上
器
が
他
に
見
当
ら
な
い
こ
と
、
更
に
ａ
、
ｂ
、
ｃ
そ

れ
ぞ
れ
の
量
も
少
い
こ
と
と
合
わ
せ
、
第
二
類
と
し
て

一
括
し
た
も
の
で
あ
る
。

ａ
、
ｂ
と

ｃ
が
大
き
く
二
つ
の
系
列
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ

っ
て

も
そ
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
ａ
と
ｂ
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
あ

っ
て
、

Ｃ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
く
ぅ
今
後
に
問
題
を
残
し
て
い
る
。

第
　
一三
　
類
　
土
　
器

磨
消
組
丈
系
の
上
器
を
大
き
く
二
つ
に
区
分
し
、
そ
の

一
つ
を
第
二
類
土
器
と

し
て
扱
う
。数
例
の
出
土
を
み
た
こ
の
類
の
上
器
は
、
回
縁
が
短
く
、
頸
部
が
せ
ば

ま

っ
て
、
ふ
く
ら
み
を
も
つ
胴
部

へ
と
続
く
器
形
を
示
す
。
二
本
を
単
位
と
し
た

沈
線
に
よ
る
入
組
丈
や
渦
文
の
間
に
、
磨
消
組
文
を
も
つ
鉢
で
あ
る
。
九
州
特
に

北
九
州
に
広
範
囲
に
分
布
す
る
後
期
中
葉
の
鐘
ケ
崎
式
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

県
内
に
あ

っ
て
は
中
央

部
か
ら
北

部
に
か
け
て
か
な
り
の
類

例
が
出

土
し
て
お

り
、
日
ノ
影
洞
遺
跡
〇
日
向
市
岩
脇
遺
跡
⑭
の
資
料
が
代
表
的
で
あ
る
。
出
上
の

状
況
か
ら
す
る
と
Ｉ
区
に
み
ら
れ
た
包
合
層
の
下
部
に
安
定
し
た
形
で
出
上
し
た

磨
消
組
丈
系
土
恭
中
に
散

見
さ
れ
、　
層

位

的
に
は
第
四
類
土
器
と
区
別
し
得
な

い
。
こ
の
類
の
上

器
は
第

一
類
、
及
び
第
二
類
に
比
し
て
、

良

好
な
焼

成
で
あ

り
、
黒
味
を
帯
び
た
褐
色
を
呈
す
る
の
が

一
般
で
あ
る
。
な
お
こ
の
類
例
と
し
て

各
地
で
確
認
さ
れ
て
い
る
土
器
を
み
る
と
、
施
文
に
於
い
て
、
磨
消
組
支
を
み
な

い
で
単
に
沈
線
に
よ
る
入
組
文
や
、渦
文
の
み
を
持

つ
例
や
、日
唇
に
近
い
口
縁
か

ら
頸
部
を
換
ん
で
肩
部
に
わ
た
る
橋
状
把
手
を
持

つ
例
、
更
に
器
形
に
於
い
て
、

日
縁
が
や
や
外
反
し
、
胴
部

へ
と
続
く
深
形
の
も
の
な
ど
が
あ
り
、
す
で
に

一
部

に
於
い
て
細
分
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
①
、
九
州
に
於
け
る
後
期
中
葉
の
上
恭
と
す
る

だ
け
で
な
く
、
廃
消
紀
文
系
土
器
の
検
討
の
な
か
で
、
更
に
充
分
な
把
握
が
望
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
　
四
　
類
　
土
　
器

第
Ｉ
区
の
各
小
区
及
び
第
Ｉ
区
の
Ａ
区
、
Ｂ
区
の
包
合
層
の
最
下
部
に
、
主
と

し
て
出
上
し
た
の
が
第
四
類
土
器
で
あ
る
。
こ
の
上
恭
は
磨
消
縄
丈
系
の
上
器
と

し
て
、
第
二
類
土
器
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
器
形
、
深
鉢
が

一
般
的
で
あ

り
、く
の
字
形
に
延
び
た
日
縁
と
、
せ
ば
め
ら
れ
た
頸
部
に
続
い
て
や
や
ま
る
み
を

持

っ
た
胴
部
に
続
き
、
平
底
を
有
す
る

一
群
の
土
器
で
あ
る
。
施
文
部
は
、
く
の

字
形
に
内
曲
す
る
口
縁
部
並
び
に
頸
部
以
下
、
胴
部
の
中
位
以
上
に
み
ら
れ
る
施

丈
帯
の
二
個
所
に
あ
る
。
ま
た
四
個
所
に
波
状
口
縁
を
も
つ
点
も

一
つ
の
特
徴
で

あ
る
。
こ
の
種
の
上
器
は
第
二
類
上
恭
と
同
様
、九
州
特
に
そ
の
北
部
に
多
く
出
土

し
、
な
か
で
も
西
北
九
州
に
好
遺
跡
が
知
ら
れ
、代
表
的
な
類
例
と
し
て
、西
平
遺

跡
⑭
、筏
遺
跡
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
く
て
従
来
西
平
式
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
属

す
る
が
、
こ
の
西
平
式
自
体
に
も
施
丈
上
の
変
異
が
認
め
ら
れ
、
器
形
に
於
い
て

も
胴
部
の
ふ
く
ら
み
の
強
い
も
の
と
、
ふ
く
ら
み
は
あ

っ
て
も
ゆ
る
や
か
に
底
部

に
つ
ら
な
る
胴
提
の
も
の
と
に
大
別
し
得
る
。
こ
こ
に
第
四
類
土
器
と
し
た
も
の

は
、
そ
れ
ら
を

一
括
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
出
上
状
況
に
於
い
て
格
別
な
変
化
を

認
め
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
そ
の
先
後
関
係
も
明
確
で
な
い
。

た
だ
広
い
意
味
で
の
鐘
ケ
崎
式
土
器
と
の
関
係
か
ら
、
器
形
に
於
い
て
の
変
化
と
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合
せ
、
施
丈
に
つ
い
て
も
胴
部
の
は
り
の
弱
い

一
群
の
上
器
が
後
行
す
る
も
の
か

と
考
え
ら
れ
る
。

第

五

類

土

器

こ
こ
に

一
括
し
た
土
器
は
器
形
に
於
い
て
、
更
に
数
種
に
区
分
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
口
径
四
十
糎
以
上
に
及
ぶ
深
鉢
形
土
器
や
ｒ
一十
糎
内
外
の
口
径
を
も
つ
鉢

更
に
壼
、高
邦
も
み
ら
れ
る
。
深
鉢
は
、く
の
字
形
を
な
す
二
重
回
縁
で
あ
っ
て
、

さ
き
に
示
し
た
第
四
類
上
器
の
器
形
を
踏
裏
し
て
い
る
が
、
山
形
隆
起
部
が
平
縁

に
か
わ
る
の
と
合
せ
、
内
曲
ま
た
は
直
行
す
る
上
段
の
日
縁
部
に
の
み
施
文
さ
れ

て
い
る
縁
帯
文
土
器
で
あ
る
。
施
丈
は
日
縁
部
の
端
に
平
行
に
み
ら
れ
る
太
い
数

条
の
沈
線
丈
を
主
と
し
、
こ
の
沈
線
の
交
合
点
に
、　
今
フ
ケ
ズ
リ
に
よ
る
上
下
三

個
の
く
ば
み
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
様
に
立
体
感
を
も
た
せ
る
も
の
と
、

こ
の
く
ば
み
に
か
え
て
扇
状
貝
殻
圧
痕
文
を
置
く
も
の
、
更
に
沈
線
内
に
髭
状
の

細
線
羽
状
丈
を
加
え
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
黒
掲
色
な
い
し
茶
褐
色
を
示
す
こ

の
種
の
上
器
は
、
内
外
面
の
調
整
を

ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
に
よ

っ
て
お
こ
な
い
、
更
に
研

磨
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
粗
製
の
も
の
の
は
、
ま
れ
に
ま
じ
る
の
み
で
あ

る
。
鉢
は
、
深
鉢
の
回
縁
部
上
段
に
み
ら
れ
る
丈
様
上
の
特
徴
を
、
そ
の
ま
ま
認

め
得
る
の
で
あ
る
が
、
器
形
は

一
般
に
二
重
口
縁
を
も
た
ず
、
内
曲
し
た
日
縁
を

も
ち
肩
部
に
最
高
の
径
が
あ
る
浅
鉢
で
あ
る
。
髭
状
に
み
ら
れ
る
細
線
羽
状
丈
が

沈
線
内
を
め
ぐ

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
唯

一
の
施
支
上
の
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。
精

製
土
器
の
多
い
こ
と
は
、深
鉢
と
同
様
で
あ
る
が
、粗
製
の
も
の
の
増
し
て
い
る
傾

向
は
み
の
が
せ
な
い
。
こ
の
粗
製
土
器
に
あ
っ
て
は
細
線
羽
状
文
に
か
え
て
、
Ｘ

字
状
の
沈
線
文
を
施
し
た
例
も
あ
る
が
、
こ
の
種
の
土
器
は
出
土
例
が
少
な
い
。

各
地
の
組
文
式
後
期
土
淋
に
み
ら
れ
る
器
形
の
多
様
性
は
、
九
州
に
於
い
て
も

例
外
で
は
く
、
こ
こ
に
示
す
第
五
類
土
器
の
時
期
が

一
つ
の
ピ
ー
ク
を
な
し
て
い

る
。
深
鉢
、
鉢
の
他
に
、
壼
、
高
杯
が
本
遺
跡
に
於
い
て
も
数
例
出
土
し
た
。
壼

に
み
ら
れ
る
施
丈
は
、
粗
製
の
鉢
に
み
ら
れ
た
Ｘ
字
状
結
接
文
の
変
化
と
し
て
捉

え
ら
れ
、
深
鉢
に
於
け
る
沈
線
の
交
合
点
の
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
が
、
よ
り
計
画
性
を
も

っ
て
施
文
の
中
心
と
な
る
べ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
高

杯
に
於
い
て
は
、
杯
部
の
日
縁
よ
り
の
外
面
に
、
細
線
羽
状
丈
を
も

っ
た
沈
線
文

や
押
点
文
を
認
め
、
脚
部
に
も
透
し
孔
の
上
下
に
み
ら
れ
る
沈
線
間
の
隆
起
部
に

細
線
羽
状
文
を
た
す
例
が
あ
り
、
施
文
上
の
特
徴
は
深
鉢
や
浅
鉢
の
そ
れ
と
全
く

同

一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
土
器
に
み
ら
れ
た
施
丈
上
の
要
素
は
、畿
内
に
於
け
る
宮
滝
式
①
や
、

中
国
地
方
の
津
雲
下
層
式
に
そ
の
類
例
が
認
め
ら
れ
、
磨
消
縄
文
文
化
圏
の
西
漸

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
器
形
に
あ

っ
て
も
高
杯
の
如
く
、
畿
内
の
元
住
吉

〓
式
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ

っ
て
、
九
州
の
組
支
式
後
期
の
各
種
要
素
の
検
討
が

の
ぞ
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
高
杯
は
、
南
九
州
に
於
て
は
、
草
野
式
〇
の
高
杯
が

車
野
貝
塚
や
下
弓
日
遺
跡
⑩
な
ど
か
ら
出
上
し
て
お
り
、
南
北
九
州
の
関
係
が
男

確
で
な
く
、
器
形
に
多
少
の
異
り
が
指
摘
さ
れ
る
と
し
て
も
、
高
杯
と
い
う
特
殊

器
形
に
よ

っ
て
、
そ
の
関
係
を
検
討
す
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
。
か
く
て
こ
の
種

の
上
器
を

一
括
し
て
陣
内

一
式
上
碁
と
呼
ぶ
が
、
類
例
と
し
て
三
万
田
遺
跡
出
土

資
料
中
の
後
期
に
属
す
る

一
群
の
⑩
土
器
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
　
一〈
　
類
　
土
　
器

本
遺
跡
出
上
の
上
器
の
う
ち
で
、
第
六
類
土
器
が
も

っ
と
も
特
徴
的
な
資
料
で

あ
り
、
編
年
上
に
於
い
て
も

一
つ
の
問
題
を
提
起
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

施
文
上
に
於
け
る
基
調
は
、
先
に
示
し
た
第
五
類
上
器
に
求
め
得
る
も
の
で
あ
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っ
て
、
そ
の
特
徴
に
よ
り
第
五
類
か
ら
推
移
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
器

形
は
後
述
の
第
七
類
土
恭
の

一
部
に
も
合
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
暗

黒
色
を
呈
す
る
研
磨
さ
れ
た
鉢
を
主
体
と
し
、
口
縁
及
び
肩
部
に
み
ら
れ
る
数
条

の
密
接
し
た
沈
線
間
の
小
隆
起
部
に
、
細
線
羽
状
丈
を
み
た
し
た
文
様
を
そ
の
特

徴
と
す
る
。
器
形
に
於
い
て
は
第
五
類
土
恭
の
深
鉢
、
及
び
浅
鉢
の

一
部
に
み
ら

れ
た
二
重
回
縁
を
圧
縮
し
、
特
に
口
縁
部
の
ち
ぢ
ま
り
と
、
一月
部
の
は
り
出
し
た

変
化
を
示
し
、
一月
部
以
下
は
直
線
的
に
底
部

へ
と
続
き
、
や
や
揚
が
り
ぎ
み
の
平

底
を
も

っ
て
い
る
。
日
縁
は
波
状
を
な
す
も
の
が
み
ら
れ
ず
、
平
縁
と
な
る
が
、

細
線
羽
状
丈
中
に
み
ら
れ
る
二
段
の
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
や
そ
れ
に
か
え
た
扇
状
貝
殻
庄

度
文
が
四
個
所
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
四
つ
の
山
形
隆
起
部
を
中
心
と
し

た
施
文
の
痕
跡
が
窺
え
、
こ
こ
に
も
第
五
類
土
器
か
ら
の
変
化
が
指
摘
で
き
る
。

更
に
扇
状
貝
殻
圧
痕
文
を
中
心
と
し
た
施
文
や
、
細
線
羽
状
丈
に
か
え
て
、
Ｘ
字

状
結
接
文
を
重
点
と
し
た
沈
線
文
を
口
縁
部
の
み
に
せ
ば
め
ら
れ
た
施
文
帯
に
施

す
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
云
え
る
。
か
く
て
こ
の

類
の
上
器
は
鉢
を
中
心
と
し
て
そ
の
特
異
性
を
確
認
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
伴
出

の
資
料
か
ら
し
て
、
こ
の
類
と
し
て

一
括
し
得
る
深
鉢
は
、
大
形
化
さ
れ
る
傾
向

と
共
に
粗
製
の
上
器
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
と
対
象
的
に
浅
鉢
に
は
小
形
化
の

傾
向
や
精
製
研
磨
さ
れ
た
資
料
が
み
ら
れ
る
。
精
製
の
装
飾
的
な
土
黙
と
、
粗
製

の
上
器
の
明
確
な
分
離
を
こ
こ
に
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
精
製
の
装
飾
的
土
器
と

い
っ
て
も
、
こ
の
類
に
属
す
る
も
の
は
、細
線
羽
状
丈
や
扇
状
貝
殻
圧
痕
文
を
用
い

た
と
し
て
も
数
条
の
沈
線
が
主
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
術
素
化
は
否
定
出
来
な

い
。器
形
の
多
様
化
と
合
わ
せ
て
、
そ
の
用
途
の
分
離
を
み
る
た
き
、
土
淋
形
式
の

細
分
の
中
で
指
摘
さ
れ
る
こ
の
事
実
は
、
九
州
に
於
け
る
細
女
式
後
期
後
半
の
文

化
内
容
を
検
討
す
る
上
で
、
充
分
問
題
と
な
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
五
類

土
器
に
み
ら
れ
た
器
壁
の
薄
手
化
は
こ
の
類
の
上
器
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

更
に
焼
成
が
精
製
土
器
に
み
ら
れ
た
如
く
良
好
さ
を
増
し
、
研
磨
も
充
分
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
勉
文
、
瀑
形
な
ど
の
細
分
と
合
わ
せ
、
こ
こ
に
第
六
類
土
器
と

し
て

一
括
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
上
器
を
陣
内
二
式
上
器
と
す
る
が
、
そ
の

特
徴
的
な
類
例
が
他
で
見
出
さ
れ
な
い
の
で
、
特
に
陣
内
式
と
呼
ん
で
も
よ
い
。

第
　
七
　
類
　
土
　
器

第
七
類
土
恭
は
、
祭
形
の
分
化
が

一
層
進
行
し
、
鉢
、
ま
た
は
深
鉢
を
主
体
と

し
、
盤
あ
る
い
は
、
皿
を
伴
い
、
ま
れ
に
広
国
の
壼
さ
え
も
み
ら
れ
る
。
広
口
の

壼
を
除
い
て
、
精
製
研
膠
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
特
に
皿
に
於
い
て
は
黒
色

研
磨
が
い
ち
ぢ
る
し
い
。
器
壁
は
概
し
て
薄
く
、
焼
成
は
良
好
で
あ

っ
て
、
巧
緻

な
土
恭
が
多
く
、
内
外
面
に

ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
が
み
ら
れ
る
。
優
美
な
器
形
と
と
も
に

一
時
期
を
劃
し
て
い
る
。
深
鉢
及
び
鉢
は
、
く
の
字
形
口
縁
を
持

つ
点
に

一
つ
の

特
徴
が
あ
り
、
頸
部
が
せ
ば
め
ら
れ
て
短
く
、
肩
部
ま
で
広
が

っ
て
最
大
の
径
を

も
ち
、
ふ
く
ら
み
を
そ
な
え
て
内
曲
し
な
が
ら
、
や
や
揚
が
り
気
味
の
平
底

へ
と

続
く
。
口
縁
部
は
平
縁
が
多
い
が
、
中
に
小
さ
い
山
形
隆
起
を
持

つ
波
状
口
縁
も

み
ら
れ
る
。
施
文
と
し
て
は
、
口
縁
に
の
み
２
？
４
条
の
沈
線
文
が
み
ら
れ
る
だ

け
で
、
施
様
と
し
て
は
退
化
が
窺
え
る
。
深
鉢
に
ま
ま
み
ら
れ
る
肩

部

上

の
沈

線
は
、
地
文
と
云
う
程
の
も
の
で
は
な
く
、
鉢
に
は
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
恭
形
に
於
い
て
も
様
式
化
さ
れ
た
斉

一
性
が
深
鉢
及
び
鉢
を
通
じ
て
指
摘
さ

れ
る
の
で
あ
る
ｃ
催
あ
る
い
は
、
岨
に
つ
い
て
み
る
と
、
頸
部
以
下
を
除
く
と
、

深
鉢
や
鉢
を
考
軍
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
従

っ
て
口
縁
部
の
作
成
が

一
つ
の
定
形

に
準
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
数
条
の
沈
線
に
よ

っ
て
う
め
ら
れ
た
、
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く
の
字
形
の
日
縁
を
も

つ
盤
形
や
皿
形
土
器
は
、
日
縁
部
か
ら
や
や
ま
る
み
を
示

し
て
底
部

へ
と
続
く
も
の
と
、
パ
高
の
低
い
器
形
を
示
し
て
底
部

へ
と
直
行
す
る

も
の
と
に
区
別
さ
れ
る
。
盤
は
精
製
の
度
合
に
於
い
て
皿
に
お
と
る
と
は
云
え
、

ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
に
よ

っ
て
調
整
さ
れ
た
後
の
研
磨
は
、
他
の
類
よ
り
良
好
で
あ
り
、

組
丈
手
法
の
な
い
こ
の
凝
の
上
黙
の
地
方
色
を
示
す
特
異
性
を
強
調
す
る
も
の
で

あ
る
。
皿
に
於
い
て
は
、
く
の
字
形
画
縁
を
明
瞭
に
示
す
も
の
と
、
萎
縮
し
断
面

三
角
形
を
な
す
口
唇
部
と
み
ら
れ
る
部
分
に
特
有
な
沈
線
文
を
入
れ
た
も
の
と
に

大
別
し
得
る
。
こ
れ
ら
の
二
者
は
時
期
的
に
異
る
も
の
で
は
な
く
、
用
途
に
よ
る

分
化
と
考
え
ら
れ
る
程
、
作
成
上
の
類
似
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で

一
括
し
て
扱

う
こ
と
に
し
た
。
壼
に
つ
い
て
は
、
精
製
、
粗
製
の
も
の
を
通
じ
て
広
口
な
点
で

一
致
し
て
い
る
。
精

製
の
も
の
に
は
頸
部
か
ら
外

曲
し
て
長
く
の
び
た
日
縁

部

と
、
強
い
ま
る
み
を
も
っ
て
底
部

へ
と
続
く
部
分
と
に
わ
け
ら
れ
、
絶
丈
部
は
肩

部
を
中
心
と
し
て
そ
の
上
下
に
限
ら
れ
て
お
り
、
数
条
の
沈
線
を
も

っ
て
い
る
。

精
製
研
磨
は
器
の
外
面
に
於
い
て
著
し
く
、
内
面
に
あ

っ
て
は
回
縁
よ
り
の

一
部

に
か
ぎ
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
粗
製
の
も
の
は
口
縁
断
面
が
三
角
形
に
肥
厚
し

た
も
の
と
、
国
唇
に
寄

っ
て
徐
々
に
薄
く
な
る
傾
向
の
も
の
と
に

分

け

ら

れ
る

が
、
精
製
土
器
に
み
ら
れ
た
胴
部
の
ま
る
み
の
強
い
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
ゆ
る

や
か
に
内
曲
し
た
カ
ー
ブ
を
描
い
て
底
部

へ
と
続
い
て
い
％
。
か
く
て
こ
の
種
の

上
恭
は
精
製
研
磨
の
も
の
が
主
体
を
な
し
、
施
丈
、
器
形
に
於
い
て
斉

一
性
を
も

つ
一
群
の
土
器
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
種
の
上
器
は
御
領
貝
塚
②
出
上
の
上
器
を
標
式
と
し
て
御
領
式
と
呼
ば
れ

九
州

一
円
に
分
布
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
御
領
式
と
し
て
扱
わ
れ
た
も

の
の
中
に
は
、
後
期
に
属
す
る
も
の
と
、
晩
期
に
属
す
る
も
の
と
が
区
別
さ
れ
る

よ
う
で
あ
る
〇
。
し
た
が
ち
て
こ
こ
に

一
括
し
た
第
七
類
は
御
領
式
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
う
ち
後
期
に
属
す
る
も
の
の

一
群
で
あ
り
、
本
遺
跡
に

於
い
て
も
細
分
し
得
る
か
ら
酢
内
三
式
上
淋
と
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
　
八
　
類
　
土
　
器

第
八
類
は
粗
製
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
精
製
品
は
皿
及
び
浅
鉢
に
み

ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
深
鉢
は
、
第
七
類
の
深
鉢
に
み
ら
れ
た
く
の
字
形
の
二
重

口
縁
の
上
段
を
取
り
は
ず
し
た
黙
形
の
も
の
と
、
日
縁
の
延
び
が
や
や
萎
縮
し
て

ほ
ぼ
直
線
的
に
内
行
し
て
せ
ば
め
ら
れ
る
も
の
と
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
前
者
を
主

と
し
、
後
者
の
量
は
少
な
い
。
共
に
粗
製
で
あ
る
点
は
異
ら
ず
、
と
も
に
輪
積
み

法
に
よ
る
作
り
と
思
わ
れ
る
。
深
鉢
が
第
七
類
の
退
化
様
式
と
み
ら
れ
る
と
同
様

に
、
浅
鉢
や
皿
に
於
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
い
わ
れ
、
さ
ら
に
恭
形
に
於
い
て
多

様
化
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
浅
鉢
と
皿
は
、
す
べ
て
研
磨
さ
れ
て
い
る
点
で
共

通
す
る
が
、
第
七
類
の
浅
鉢
の
日
縁
部
上
段
を
と
り
除
い
て
よ
り
直
線
化
し
、
無

丈
乳
掲
色
の
浅
鉢
と
、
口
縁
の

一
部
に
退
化
し
た
沈
線
を
も

つ
黒
色
磨
研
の

一
群

と
が
あ
る
。
黒
色
磨
研
の

一
群
は
口
唇
の
変
化
に
よ

っ
て
更
に
数
種
に
分
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
が
添
形
の
変
化
に
反
映
し
て
い
る
。
皿
に
は
、
せ
ば
め

ら
れ
た
頸
部
を
も

つ
も
の
と
、
日
縁
か
ら
直
行
ぎ
み
に
底
部

へ
つ
づ
く
も
の
と
が

あ
り
施
丈
が
共
に
退
化
し
て
い
る
が
、
第
七
類
の
施
文
が
す
べ
て
の
恭
の
外
面
に

み
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
に
は
外
面
に
み
ら
れ
る
も
の
と
、
内
面
に
み
ら
れ

る
も
の
と
に
分
化
し
、
日
唇
の
変
化
を
う
な
が
こ
す
こ
と
に
よ

っ
て
黙
形
に
変
化

を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
第
八
類
の
う
ち
粗
製
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
注
意
さ
れ
な
か

っ
た
き
ら
い
が
あ
り
、
黒
色
磨
研
の

一
群
の
み
が
注

意
さ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
為
第
七
類
と

一
括
し
て
御
領
式
と
し
て
扱
わ
れ
た
わ
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け
で
あ
る
。
本
跡
で
は
識
別
で
き
な
か

っ
た
が
、
恭
形
及
び
施
文
の
上
で
そ
の
推

移
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
、
第
七
類
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

の
事
は
黒
川
洞
窟
⑮
、
ワ
ク
ド
石
遺
跡
⑭
、
及
び
松
添
貝
塚
⑮
、
尾
平
野
洞
窟
⑮

な
ど
の
資
料
か
ら
も
肯
け
る
。
か
く
て
こ
の
種
の
波
製
土
恭
及
び
精
製
土
器
を

一

括
し
て
陳
内
四
式
上
器
と
し
て
把
握
し
た
。
な
お
編
年
の
上
で
は
、
粗
製
土
恭
の

量
的
な
増
加
、
精
製
土
恭
の
小
形
型
化
及
び
無
丈
様
の
傾
向
に
よ

っ
て
、
晩
期
的

な
様
相
を
多
分
に
示
す
も
の
と
し
て
、
第
七
類
に
後
続
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と

は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
晩
期
初
頭
に
比
定
さ
れ
よ
う
。

第
　
九
　
類
　
土
　
器

こ
の
第
九
類
は
浅
鉢
を
主
体
と
し
、
碗
を
伴

っ
て
出
土
し
て
い
る
が
、
類
例
か

ら
し
て
注
目
土
器
、
壷
、
そ
れ
に
粗
製
の
鉢
の
存
在
が
知
ら
れ
、器
形
の
多
様
化
を

示
す

一
群
の
も
の
と
考
え
る
。
基
調
と
し
て
は
第
五
類
の
系
統
と
み
ら
れ
る
も
の

が
あ
る
。
精
製
の
浅
鉢
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
縁
部
に
施
丈
さ
れ
定
形
化
さ
れ

た
Ｘ
字
状
結
接
文
を
中
心
と
し
た
施
文
に
特
牧
が
あ
る
。
恭
形
が
更
に
小
型
形
さ

れ
る
傾
向
と
と
も
に
燃
壁
が
薄
く
な
り
、
精
製
土
界
に
於
け
る
研
磨
は
優
美
な
程

に
良
好
で
あ
る
。
第
六
類
、
第
七
類
、
第
八
類
と
推
移
す
る
中
で
み
ら
れ
た
鎌
の

頸
部
の
せ
ば
ま
り
、
胴
部
の
は
り
出
し
の
退
化
は
、
第
八
類
土
器
の

一
部
に
於
い

て
皿
へ
の
転
化
の
様
相
と
し
て
提
え
ら
れ
た
が
、
第
九
類

で
は
口
唇
に
ま
る
み
を

も

つ
と
は
云
え
、
断
れ
が
新
月
状
を
な
す
単
純
な
器
形
に
ま
で
変
化
し
て
い
る
。

ま
た
征
＾
文

化

さ
れ
た
第
八
類
の
皿
の

一
部
に
み
ら
れ
た
、
日
縁
の
内
而
を
主
体

と
し
て
施
丈
す
る
と
い
う

一
特
徴
は
、
器
形
に
左
右
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て

も
、
第
九
類
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、施
文
上
晩
期
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
。

小
形
化
さ
れ
た
鉢
は
、
ほ
ぼ
直
行
す
る
恭
形
を
示
し
、　
一
部
に
波
状
口
縁
を
残
す

が
、
平
縁
の
も
が
多
く
す
べ
て
粗
製
で
あ
る
。
施
女
は
波
状
口
縁
を
も
つ
も
の
に

限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
山
形
隆
起
の
口
唇
上
に

一
つ
の
刻
み
を
入
れ
、
そ
の
下

に
内
外
面
に
わ
た

っ
て
沈
線
を
対
称
的
に
施
女
し
て
い
る
例
が
出
上
し
て
い
る
。

施
丈
と
は
名
ば
か
り
で
あ

っ
て
、
無
文
化
の
傾
向
が
こ
こ
に
も
示
さ
れ
る
。
パ
の

外
面
に
施
丈
さ
れ
る
例
は
、
こ
の
波
状
口
縁
を
も
つ
鉢
の
ほ
か
、
や
や
器
壁
の
厚

い
浅
鉢
で
胴
部
に
少
々
の
ま
る
み
を
も
つ
例
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
粗
い

沈
線
が
不
整
に
施
支
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
出
上
の
上
器
か
ら
は
、
量
的
に
は
少

い
が
晩
期
の
上
器
と
し
て

一
時
期
を
劃
し
得
る
も
の
で
あ

っ
て
、
第
五
類
土
器
の

系
統
に
属
す
こ
と
は
、
施
丈
の
上
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
種
の
上

怨
を

一
括
し
て
第
九
類
と
し
た
の
で
あ
り
、
晩
期
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
の

一

時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
種
土
器
の
類
例
を
他
に
求
め
る
と
、
浅
鉢
の

文
様
に
典
型
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
北
地
方
に
体
行
し
た
大
洞
式
に
類
似

す
る
の
で
あ

っ
て
、
特
に
大
洞
″
式
の
上
器
と
近
似
す
る
。
大
洞
式
文
化
の
西
漸

と
し
て
考
え
ら
れ
る
近
畿
地
方
の
滋
賀
里
式
や
偶
原
式
が
、
瀬
戸
内
を
介
在
し
て

九
州
に
ま
で
広
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
九
州
内
の
発
掘

調
査
で
発
見
さ
れ
た
類
例
は
他
に
み
な
い
が
、
三
万
田
遺
跡
出
土
と
さ
れ
る

一
群

の
上
器
②
の
う
ち
晩
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に
、
同
種
の
も
の
が
指

摘
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
今
後
に
問
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
上
器
を
陣
内

五
式
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

第
　
十
　
類
　
土
　
器

こ
こ
に

一
括
し
た
上
朴
は
、
粗
製
深
鉢
の

一
群
で
あ
り
、
晩
期
の
中
葉
に
比
定

し
得
る
廿
の

で
あ
る
。

黙
形
は
数

柾
に
細
分
し
得
る
が
、　
そ
の
大
部
分
は
第
八

類
の
深
鉢
に
出
来
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
一月
部
な
い
し
は
胴
部
の
張
り
や
丸
み
が

＝
コ
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退
化
し
、
一月
部
に
み
ら
れ
た
沈
線
が
消
減
し
て
完
全
に
無
文
化
し
、
日
縁
部
が
直

行
ぎ
み
に
ひ
ろ
が
り
を
も

つ
た
め
、
特
徴
の
あ
る
広
口
化
し
た
深
鉢
と
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。
日
径
四
十
糎
以
上
に
及
ぶ
も
の
も
あ
り
、
こ
の
点
で
も
第
八
類
の
深

休
に
類
似
し
て
い
る
。
器
廷
の
厚
さ
に
も
第
八
類
と
大
差
な
い
が
、
胎
上
が
粗
く

な
り
焼
成
も
わ
る
く
、
す
べ
て
粗
製
で
あ
る
点
で
異

っ
い
る
。
小
型
の
深
鉢
は
更

に
広
口
化
し
、
一月
部
に
段
を
な
し
て
急
に
底
部

へ
と
せ
ば
め
ら
れ
て
い
る
Э
こ
の

小
形
化
さ
れ
た
粗
製
の
深
鉢
は
、
添
高
二
十
糎
内
外
の
も
の
が
多
く
、
暗
褐
色
を

呈
し
て
、
米
の
内
外
面
に
粗
い
条
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
種
の
深
鉢
を
主
体

と
し
た

一
群
と
と
も
に
、
□
唇
部
寄
り
に

一
条
の
は
り
つ
け
凸
帯
を
も

つ
た

上
恭

が
あ
る
。
こ
の
凸
帯
を
も
つ
土
器
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
二
種
の
粗
製
深
鉢

と
同
様
に
、
包
合
層
の
上
履
の
み
か
ら
出
上
し
た
。
晩
期
初
頭
の
上
器
と
考
え
ら

れ
る
第
八
類
や
、
第
九
類
に
後
行
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
上
器
は

尾
平
野
洞
窟
を
は
じ
め
、
本
迫
跡
の
所
在
す
る
三
田
井
盆
地
内
の
下
押
方
遺
跡
な

ど
か
ら
も
採
集
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
広
範
囲
の
分
布
が
予
想
さ
れ
る
。
他
地
域

で
は
、
山
口
県
の
岩
田
遺
跡
の
か
ら
出
土
し
て
い
る
凸
帯
丈
土
器
の
う
ち
凸
帯
に

刻
目
を
も
た
な
い
も
の
の

一
群
が
酷
似
し
て
い
て
、
横
走
す
る
条
痕
を
も

つ
点
、

器
壁
の
内
外
が
比
較
的
平
滑
な
こ
と
な
ど
も
同
種
の
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。

さ
て
上
述
の
通
り
本
遺
跡
出
上
の
上
黙
は
、
第

一
類
土
器
か
ら
第
十
類
土
器
ま

で
に
別
け
ら
れ
る
が
、層
位
的
に
安
定
し
て
い
る
も
の
は
第
三
類
、第
四
類
、
及
び

第
十
類
の
み
で
あ
る
。前
二
者
が
包
合
層
中
の
下
部
に
、ま
た
後
者
が
同
じ
く
上
部

に
の
み
出
上
し
て
い
る
。
第

一
類
及
び
第
二
類
の
出
土
状
況
は
不
定
で
あ

っ
て
、

他
の
種
類
と
時
期
的
に
大
き
な

へ
だ
た
り
が
あ
り
、
且
つ
そ
の
数
量
の
少
い
点
な

ど
か
ら
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
第
五
類
か
ら
第
九
類
ま
で
は
、
層

位
的
に
は
明
確
に
し
得
な
い
状
態
で
包
含
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
層
序
に
よ
る
先
後

の
関
係
は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
七
類
が
圧
倒
的
に
多
く

し
か
も
遺
物
包
合
層
の
全
域
に
わ
た

っ
て
出
上
し
た
事
実
や
、
層
序
を
明
確
に
区

分
し
得
べ
き
間
層
を
も
た
な
い
積
層
状
態
に
も
よ
る
が
、
時
期
的
に
そ
れ
ぞ
れ
大

き
な

へ
だ
た
り
を
も
た
な
い
関
係
に
あ
る
故
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て

全
体
の
分
類
に
あ
た

っ
て
は
、
層
位
を
参
酌
す
る
と
と
も
に
、
器
形
、
文
様
な
ど

型
式
の
変
化
を
中
心
に
考
え
、
合
せ
て
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
他
の
遺
跡
の
資

料
を
も
で
き
る
だ
け
参
考
し
た
。
す
で
に
触
れ
た
通
り
第

一
類
土
器
か
ら
第
十
類

土
器

へ
の
変
化
は
、
時
期
的
に
も
そ
の
順
序
に
於
い
て
先
後
関
係
を
示
す
も
の
と

考
え
る
。
ま
た
土
器
の
分
量
は
、
第
七
類
が
他
を
圧
し
て
多
量
に
出
土
し
、
次
い

で
第
八
類
、
第
五
類
、
第
六
類
、　
第
九
類
、　
第
四
類
、　
第
二
類
、　
第
十
類
と
続

き
、
第

一
類
、
第
二
類
は
ご
く
少
量
が
出
上
し
た
の
み
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
本

遺
跡
は
組
文
式
後
期
を
主
体
と
し
、
晩
期
に
か
け
て
の
遺
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
後
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の
上
器
の
類
別
の
中
で
、
特
に

本
追
跡
の
名
称
を
使
用
し
た
陣
内
式
土
器
は
、
九
州
に
於
け
る
組
支
式
土
器
の
編

年
の
上
で
こ
れ
ま
で
明
確
で
な
か

っ
た
も
の
の

一
つ
で
あ
る
だ
け
に
、　
一
つ
の
間

題
点
と
し
て
今
後
の
研
究
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

土
　
　
　
　
製
　
　
　
　
品

土
　
　
偶

第
Ｉ
区
Ａ
地
点
の
混
炭
黒
色
土
層
中
か
ら
頭
部
を
欠
損
し
た
土
偶
が
出
土
し
て

い
る
。
出
上
の
状
態
は
さ
き
に
も
触
れ
た
様
に
、
伏
せ
た
状
態
で
背
面
を
上
部
に

し
て
お
り
、
脚
部
を
除
い
て
三
方
に
角
礫
を
配
置
し
た
ご
と
く
で
あ

っ
て
、
右
脇

に
あ

っ
た
傘
大
の
円
礫
も
何
ら
か
の
意
図
を
も

っ
て
配
置
し
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
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う
が
、
そ
の
点
充
分
な
確
証
が
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
出
土

し
た
土
偶
は
、
妊
娠
中
の
女
性
を
象

っ
て
お
り
肩
部
ま
で
の
高
さ
十
二
・
五
糎
、

肩
幅
六

・
五
糎
、
彎
曲
し
た
腕
の
長
さ
四

・
七
糎
、
脚
部
二
・
五
糎
、
胸
厚
三
・

九
糎
、
バ
ス
ト
十
七

・
六
糎
、
ウ
エ
ス
ト
十
六

・
○
糎
、
ヒ
ッ
プ
十
六
ヽ
七
糎
を

示
し
て
い
る
。
特
徴
的
な
乳
房
及
び
腹
部
に
於
い
て
は
、
左
右
の
乳
房
が
共
に
半

蔵
の
楕
円
球
で
あ

っ
て
、
多
少
の
違
い
が
あ

っ
て
も
対
象
的
で
あ
り
、
長
径
三
・

八
糎
、
短
径

一
・
九
糎
、
高
さ

一
・
三
糎
を
示
す
。
腹
部
に
は
、
両
端
が
ま
る
み

を
も

っ
た
カ
マ
ボ
コ
状
の
隆
起
部
が
示
さ
れ
、
幅

一
・
四
糎
、
長
さ
四

・
八
糎
、

高
さ
○

・
九
糎
が
計
測
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
妊
娠
中
の
女
性
を
象

っ
て

い
る
象
徴
的
な
土
偶
と
い
え
る
が
、
部
分
的
に
は
写
実
性
が
加
味
さ
れ
て
お
り
、

比
較
的
に
人
体
と
し
て
の
均
衡
を
保

っ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
上
偶
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
十
類
に
分
類
し
た
土
器
の
う
ち

い
ず
れ
と
連
関
す
る
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
器
の
包
合
状
況
は
前
述
の

如
く
、　
最
下
層
に
安
定
し
て
出
上
し
た
鐘
ケ
崎
式
、　
西
平
式
に
該
当
す
る
第
二

類
、
第
四
類
、
並
び
に
上
層
部
に
出
上
し
た
第
十
類
を
除
く
他
の
類
は
層
位
的
に

確
定
で
き
る
も
の
は
な
い
。　
一
方
土
偶
の
層
位
を
み
る
と
主
要
な
包
合
層
で
は
あ

っ
た
が
、
後
期
末
葉
か
ら
晩
期
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
に
比
定
さ
れ
る
陣
内

一
式

か
ら
惇
内
五
式
に
わ
た
る
各
期
の
資
料
が
混
在
し
て
い
る
層
で
あ
る
た
め
、
ど
の

形
式
の
上
器
と
組
み
合
う
か
は
層
位
か
ら
は
あ
き
ら
か
に
な
し
得
な
い
。
た
だ
晩

期
に
属
す
る
陣
肉
四
式
、
陣
内
五
式
上
器
が
土
偶
を
出
し
た
層
位
よ
り
更
に
上
層

に
多
く
出
上
し
て
い
る
事
実
か
ら
す
る
と
、
陣
内

一
式
か
ら
陣
内
三
式
に
わ
た
る

後
期
末
葉
に
比
定
し
得
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

さ
て
、
こ
の
上
偶
の
ほ
か
、
本
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
と
み
ら
れ
る
胸
部
の
み
の

１
１
１
ヨ
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土
偶
が
あ
る
。
こ
の
上
偶
は
地
元
の
宗
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
り
、
二
、

三
の
研
究
者
に
よ

っ
て
三
万
田
式
の
上
偶
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
０

⑩
、
三
万
田
式
上
器
に
伴
出
し
た
大
野
貝
塚
⑤
の
例
で
は
胸
部
が
欠
損
し
て
お
り

比
較
に
な
ら
ず
、
三
万
幽
遺
跡
出
上
の
数
例
聰
や
中
津
高
校
道
跡
の
例
◎
と
対
比

し
て
み
る
と
き
、
む
し
ろ
今
回
出
上
の
上
偶
と
の
関
連
か
ら
も
、
御
領
式
土
器
に

伴
出
し
た
中
津
高
校
遺
跡
出
上
の
例
に
酷
似
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
御
領
式
の

土
佃
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
九
州
内
に
於
い
て
出
上
し
た
土
偶
に
は
、
中
期

以
前
の
資
料
は
な
く
、
す
べ
て
後
期
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
数
二
十
数
例
に
及
ぶ

が
、
そ
の
多
く
は
三
万
田
式
、
御
領
式
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
①
。

こ
の
よ
う
な
全
般
的
事
情
を
考
慮
し
て
、
ふ
た
た
び
出
上
の
上
偶
に
つ
い
て
考
え

れ
ば
、
三
万
田
式
、御
領
式
を
そ
れ
ぞ
れ
陣
内

一
式
、陣
内
五
式
及
び
陣
内
三
式
、

陣
内
四
式
と
細
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
後
期
に
属
す
る
も
の
と
、
晩
期
に
属
す
る
も
の

と
に
区
分
す
る
場
合
、
土
偶
が
酢
内
四
式
及
び
陣
内
五
式
に
伴
う
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
さ
き
に
も
示
し
た
陣
内

一
式
か
ら
陣
内
三
式
に
伴
う
可
能
性
が
強
い
、
と
み

た
考
え
を
よ
り
強
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
期
末
葉
の
土
偶
と
考
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。

三

角

形

土

製

品

第
Ｉ
区
Ｂ
地
点
よ
り
出
上
し
た
土
製
品
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
端
が
欠
損
し
て
い
る

三
角
形
の
板
状
土
製
品
が
あ
る
。
こ
の
上
製
品
は
表
裏
と
も
に
研
磨
さ
れ
、
表
面

に
は
弧
形
を
呈
し
た
縁
辺
の
近
く
に
、　
各
辺
に
平

行
し

て

一
条
の
沈
線
が
ひ
か

れ
、
そ
れ
を
中
心
に
髭
状
の
細
線
羽
状
丈
が
加
さ
れ
て
い
る
。
平
面
的
に
は
各
辺

が
弧
状
を
な
す
三
角
形
と
み
ら
れ
る
こ
の
上
製
品
は
、
そ
の
断
面
に
よ
る
立
体
感

が
球
体
の

一
部
を
呈
す
る
か
つ
如
く
で
あ
り
、
裏
面
た
内
曲
す
る
カ
ー
ブ
を
持

っ

て
い
る
。
こ
の
上
製
品
の
類
例
は
九
州
を
合
め
て
西
日
本
の
各
地
か
ら
は
報
告
さ

れ
た
も
の
が
な
く
、
す
べ
て
東
地
北
方
、
関
東
地
方
、
信
越
地
方
に
於
い
て
の
み

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
上
製
品
が
注
目
さ
れ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
に

属
し
、
南
境
貝
塚
の
例
⑤
を
端
緒
と
し
た
。
特
に
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
戦
後

の
こ
と
で
あ
る
⑭
。
逆
三
角
形
の
上
製
品
と
み
て
、
そ
れ
が
関
東
地
方
、
東
北
地

方
の
前
期
か
ら
中
期
に
み
ら
れ
た
板
状
土
偶
か
ら
派
生
し
た
と
す
る
見
解
◎
を
妥

当
な
考
察
と
し
て
そ
れ
に
従
う
と
し
て
も
、
九
州
内
部
に
類
例
を
み
な
い
の
で
あ

る
か
ら
如
何
と
も
し
が
た
い
。
た
だ
当
資
料
は
、
そ
の
施
丈
か
ら
後
期
末
葉
の
量

内

一
式
な
い
し
は
陣
内
二
式
の
時
期
の
製
品
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
特

徴
で
あ
る
細
線
羽
状
支
に
よ

っ
て
も
充
分
肯
け
る
も
の
と
考
え
る
。

挿図 5 三 角 形 土 製 品
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円

板

状

土

製

品

（
う

己

第
Ｉ
区
及
び
第
Ｉ
区
を
通
じ
て
数
例
の
円
板
状
土
製
品
が
出
上
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
す
べ
て
使
用
に
た
え
な
く
な

っ
た
と
み
ら
れ
る
上
恭
片
を
使
用
し
た
も
の

で
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
は
、
充
分
に
調
整
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
猪
形
な
も
の

の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
円
板
状
土
製
品
を
上
偶
や
三
角
形
土
製
品
の
如
く
、　
マ

ジ

ッ
ク
パ
ワ
ー
が
意
識
さ
れ
る
土
製
品
と
同
義
を
も

つ
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ

の
発
生
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
問
題
、
例

へ
ば
個
々
に
つ
い
て
完
成
品
な
の
か

未
製
品
な
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に

す
る
が
、
県
内
に
お
い
て
も
、
後
期
の
追
跡
⑪
に
多
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
す
だ
け
に
と
ど
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．

有
　
孔
　
円
　
板
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

円
板
状
土
製
品
に
類
似
す
る
資
料
で
、
そ
の
中
央
に
小
孔
を
も

つ
も
の
が
数
例

出
上
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
中
央
の
小
孔
を
除
け
ば
さ
き
に
示
し
た
円
板
状
土
製

品
と
同

一
で
あ
る
。
そ
の
用
途
を
考
え
る
と
、
懸
垂
の
装
飾
品
か
紡
経
車
が
想
起

さ
れ
る
が
、
そ
の
前
者
と
す
る
場
合
は
、
さ
き
の
円
板
状
土
製
品
が
マ
ジ

ッ
ク
パ

ワ
ー
を
有
す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
る
場
合
に
の
み
垂
飾
品
と
す
る
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
程
、
疎
雑
な
製
品
で
あ
る
。
ま
た
後
者
と
考
え
る
と
し
て
も
、

晩
期
の
紡
経
車
や
弥
生
時
代
以
降
の
紡
経
車
の
如
く
精
巧
な
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
小
孔
に
均

一
性
が
な
く
、
紡
経
草
と
し
て
の
用
途
を
充
分
に
は
た
し
得
る
も
つ

と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
た
だ
そ
の
形
態
か
ら
標
記
の
名
称

を
用
い
て
記
録
に
と
ど
め
る
の
み
と
す
る
。

①
　
賀
川
光
夫

「押
型
文
土
器
共
伴
資
料
―
十
九
州
地
方
に
於
け
る
―
―
」
九
州
考
古
学

河
口
貞
徳

「出
水
貝
塚
」
鹿
児
島
県
文
化
財
調
査
報
告
第
七
輯
。

鈴
木
重
治

「宮
崎
県
下
の
縄
文
土
器
」
宮
崎
県
立
博
物
館
報
第
五
号
。

昭
和
三
十
二
年
に
宮
崎
大
学
、
昭
和
三
十
二
年
に
国
学
院
大
学
に
よ
っ
て
調
査
が
行

な
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
に
資
料
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
の
鳥
居
龍
蔵
氏

に
よ
る
発
掘
資
料
の
一
部
は
宮
崎
県
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
十
二
年
に
日
高
正
晴
氏
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
資
料
は
日

高
氏
が
保
管
し
て
い
る
。

昭
和
三
十
四
年
に
河
口
貞
徳
氏
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
資
料
は
鹿
児
島

県
立
玉
龍
高
校
に
保
管
さ
れ
、　
一
部
は
大
平
小
学
校
及
び
宮
崎
県
立
博
物
館
に
保

管
さ
れ
て
い
る
。

最
近
田
野
小
学
校
の
山
下
教
論
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
資
料
は
田
野
小
￥
校
に
保

管
さ
れ
て
い
る
。

④
参
照
。

三
森
定
男

「
西
都
日
本
の
縄
文
土
器
」
人
類
￥
先
史
学
講
座
第

一
巻
及
び
第
二
巻
。

小
林
久
雄

「
九
州
の
縄
文
土
器
」
人
類
学
先
史
学
講
座
第
十

一
巻
。

戦
後
、
宮
崎
大
学
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
現
在
宮
崎
大
学
に
保
管

さ
れ
て
い
る
。

宮
崎
県
立
博
物
館
に
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
重
治

「
九
州
に
於
け
る
縄
文
土
器
の
編
年
と
住
居
地
」
昭
和
三
十
六
年
西
日
本

史
学
会
春
季
大
会
の
発
表
。

「考
古
学
資
料
目
録
」
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館

（九
州
地
方

ｏ
熊
本
県
の
部
）

「
日
の
影
町
新
畑
洞
穴
遺
跡
及
び
大
溜
包
合
層
調
査
報
告
」
日
向
遺
跡
調
査
報
告
書

第
二
輯
。

資
料
は
宮
崎
県
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

西
田
栄
、
鎌
木
義
昌

「
伊
予
平
城
貝
塚
」
平
城
町
教
育
委
員
会
。

賀
川
光
夫

「
大
分
県
東
国
東
郡
国
東
町
フ
ラ
ミ
ノ
遺
跡
調
査
報
告
」

熊
本
県
八
代
郡
龍
北
村
西
平
貝
塚
。

小
島
俊
次

「
各
地
域
の
縄
文
式
上
器
」
日
本
考
古
学
講
座
３
。

河
口
貞
徳

「
南
九
州
後
期
の
縄
文
土
器
―
―
市
来
式
上
器
」
考
古
学
雑
誌
第
四
十
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二
巻
第
二
号
。

「
下
弓
田
遺
跡
」
日
向
遺
跡
総
合
調
査
報
告
第

一
輯
、
宮
崎
県
教
育
委
員
会
。

熊
本
県
菊
池
郡
七
城
村
三
万
田
東
原
遺
跡
の
資
料
は
相
別
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
み

で
あ
り
、
現
在
熊
本
県
立
山
鹿
高
等
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

御
領
式
上
器
は
、
北
九
州
か
ら
南
九
州
全
域
に
わ
た
っ
て
出
土
し
て
お
り
、
熊
本
県

下
益
城
郡
城
南
町
豊
田
御
領
貝
塚
の
資
料
を
標
式
と
し
て
い
る
。

宮
崎
県
の
尾
平
野
洞
窟
、
松
添
貝
塚
、
大
分
県
の
弥
商
野
遺
跡
い
田
村
遺
跡
、
熊
本

県
の
千
原
台
遺
跡
、
鹿
児
島
県
の
黒
川
洞
窟
の
資
料
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。

鹿
児
島
県
フ
ク
ア
ゲ
町
枯
野
所
在
の
洞
窟
。
黒
川
神
社
よ
り
名
務
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
現
在
鹿
児
島
県
玉
龍
高
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

資
料
は
熊
本
市
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

宮
崎
市
青
島
下
著
方
に
所
在
す
る
晩
期
を
主
体
と
し
た
貝
塚
。
資
料
は
宮
崎
大
学
に

保
管
さ
れ
て
い
る
。

宮
崎
県
北
諸
県
郡
中
郷
村
二
俣
尾
平
野
に
所
在
す
る
洞
窟
。
戦
前
発
表
さ
れ
た
も
の

で
は

「
宮
崎
県
北
諸
県
郡
二
俣
尾
平
野
洞
窟
」
小
林
久
雄
、考
古
学
十
巻
第
二
号
。

戦
後
は
宮
崎
大
学
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
現
在
宮
崎
大
学

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

⑩
参
照
及
び
神
道
文
化
会

「
高
千
穂

・
阿
蘇
」
考
古
学
的
調
査
の
項
参
照
。

潮
見
浩
氏

「
山
口
県
岩
田
遺
跡
出
土
縄
文
時
代
遺
物
の
研
究
」
広
島
大
学
文
学
部
記

要
第
十
八
号

「
熊
本
県
の
歴
史
」
文
画
堂
。

三
島
格

「
肥
後
荒
尾
市
斃
崎
貝
塚
発
見
の
岩
偶
」
九
州
考
吉
学
７
●
８
。

熊
本
県
宇
土
郡
松
橋
町
大
野
貝
塚
。

⑩
参
照
。

大
分
県
中
津
市
宮
永
中
津
高
等
学
校
校
庭
内
遺
跡
。

江
坂
輝
弥
氏

「
土
偶
」
狡
倉
書
房

八
幡

一
郎

「
三
脚
石
器
」
人
類
学
雑
誌
四
十
七
。

江
坂
輝
弥
氏
前
掲
書
。

江
坂
輝
弥
氏
前
掲
書
。

東
諸
県
郡
綾
町
尾
立
遺
跡
、串
間
市
下
弓
田
遺
跡
、宮
崎
郡
田
野
町
ズ
ク
ノ
山
遺
跡
、

宮
崎
市
木
花
野
首
遺
跡
な
ど
後
期
の
遺
跡
に
は
多
く
の
資
料
が
み
ら
れ
る
。

第

二
節

　
石
器
及
び
石
製

品

石
　

　

　

器

石
器
は
遺
物
包
合
層
の
最
下
層
よ
り
出
上
し
た
鐘
ケ
崎
式
、
西
平
式
相
治
の
第

二
類
土
器
及
び
第
四
類
土
器
に
伴

っ
た
若
千
の
石
鏃
を
除
い
て
、
す
べ
て
混
炭
の

黒
色
土
層
以
上
か
ら
出
土
し
た
。
そ
の
種
類
は
、石
刀
、
磨
製
石
斧
、打
製
石
斧
、

打
製
看
鎌
、
打
製
石
鏃
、
石
匙
、
石
錘
、
剣
片
石
器
、
石
錘
、
浮
子
等
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
打
製
石
斧
が
圧
倒
的
に
多
く
、
発
掘
区
が
小
規
模
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
百
点
に
近
い
資
料
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
そ
の
特
徴
的

な
形
態
か
ら
考
察
さ
れ
る
用
途
と
関
連
し
て
遺
跡
の
性
格
や
、
他
の
遺
物
と
の
組

み
合
わ
せ
の
上
で
な
し
得
る
当
時
の
生
業
の

一
端
を
知
る
点
で
、
大
き
な
ウ
ェ
イ

ト
を
持

っ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
打
製
石
斧
を
中
心
と
し
て
順
次
、
出
上
の
各
種
の

石
器
に
つ
い
て
記
録
す
る
。

石
　
　
　
　
刀

第
Ｉ
区
の
張
り
出
し
部
に
お
け
る
排
土
作
業
中
に
、
第
五
類
上
器
及
び
第
七
類

土
恭
に
混
じ
て
、
両
端
が
欠
損
し
た
石
刀
を
発
見
し
た
。
中
央
部
の
幅
約
四
糎
、

長
さ
二
十

一
糎
、
厚
さ

一
糎
内
外
を
測
り
、
粘
板
岩
製
で
あ
る
。
表
裏
と
も
に
良

く
砥
磨
さ
れ
、
細
い
研
磨
痕
が
全
面
に
認
め
ら
れ
る
。
片
縁
が
直
線
的
で
、
匁
部

に
当
る
の
で
あ
る
が
利
器
と
称
す
る
に
は
そ
の
縁
が
研
磨
さ
れ
て
も
、
ゆ
る
や
か

な
小
さ
い
面
を
な
し
て
い
る
。
一
方
他
の
縁
は
弧
を
描
い
て
そ
れ
に
対
し
て
お
り
、

さ
し
ず
め
こ
の
部
分
が

「
ム
ネ
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
平
面
的
に
は
両
端
を
欠

く
新
月
状
を
呈
し
て
い
る
。
横
断
面
を
み
る
と
尖
端
を
な
さ
な
い
楔
状
で
あ
っ
て

全
面
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
。
縦
断
面
か
ら
は
器
全
体
の
痛
平
さ
が
窺
え
る

が
、　
一
方
に
ゆ
る
い
カ
ー
ブ
を
も

っ
て
い
る
。
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さ
て
、
組
丈
式
時
代
の
石
然
と
し
て
の
石
刀
は
、
近
畿
地
方
以
東
、
特
に
東
北

地
方
に
多
く
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、　
そ
の
形
態
は
、　
石
剣
、　
石
棒
に
類
す
る

が
、
そ
の
特
異
性
が
只
部
及
び
関
部
に
あ
り
、
内
ぞ
り
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
最
近
報
ぜ
ら
れ
た
九
州
内
で
の
発
見
が
①
大
洞
″
式
と
関
連
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
点
か
ら
東
北
的
な
要
素
と
見
枚
し
得
る
。
こ
れ
ら
の
石
刀
を

出
上
の
石
刀
と
対
比
す
る
と
き
、
形
態
の
上
で
は
か
な
り
異

っ
て
お
り
、
同

一
つ

類
型
と
し
て
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
石
剣
及
び
石
棒
と
の
関
連
に
お
い
て
、

そ
の
用
途
を
考
た
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
決
定
的
で
な
い
が
、
祭
祀
関
係
遺
物
と

し
て
さ
き
の
石
刀
と
同
列
に
扱
え
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
石
刀
は
晩
期
の

石
器
と
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
熊
本
県
出
土
の
例
は
、
報
告
者
に
よ

っ
て刀

口
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ш

ｍ

後
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
遺
跡
の
石
刀
に
つ
い
て
は
、
後
期
、
晩
期

い
ず
れ
の
も
の
か
は
、　
明
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
お
、

本
遺
跡
か
ら

は
、
こ
の
石
刀
の
ほ
か
に
佐
藤
豊
氏
が
か

っ
て

一
点
を
得
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
も

石
質
は
同
様
に
粘
板
岩
製
で
あ
り
、
内
ぞ
り
の
度
が
強
く
、　
一
様
に
扁
平
で
あ

っ

て
、
砥
磨
の
度
も
高
い
。
し
か
も
端
部
の

一
部
を
残
し
て
お
り
、
今
回
出
上
し
た

る
刀
の
端
部
を
想
定
す
る
の
に
参
考
と
な
る
。

さ
て
発
掘
調
査
以
前
に
出
上
し
た
遺
物
の
う
ち
に
祭
祀
関
係
資
料
と
し
て
、
今

回
の
調
査
の
契
機
の

一
つ
と
な

っ
た

石

棒

が

あ
る
。
こ
の
石
棒
は
昭
和
二
十
七

年
四
月
に
高
千
穂
町
在
住
の
吉
永
仁
氏
に
よ

っ
て
牧
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現

在
、
宮
崎
県
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。　
一
端
に
瘤
状
の
頭
部
を
も

つ
も
の

で
あ

っ
て
、
そ
の
頭
部
に
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
彫
刻
が
Ｘ
字
状
結
接
丈

で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
土
パ
の
丈
様
と
の
関
係
か
ら
、
陣
内

一
式
上
器
と
の
関

係
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
時
期
は
後
期
末
葉
か
と
考
え

ら
れ
る
。
断
面
は
頭
部
を
除
い
て
ほ
ぼ
円
形
で
あ
り
、
直
径
は
頭
部
に
近
く
三
糎

内
外
を
示
し
、
損
失
部
に
近
く
三

・
五
糎
に
及
ん
で
い
る
。
瘤
状
の
頭
部
か
ら
徐

々
に
細
く
な
り
、
二
本
の
隆
起
帯
に
換
ま
れ
て

一
本
の
沈
線
が
刻
ま
れ
、
こ
の
部

分
に
お
い
て
最
短
の
径
を
示
し
て
い
る
。
現
存
長
は
二
十
九

・
八
糎
で
あ
る
。

さ
ら
に
高
千
穂
町
在
住
の
円
尻
ア
ヤ
氏
が
所
有
す
る
石
棒
の
破
片
②
が
こ
の
石

棒
と
同

一
個
体
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
接
合
し
て
み
る
と
、
奇
し
く
も

一
端
に

お
い
て
完
全
に
連
接
し
た
。
田
尻
氏
の
石
棒
片
は
、
組
み
合
わ
さ
れ
た
端
よ
り
徐

々
に
径
を
増
し
、
他
の

一
端
に
お
い
て
最
大
の
径
四
糎
を
示
す
。
両
者
合
し
た
現

存
長
五
十
二
糎
が
測
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
ニ
コ
の
石
棒
片
を
接
合
し
て
も
原
体

の
半
ば
に
達
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
部
分
で
折
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
断
面
の
径

挿凶 6 石
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に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
。
単
頭
の
石
棒
で
あ

っ
た
か
、
両
頭
の
石
棒
で
あ

っ
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
原
体
が
五
十
二
糎
の
三
倍
と
み
て
も
最
小
限

一
米
以
上
に
及
ん

だ
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
未
確
認
な
が
ら
同
様
の
破
片
が
別
に

本
遺
跡
か
ら
採
集
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
た
が
①
こ
れ
が
最
初
の
石
棒
と
接
合
し
得

る
か
、
否
か
は
機
会
を
得
て
明
か
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
さ
て
頭
部
の
彫
刻
を

中
心
と
し
て
類
例
を
求
め
る
と
、
茨
城
県
稲
敷
郡
陸
平
、
山
形
県
飽
海
郡
上
郷
村

字
成
興
野
の
例
①
な
ど
に
頸
部
に
隆
起
帯
を
も

つ
点
で
類
似
す
る
が
、
そ
れ
ら
は

と
も
に

一
本
の
隆
起
帯
の
み
で
あ
る
点
が
異
り
、
陸
平
例
の
頭
部
の
Ｘ
字
状
結
接

文
は
陽
刻
さ
れ
て
い
る
の

ヽ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
日
本
は
も
と
よ
り
、
全
国
的

、
　

　

に
類
例
は
数
が
少
い
。
そ
の
彫
刻
文
に
よ

っ
て
後
期
末
葉
の
遺
品
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。　
　
　
　
・

磨

製

石

斧

Ｉ
区
、
Ｉ
区
を
通
じ
て
出
上
し
た
磨
製
石
斧
は
五
例
の
み
で
あ
る
。
う
ち
一
例

―

の
み
が
ほ
ば
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
こ

棒

　
　
れ
と
て
も
烈
部
の
片
面
を
は
じ
め
三
カ
所
に

大
き
く
損
失
部
が
あ
る
。
他
の
四
例
は
双
部

を
損
失
す
る
も
の
、
飛
部
及
び
基
部
を
損
失

石
　
　
す
る
も
の
、
蒸
部
の
み
を
損
失
す
る
も
の
と

す
べ
て
欠
失
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
磨
製
看
斧

７
　
　
は
形
態
の
上
で
は
後
期
に

一
般
的
に
み
ら
れ

硼

　
　
る
蛤
烈
の
形
を
有
し
、
小
形
の

一
例
を
除
い

て
、
幅
五
糎
内
外
、
長
さ
十
三
？
十
四
糎
の

も
の
で
あ
る
。
小
形
の
も
の
は
匁
部
の
幅
四

糎
内
外
、
長
さ
十
糎
で
あ
る
が
久
失
し
て
い
る
基
部
が
平
坦
に
隣
ら
れ
て
お
り
、

使
用
法
が
他
の
例
と
異

っ
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
双
部
を
欠
く
も
の
は
も
と

よ
り
、
只
部
を
残
す
も
の
で
さ
え
数
力
所
に
小
欠
損
を
み
る
。
そ
れ
ら
を
使
用
痕

と
み
る
と
き
相
当
の
使
用
が
窺
え
る
。
出
上
の
状
況
か
ら
す
る
土
器

と

の
関

係

は
、
五
例
の
う
ち
四
例
ま
で
が
Ｉ
区
の
Ａ
地
点
及
び
Ｉ
区
の
Ａ
、
Ｂ
両
地
点
に
ま

た
が

っ
て
出
土
し
、　
し
か
も
混

炭
の
黒
色
土
層

中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

陣
内

一

式
、
二
式
、
三
式
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
、
Ｉ
区
の

一
例
も
黒
色
上
層
中
の
出

上
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
す
べ
て
後
期
末
葉
の
所
産
と
判
断
さ
れ
る
。
石
材
は

す
べ
て
安
山
岩
で
あ
り
、
形
態
上
も
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。
磨
製
石
斧
は
早
期
よ

り
晩
期
ま
で
各
時
期
に
み
ら
れ
る
が
、
晩
期
に
な
る
と
量
的
に
は
打
製
石
斧
に
と

っ
て
代
ら
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
小
形
痛
平
の
片
双
石
斧
や
、
ノ
ミ

形
石
斧
な
ど
に
変
化
し
て
い
く
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
磨
製
石
斧
は
九
州

一

円
に
み
ら
れ
る
第
七
類
土
器
に
伴

っ
て
各
地
か
ら
か
な
り
出
土
し
て
い
る
類
例
が

1'

十111

1'

1

11キ
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あ
る
こ
と
か
ら
、
典
型
的
な
後
期
末
葉
の
石
斧
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

打
　
製
　
石
　
斧

多
量
に
出
上
し
た
打
製
石
斧
は
、
形
態
の
上
で
多
少
の
変
化
は
あ

っ
て
も
、
粗

製
で
扁
平
と
い
う
点
で
共
通
性
が
あ
り
、　
一
、
二
の
粘
板
岩
製
、
砂
岩
製
の
も
の

を
除
い
て
す
べ
て
変
質
の
頁
岩
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
形
態
の
変

化

に
も

と
ず
い

て
、　
一
応
厚
手
づ
く
り
で
西
洋
梨
形
の
も
の

（第

一
類
）
と
、
痛
平
で
大
形
の
短

冊
形
の
も
の

（第
二
類
）
、
短
冊
形
の
も
の

（第
二
類
）
、
靴
形
の
も
の

（第
四

類
）
、
方
形
形
の
も
の

（第
五
類
）
、
バ
チ
形
の
も
の

（第
六
類
）
の
六
類
に
分

か

っ
た
。

第

　
一　

類

こ
の
型
の
石
斧
は

一
点
出
上
し
た
。
石
斧
と
呼
ぶ
よ
り
も
握
槌
と
呼
ぶ
方
が
迪

し
て
い
る
よ
う
な
形
で
あ
る
。
長
さ
十

一
糎
、
最
大
の
幅
七
糎
あ
り
、
変
質
頁
岩

製
で
、
西
洋
梨
形
を
呈
す
る
点
に
特
徴
が
あ

っ
て
、
そ
の
厚
さ
は
後
述
す
る
各
型

式
の
石
斧
と
対
比
し
て

一
、
二
を
除
い
て
約
二
倍
に
近
い
厚
み
を
有
し
、
三
極
に

及
ん
で
い
る
。
両
面
と
も
第
二
次
剣
離
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
剣
離
面
を
も
ち
、
双

部
と
み
ら
れ
る
部
分
に
押
圧
剣
離
に
よ
る
粗
い
再
加
工
が
認
め
ら
れ
、
ほ
ぼ
半
円

に
近
い
粗
粧
な
双
部
を
つ
く

っ
て
い
る
。
肩
部
か
ら
徐
々
に
せ
ば
め
ら
れ
る
基
部

の
長
さ
は
、
全
長
の
半
分
に
近
く
、
握
る
に
便
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
柄
を
着
装

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
手
斧
ま
た
は
槌
と
み
る
の
で
あ
る
。
後
期

以
後
の
上
器
に
伴

っ
て
出
上
し
た
石
斧
で
類
例
が
見
当
ら
ず
、
す
く
な
く
と
も
西

日
本
に
お
い
て
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
祀
文
式
文
化
以
前
の
ハ
ン
ド
ア
ッ

ク
ス
の
う
ち
、
権
現
山
Ｉ
①
の
時
期
の
石
器
の
形
態
に
酷
似
す
る
例
が
み
ら
れ
る

が
、
こ
れ
と
て
用
途
上
で
類
似
す
る
と
想
定
出
来
て
も
、
直
接
関
連
あ
る
も
の
と

し
て
は
扱
え
な
い
。
石
質
に
お
い
て
も
本
遺
跡
出
上
の
他
の
打
製
石
斧
と
同
じ
で

あ
り
、
し
か
も
使
用
度
の
状
態
や
恭
面
の
磨
消
の
状
態
も
他
の
石
斧
と
特
に
変
化

が
認
め
ら
れ
な
い
。
し
て
み
る
と
後
期
末
葉
の
時
期
に
、
多
様
な
用
途
に
対
応
し

て
作
ら
れ
た
特
殊
的
な
形
態
を
も
つ
打
製
石
斧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で

一
般
に
打
製
石
斧
と
し
て
扱
わ
れ
て
来
た
も
の
で
も
、
そ
の
用
途
の
分
化
と
と
も

に
、
形
態
が
変
化
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
後
述
す
る
各
種
の
打

製
石
斧
の
用
途
を
考
え
る
際
に
も
、
重
要
な
意
義
が
生
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
　
二
　
類

こ
こ
に

一
括
し
た
石
斧
は
、
厚
さ
に
多
少
の
変
化
は
あ
る
が
、
長
さ
十
四
糎
烈

部
の
幅
七
糎
に
及
び
、
出
上
の
打
製
石
斧
の
う
ち
で
は
最
も
大
形
に
属
し
、
麻
製

看
斧
に
も
こ
れ
ら
よ
り
大
き
い
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ら
に
は
双
部
を
欠
く
も
の
が

多
く
、
原
形
を
と
ど
め
る
も
の
が
少
い
。
こ
れ
は
体
ん
に
使
用
さ
れ
た
結
果
欠
損

が
多
か

っ
た
か
ら
だ
と
み
ら
れ
る
。
匁
部
の
欠
け
た
も
の
の
欠
け
方
を
み
る
と
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
三
分
の

一
か
ら
三
分
の

一
で
折
換
す
る
ほ
ど
大
き
く
欠
け
、
基

部
に
近
い
部
分
の
み
を

残

し

た
も
の
が
多
い
。

し
た
が

っ
て
使
用
に
あ
た

っ
て

は
、
双
部
の

一
部
分
に
街
撃
が
加
わ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
が
双
部
全
体
に
加

っ
た

と
み
ら
れ
る
し
、
し
か
も
次
々
と
折
損
じ
て
行

っ
た
も
の
で
は
な
く

一
挙
に
折
損

じ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た

一
部
分
が
欠
け
た
あ
と
で
、
夏
に
使
用
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
全
体
が
欠
け
た
と
い
う
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
柄
の
若
装
が
泉
部
に
対
し
て
平
行
に
柄
を

つ
け
た
と
す
る
よ
り
、
む
し

ろ
匁
部
に
対
し
て
直
角
方
行
に
着
装
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
鍬
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
土
掘
り
具
と
み
ら
れ
る
。
更
に
只
部
に
近
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く
厚
さ
を
減
じ
て
い
る
こ
と
も
土
掘
り
具
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
石
質
は
大

部
分
緑
色
を
帯
び
た
乳
白
色
の
変
質
頁
岩
で
あ
り
、
他
の
石
材
を
使
用
し
た
も
の

は
、
砂
岩
製
の
も
の

一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
石
材
の
共
通
性
も
同
種
の
形
態
を

多
量
に
作
る
場
合
の
め
ぐ
ま
れ
た
条
件
で
あ

っ
て
、
単
純
な
し
か
も
同

一
の
用
途

に
あ

っ
て
は
、
石
材
の
供
給
源
と
の
関
連
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
撰
定
の
確
実
さ
が

反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
類
の
打
製
石
斧
は
、
痛
平
で

あ
る
と
い
う
点
で
第

一
類
と
は
異
り
、
第
二
類
か
ら
第
六
類
ま
で
の
他
の
打
製
石

斧
と
同
様
の
特
徴
を
も
つ
て
い
る
。

第
　
一二
　
類

本
遺
跡
の
出
上
の
打
製
石
斧
の
う
ち
、
第
二
類
は
最
も
多
く
出
上
し
た
も
の
で

あ
る
。
第
二
類
を
や
や
小
形
化
し
た
も
の
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
形
態
に
や
や
変

化
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
烈
部
は
ほ
ぼ
平
坦
な
も
の
、
や
や
外
反
す
る
も
の
、

大
き
く
外
反
し
て
、
中
央
部
が
は
り
出
し
た
も
の
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
平
面

形
は
、
靴
型
に
近
く

一
側
面
が
内
反
す
る
も
の
、
匁
部
を
底
辺
と
す
る
台
形
に
近

い
も
の
、
大
形
の
尖
頭
器
の
尖
端
を
欠
い
た
よ
う
な
形
の
も
の
な
ど
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
形
態
に
小
異
は
み
ら
れ
て
も
、
主
要
な
も
の
は
双
部
に
ま
る
み
を
持

つ

短
冊
形
の
器
形
の
も
で
の
あ
り
、痛
平
な
点
に
共
通
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
用
途

は
、
形
態
の
類
似
か
ら
第
二
類
の
打
製
石
斧
と
同
様
土
掘
り
具
と
考
え
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
と
き
更
に
有
力
な
形
態
上
の
杵
徴
を
示
す
も
の
が
あ
る
。図
の
レ
１
５

に
示
し
た
も
の
に
典
型
的
に
う
か
が
え
、
図
ψ
１
４
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
断
面
形
が
カ
ー
ブ
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
断
面
に
み
ら
れ
る
カ
ー
ブ

を
生
か
し
、
効
果
的
に
使
用
す
る
た
め
に
は
、
双
部
と
直
交
す
る
柄
を
着
装
し
、

し
か
も
カ
ー
ブ
側
に
柄
の
手
許
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
従

っ
て
小
形
の
唐
鍬

が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
土
掘
り
具
と
し
て
の
用
途
が
導
き
肥
せ
る
こ
と
に
な

フ０
。用

具
を
製
作
す
る
に
章

っ
て
そ
の
形
態
か
ら
く
る
効
果
を
考
え
た
上
で
製
作
す

る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
他
の
種
類
に
富
ん
だ
石
器
や
、
形
態
が
分
化
さ
れ
つ
つ

あ
る
土
器
を
示
す
ま
で
も
な
い
。　
一
口
に
打
製
石
斧
と
呼
ば
れ
る
石
器
が
、
こ
の

時
期
に
な

っ
て
形
態
の
上
で
多
く
の
変
化
を
み
、
そ
の
用
途
に
多
様
性
を
み
る
の

と
相
ま
っ
て
、
磨
製
石
簿
と
は
明
ら
か
に
分
化
し
、
後
述
す
る
打
製
の
石
庖
丁
様

石
器
や
打
製
石
鎌
を
始
め
と
す
る
石
製
品
や
上
製
品
と
の
関
連
も
あ
っ
て
、
原
始

農
耕
の
具
体
的
な
耕
具
の

一
つ
に
ま
で
分
化
す
る
こ
と
は
考
え
得
る

こ
と

で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
農
具
と
直
接
関
係
あ
る
用
具
と
し
て
、
こ
こ
に
示
し
た
扁
平
な
打

製
石
斧
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
た
短
冊
形
と
し
て

一
括
し
た
打
製
石
斧
の
う
ち
、
図
笠
１
６
、
及
び
３４
‐
４

は
、
そ
の
形
態
に
お
い
て
他
の

一
群
の
も
の
と
異

っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
た
用
途

の
上
で
の
変
化
を
反
映
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
レ
１
６
は
双
部
の
さ
竜
と
が
り

や
、
そ
の
断
面
の
形
態
か
ら
文
字
通
り
斧
的
な
用
途
が
考
え
ら
れ
も
の
で
あ
り
、

基
部
の
打
欠
き
方

か
ら

も
双
に
平
行
す
る
柄
つ
着
装
が
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。

３４
‐
４
は
自
然
面
を
多
く
残
し
、
第

一
次
剣
離
に
よ
っ
て
、
す
で
に
そ
の
概

形
が
形
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
双
部
の
再
調
整
は
他
側
面
に
も
同
様
に
行
な

わ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
要
な
匁
部
と
す
る
と
、短
冊
形
の

一

長
辺
に
双
部
を
持

っ
こ
と
に
な
り
、
他
の
痛
平
な
短
冊
形
の
打
製
石
斧
と
は
自
ず

と
用
途
を
異
に
し
、
む
し
ろ
後
述
す
る
石
庖
丁
様
石
器
と
同
様
柄
を
着
け
ず
、
只

部
を
使

っ
て
の
す
り
き
り
具
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
こ
に
示
し
た
第
二
類
の
打
製
石
斧
は
、　
一
、
二
の
粘
板
岩
製
の
も
の
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を
除
い
て
、
第
二
類
の
打
製
石
斧
と
同
様
に
緑
色
を
帯
び
た
変
質
頁
岩
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。

第
　
四
　
類

こ
こ
に

一
括
し
た
看
器
は
、
そ
の
平
面
に
お
い
て
Ｄ
字
状
に
片
側
に
張
り
出
し

を
も
つ
も
の
と
、
そ
の
変
形
と
み
ら
れ
る
も
の
及
び
第
二
類
乃
至
は
第
二
類
と
し

た
短
冊
形
に
近
い
が
、
片
側
に
浅
い
彎
入
が
み
ら
れ
る
も
の
な
ど
に
細
分
し
得
る

が
、
全
体
を
通
じ
て
足
形
と
称
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
に
属
す
る
も
の

も
、
他
の
大
部
分
の
打
製
石
斧
と
同
様
痛
平
で
あ
り
、
各
茂
線
の
磨
滅
の
度
が
高

永
く
使
用
に
耐
え
得
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
石
質
も
同
様
の
変

質
頁
岩

で
あ
る

が
、

３‐
１
４
は
片
面
に
大
き
な
剣
離
面
を
残
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
平
坦
で
あ
り
、

３‐
１
３
と
共
に
尖
端
部
に
主
要
な
双
部
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
掘
り
具

を
考
え
た
と
し
て
も
、
与
え
ら
れ
た
力
が
局
所
的
に
集
中
し
得
る
と
い
う
利
点
が

認
め
ら
れ
る
。

第
　
五
　
類

大
形
の
短
冊
形
の
打
製
石
斧
を
ほ
ば
中
央
部
で
切
断
し
、
調
整
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
作
成
し
得
る
形
態
で
あ
り
、
双
部
の
幅
も
広
く
、
方
形
に
近
い
。
こ
の
類

の
資
料
は
極
く
わ
ず
か
混
在
し
て
お
り
、
図
３０
１
５
な
ど
は
典
型
的
な
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
資
料
は
稜
線
の
磨
滅
の
度
が
高
い
ば
か
り
か
、
烈
部
に
対
し
て

直
角
の
方
向
、
す
な
わ
ち
縦
に
多
く
の
浅
い
条
線
が
み
ら
れ
、
特
に
双
部
に
近
く

顕
著
で
あ
る
こ
と
は
、
使
用
痕
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
使
用
痕

が
部
分
的
で
な
く
、
烈
部
に
万
遍
な
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
用
途
を
考
え
る
上
に

重
要
で
あ
る
。

第
　
一ハ
　
類

形
態
の
上
で
締
型
と
分
類
し
得
る
も
の
は
、
第
四
類

（足
型
）
、
第
五
類

（方

形
型
）
と
同
様
に
そ
の
数
は
少
い
が
、
第
Ｉ
区
、
第
Ⅱ
区
を
通
じ
て
出
土
し
て
い

る
。
こ
の
類
は
図
に
示
す
通
り
小
形
で
あ
り
、
そ
の
用
途
に
お
い
て
も
、
白
ず
と

第
二
類
、
第
二
類
を
始
め
と
す
る
他
の
痛
平
な
打
製
石
斧
と
異
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
と
て
十
分
に
明
ら
か
に
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
後
晩
期
の
磨
製
石
斧

の
形
態
の
分
化
の
多
様
性
に
関
連
し
て
、
小
形
化
さ
れ
た
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る

事
実
と
対
比
し
て
み
る
と
、
打
製
の
石
奪
に
お
い
て
も
形
態
が
分
化
す
る
に
つ
れ

小
形
の
も
の
が
生
じ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
中
期
以
前
に
み
ら
れ
な
い
。
今
後

こ
の

よ

う

な

小
形
化
さ
れ
た
石
斧
を
生
産
用
具
の
変
遷
の
中
で
検
討
す
る
こ
と

は
、
興
味
あ
る
問
題
の

一
つ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

以
上
、
六
類
に
分
類
し
た
打
製
石
斧
は
、
そ
の
形
態
に
よ

っ
て

一
応
区
分
し
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
石
質
や
稜
線
の
磨
粍
度
、
更
に
恭
面
の
変
化
に
劃

一
性

が
あ
り
、製
作
も
同
巧
で
あ

っ
て
、時
期
的
に
多
少
の
前
後
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、

大
差
の
な
い
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
出
来
、
伴
出
土
器
と
対
比
し
て
、
お
よ
そ

後
期
の
末
葉
か
ら
晩
期
初
頭
の
石
恭
と
考
え
ら
れ
る
。
出
上
の
状
況
か
ら
は
そ
れ

ら
相
互
の
先
後
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
土
器
型
式
と
の
相
関

関
係
に
よ
る
石
器
自
体
の
編
年
が
殆
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
現
在
、
こ
れ
以
上

の
推
論
は
不
可
能
で
あ
る
。

さ
て
、
打
製
石
斧
は
、
早
期
か
ら
晩
期
ま
で
の
各
時
期
に
わ
た
っ
て
磨
製
石
斧

な
ど
と
共
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
石
器
で
あ
り
、
時
期
に
よ

っ
て
変
化
の
あ
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
か

っ
て
打
製
石
斧
を
そ
の
形
態
に
よ

っ
て
、
分
銅
型
、
小

判
型
、
匙
型
、
足
型
に
区
別
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
⑥
、
ま
た
扁
桃
型
、
撥
型
、
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短
冊
型
、
杓
子
型
、
分
銅
型
と
分
類
し
、
そ
の
順
に
お
い
て
時
期
的
な
変
化
と
捉

え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
〇
。
こ
れ
ら
は
関
東
地
方
の
資
料
を
中
心
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
先
に
示
し
た
第

一
類
か
ら
第
六
類
ま
で
を
、
こ
れ
に
対
比
し
て
み
る
と

第

一
類
の
西
洋
梨
型
の
も
の
を
除
き
、
撥
型
、
短
冊
型
と
し
て
扱
え
よ
う
。
第
四

類

（
足
型
）
及
び
第
五
類

（方
形
型
）
は
短
冊
型
の
変
形
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な

い
。
短
冊
型
の
も
の
は
関
東
地
方
に
お
い
て
中
期
の
勝
坂
式
に

一
つ
の
ピ
ー
ク
を

も

っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
例
の
少
い
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
分
銅
型
は
、
加

曽
利
Ｂ
式
以
降
に
集
中
的
に
現
わ
れ
る
後
期
の
特
徴
的
な
形
態
と
い
え
よ
う
が
、

こ
の
間
に
あ

っ
て
、
土
掻
き
①
と
呼
ば
れ
た
拘
子
型
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
見
逃

せ
な
い
。
上
掻
き
が
竪
穴
住
居
を
作
る
場
合
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

っ
て
、
土
掻
き
―

土
掘
り
具
を
文
字
通
り
広
義
に
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
後
期
の
主
要
な
打

製
看
斧
で
あ

っ
た
分
銅
型
は
必
ず
し
も
各
地
方
に
及
ん
で
お
ら
ず
、
九
州
地
方
で

は
、
主
流
が
短
冊
型
で
あ
り
、
そ
の
変
形
と
し
て
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
も
本
遺
跡
に
お
い
て
は
先
に
も
示
し
た
通
り
、
分
銅
型
の
変
形
と
考
え

ら
れ
て
撥
型
が
小
形
化
さ
れ
て
出
上
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
関
東
地
方
の
特
徴
を

そ
の
ま
ま
本
遺
跡
で
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
下
楠
田
貝
妖
の
例

を

始

め

と
し

て
、
九
州
に
お
け
る
後
晩
期
の
打
製
石
斧
は
短
冊
型
、
ま
た
は
そ

の
変

形

で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
用
平
な
打
製
石
斧
が
中
期
以
前
に
余
り
多
く
み
ら
れ
な
い
の
に
、

後
晩
期
に
至

っ
て
急
激
に
量
を
増
し
て
い
る
の
は
当
時
の
生
業
の
反
映
の

一
つ
と

み
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
柄
の
着
装
の
方
法
と
使
用
痕
跡
と
か

ら
土
掘
り
具
と
み
ら
れ
る
の
は
短
冊
型
の
痛
平
な
第
二
類
、
第
二
類
を
中
心
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

打

製

石

鎌

三
日
月
状
に
弧
を
聞
き
、
そ
の
弦
部
の
中
央
か
ら

一
先
端
部
に
か
け
て
只
部
が

つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
打
製
石
器
が
あ
る
。
長
さ
十
四

・
五
糎
、
中
央
部
で
の
中

四
糎
内
外
、
同
じ
く
そ
の
厚
さ

一
・
五
糎
内
外
の
も
の
で
あ
り
、
弦
部
で
の
彎
入

は

一
・
五
糎
に
も
及
ん
で
い
て
、
粘
板
岩
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
石
器
の
烈

部
は
内
彎
し
た
弦
部
に
あ
り
、　
そ
の
他
の
部
分
で
は
、

再
調
整

が
認

め
ら
れ
な

い
。
そ
の
形
態
か
ら
掻
き
切
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
す
り
切
り
具
が
考
え
ら
れ

る
。
後
述
す
る
打
製
の
石
庖
丁
様
石
器
と
ほ
ぼ
同
様
の
機
能
を
も
つ
用
具
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
効
用
に
つ
い
て
は
、
よ
り
効
果
的
な
形
態
を
も

っ
て
い
る
。
そ
り
の

度
の
高
い
こ
と
か
ら
、
農
具
の
鎌
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
こ

の
時
期
の
類
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

磨
製
の
石
鎌
③
に

つ
い

て
は
福
岡
県
の

例
⑩
が
早
く
か
ら
報
ぜ
ら
れ
、　
そ
の
後
も
類
例
を
増
し

て

い
る
。　
こ
れ
ら
は
弥

生
式
期
の
も
の
で
あ
り
、
異
質
の
も
の
で
あ
る
た
め
同

一
に
扱
え
な
い
が
、
形
態

上
は
多
く
の
類
似
点
が
指
摘
し
得
る
。
さ
れ
ば
磨
製
の
石
鎌
が
石
庖
丁
と
対
比
し

得
る
よ
う
に
打
製
の
石
鎌
も
打
製
の
石
庖
丁
様
石
器
と
対
比
し
得

る

の

で

あ

っ

て
、
そ
の
形
態
の
分
化
の
中
で
派
生
し
、
よ
り
効
果
的
な
機
能
を
果
し
た
も
の
と

考
え
る
。
磨
製
石
鎌
や
石
庖
丁
が
水
稲
の
牧
穫
に
あ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
石
器
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
打
製
石
鎌
は
必
ず
し
も
栽
培
植
物
の
岐
獲
に
用
い
た
も

の
と
は
決
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
植
物
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
、　
一
種
の
原

始
農
業
が
存
在
し
得
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
直
接
関
係
し
得
る
用
具
と
み

ら
れ
よ
う
。

打

製

石

庖

丁

様

石

器

痛
平
な
打
製
石
斧
と
同
様
な
出
土
状
況
を
示
し
、
そ
の
石
質
を
等
し
く
す
る
石
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器
に
打
製
石
庖
丁
様
石
器
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
打
製
石
斧
ほ
ど
多
く
は
発
見
さ
れ

な
い
が
完
形
品
が
多
い
。
形
態
に
よ

っ
て
三
種
類
に
区
別
し
得
る
が
、
そ
の
変
化

を
そ
の
ま
ま
時
期
の
変
化
の
反
映
と
は
な
し
が
た
い
。
そ
の
平
面
形
が
短
冊
型
の

打
製
石
斧
に
類
似
す
る
も
の
は
、
そ
の
痛
平
度
に
お
い
て
類
似
し
、
大
き
さ
も
長

さ
十
二
糎
内
外
、
幅
五
糎
内
外
と
相
近
く
、
再
調
整
さ
れ
た
匁
部
が
長
辺
に
あ
る

点
の
み
が
異
る
の
み
で
あ
る
。
双
部
は
や
や
内
彎
す
る
も
の
と
、
ほ
ぼ
直
線
的
な

も
の
と
が
あ
る
。
ま
た
図
に
示
し
た
資
料
は
不
整
形
な
長
楕
円
形
を
な
し
、
基
部

か
ら
匁
都

へ
と
急
激
に
厚
さ
を
減
ず
る
も
の
で
、
よ
り
機
能
的
な
形
態
を
示
し
、

烈
部
の
調
整
も
十
分
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
双
部
は
や
や
外
彎
す
る
点
で
前

者
と
は
形
態
の
上
で
異

っ
て
い
る
。
三
日
月
状
、
な
い
し
は
半
月
状
の
形
態
を
持

つ
も
の
は
匁
部
が
外
彎
し
て
い
る
点
で
図
示
し
た
も
の
に
類
似
す
る
が
、
そ
の
痛

平
度
に
お
い
て
は
そ
の
三
分
の

一
に
も
み
た
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
短
冊
型
の
扁
平

打
製
石
斧
を
製
作
す
る
過
程
の

一
部
を
変
更
し
、
双
部
の
位
置
を
長
辺
に
変
え
る

こ
と
に
よ

っ
て
も
当
然
作
り
得
る
筈
で
あ
る
が
、
章
初
か
ら
そ
の
石
材
を
選
定
し

た
上
で
整
形
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
用
途
は
、
烈
部
の
位
置
か
ら
し
て
打
製
石
斧
の
如
く
、
振
り

お
ろ
す
力
に
よ
る
用
具
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
完
型
品
の
多
い
こ
と
か
ら
考
え
て
も

強
い
力
に
よ
ら
ず
、
ま
た
強
い
衝
撃
が
加
わ
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
破
損
度
の

少
い
用
途
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
て
み
る
と
柄
の
着
装
さ
れ
た
も
の
が
あ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
り
切
り
具
と
考
え
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
類
例
は
関
東

地
方
の
中
期
以
後
に
み
ら
れ
、
殊
に
後
期
の
加
曽
利
Ｂ
式
以
後
に
多
く
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
し
、
県
内
で
も
下
弓
田
遺
跡
を
始
め
と
し
て
、
後
期
以
後
の
遺
跡
に

そ
の
例
が
指
摘
さ
れ
る
。
晩
期
の
も
の
は
、
よ
り
そ
の
痛
平
度
が
高
い
よ
う
で
あ

り
①
、
こ
れ
を
弥
生
式
期
の
石
庖
丁
の
源
初
的
な
形
態
と
み
る
む
き
も
あ
る
が
、

麻
製
の
石
庖
丁
は
稲
と
関
連
あ
る
遺
物
で
あ

っ
て
、
直
接
に
は
連
結
し
が
た
い
。

そ
れ
よ
り
む
し
ろ
宮
崎
県
下
に
も
多
く
み
ら
れ
〇
、
東
九
州
か
ら
瀬
戸
内
に
主
要

な
分
布
を
も
つ
打
製
の
看
庖
丁
と
こ
そ
関
連
す
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
た
だ
夭
本
科
の
植
物
の
採
集
に
は
効
果
的
な
用
具
で
あ
る
と
し
て
も
、
エ

具
と
し
て

一
般
的
な
用
途
に
も
使
用
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
用
途
を
限
定

し
て
考
え
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。

石
　
　
　
　
匙

出
上
の
石
匙
は
縦
型
の
も
の
と
横
型
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
が
、
頸
を
も
つ

有
柄
の
も
の
は
縦
型
の
も
の
の
み
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
形
態
の
上
で
バ
ラ
イ

ェ
テ
ィ
ー
に
富
み
、
縦
型
に
も
大
形
な
る
と
小
形
な
る
と
が
あ
り
、
中
に
は
無
柄

の
も
の
が
あ
る
。
横
型
の
も
の
は
図
に
示
し
た
も
の
に
端
的
に
み
ら
れ
る
如
く
、

剣
片
に
烈
部
を
中
心
と
し
て
加
工
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
無
柄
の
縦
型
の
も
の
も

そ
の
用
途
に
お
い
て
は
他
の
縦
型
の
石
匙
と
同
様
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
痛
平

の
度
に
お
い
て
横
型
の
も
の
が
高
く
、
よ
り
機
能
的
な
も
の
と
も
み
ら
れ
る
が
、

用
途
に
つ
い
て
は
多
少
の
異
り
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
図
示
し
た
横
型
の
も
の
な

ど
は
石
庖
丁
様
石
器
と
の
関
連
が
強
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。
大
い
さ
も
長
さ
が
十

一
糎
、
九
糎
内
外

（復
元
し
て
）
六
糎
、
十
極
、
七
糎
、
五

・
五
糎
と
そ
れ
ぞ
れ

異
り
、
そ
れ
が
用
途
と
関
連
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
石
匙
を
動
物
性
収
穫
物
の

皮
剣
ぎ
を
中
心
と
し
た
処
理
用
具
と
考
え
る
以
外
、
他
の
工
具
に
使
用
さ
れ
な
か

っ
た
と
み
る
こ
と
は
出
来
ず
、
採
集
経
済
が
基
調
を
な
し
た
当
時
、
重
要
な
石
器

の

一
つ
と
し
て
持
続
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
用
途
、
機
能
に
分
化
が
生
じ

た
の
は
当
然
で
あ
る
。
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縄
文
式
中
期
に
原
始
農
耕
が
発
生
し
た

一
つ
の
証
拠
と
し
て
、
動
物
性
収
穫
物

の
処
理
に
用
い
ら
れ
た
と
み
る
有
柄
石
匙
が
中
期
以
後
に
激
減
す
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
⑬
、
九
州
で
は
む
し
ろ
有
柄
石
匙
が
持
続
し
た
こ
と
を
強

調
し
て
よ
い
か
ら
、原
始
農
耕
の
発
生
に
伴
う
現
象
と
み
る
こ
と
は
逝
肖
で
な
い
。

石
　
　
　
鏃

第
１
区
、
第
Ｉ
区
を
通
じ
、
発
掘
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
石

鏃

は

五
十
点
に
近

い
。
茎
を
有
す
る
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
大
き
く
股
を
有
す
る
も
の
と
、
基
部
が

直
線
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
で
あ
る
。
主
要
な
も
の
と
し
て
は
、
平
面
五
角
形

の
も
の
、
基
部
に
比
し
て
長
さ
の
長
い
も
の
、
押
圧
剣
離
面
が
少
く
再
調
整
の
粗

雑
な
も
の
な
ど
で
あ
る
。
全
体
を
通
じ
て
そ
の
製
作
は
粗
雑
で
あ
る
。
石
質
を
み

る
と
馬
蒲
、
粘
板
岩
、
チ
ャ
ー
ト
、
黒
牌
石
な
ど
種
類
に
富
む
が
、
粘
板
岩
、
チ

ャ
ー
ト
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
黒
降
石
は
姫
島
産
の
も
の
と
阿
蘇
産
の
も
の
と

が
混
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
後
晩
期
に
普
遍
的
な
様
相
を
も

っ
て
お
り
、
出
土

量
の
多
い
こ
と
は
、
そ
の
消
耗
率
の
高
い
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
生
活
の
依
存
度

の
高
い
生
業
を
暗
示
す
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
各
層

に
わ
た
っ
て
、
万
胴
な
く
出
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

石
　
　
　
　
錐

粘
板
岩
製
の
石
錐
が

一
点
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
石
錐
の
製
作
は
石
鏃
と
同
様

の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
よ
る
。
な
お
、
・本
遺
跡
か
ら
出
上
し
て
高
千
穂
町
在
住
の
佐
藤

豊
氏
が
所
有
す
る
、
石
錐
は
優
品
で
あ
る
か
ら
一
合
わ
せ
て
図
示
し
て
お
く
。

石
　
　
　
　
槍

頁
岩
製
の
石
槍
片
が

一
点
み
ら
れ
る
。
現
存
長
四

・
五
糎
、
最
大
の
幅
四

。
二

糎
、
厚
さ

一
糎
を
示
し
、
断
面
は
痛
平
な
楕
円
形
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
後
期
に

普
遍
的
な
資
料
で
あ
る
。

石
　
　
　
　
錘

両
側
を
打
ち
欠
い
た
石
錘
が

一
点
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
石
錘
は
痛
平
な
砂
岩

の
小
礫
を
素
材
と
し
て
お
り
、
長
径
六

・
五
極
、
短
径
四

・
五
糎
を
示
す
。

軽
石
製
浮
子

第
１
区
及
び
第
１
区
の
各
層
を
通
じ
て
軽
石
片
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
図
示
し
た
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
加
工
さ
れ
て
い
る
も
の

が
数
点
あ
る
。
中
央
部
に
買
通
し
た
孔
を
有
す
る
も
の
と
、
側
面
が
打
ち
欠
か
れ

て
い
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
と
も
に
紐
掛
け
、
紐
通
し
と
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
浮
子
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
九
州
で
は
海
浜
遺
跡
に
し
ば
し
ば

み
ら
れ
る
石
器
で
あ
り
、
鹿
児
島
県
車
野
貝
塚
の
出
土
例
の
如
く
特
に
彫
刻
⑭
は

な
い
か
ら
、
垂
飾
品
と
す
る
よ
り
浮
子
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

剰
　
片
　
石
　
器

黒
降
石
製
の
剣
片
石
器
が
二
点
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
無
土
器
時

代
の
ス
モ
ー
ル
ブ
レ
イ
ド
に
類
似
す
る
。　
一
は
断
面
三
角
形
で
長
さ
五

・
三
糎
、

幅
二
糎
内
外
、
厚
さ
○

・
八
糎
内
外
で
あ
り
、
基
部
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
持

ち
、　
一
面
に
打
瘤
痕
を
残
し
て
い
る
。
双
部
は
片
側
に
の
み
つ
く
ら
れ
て
お
り
、

側
一向
の
中
央
部
の

一
部
に
押
圧
剖
離
が
施
さ
れ
て
い
る
。
二
は

一
と
同
様
片
面
に

大
き
な
剣
離
面
を
も
つ
が
、烈
部
は
基
部
に
対
す
る

一
方
の
端
に
あ

っ
て
、片
側
よ

り
押
圧
剣
離
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
そ
の
形
態
の
類
似
か
ら
無
土
恭
時
代

の
も
の
と
す
る
の
は
早
計
で
あ

っ
て
、
九
州
で
は
後
晩
期
の
遺
跡
か
ら
数
例
出
土

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
古
く
は
有
喜
貝
塚
①
を
は
じ
め
と
し
て
、
田
村
遺
跡
⑮
礫

石
原
遺
跡
〇
、
百
花
台
遺
跡
⑬
な
ど
に
そ
の
例
が
あ

る
。
最
近

で
は
中
国

地
方
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の
岩
田
遺
跡
⑩
か
ら
も
同
様
な
も
の
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み

る
と
、
後
晩
期
の
石
器
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
り
、
さ
き
に
示
し
た
西
洋
梨
型
の

握
槌
と
と
も
に
後
晩
期
の
石
器
の
分
化
の

一
つ
と
し
て
、
今
後
な
お
検
討
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。

有

孔

円

石

第
Ｉ
区
の
混
炭
黒
色
土
層
中
か
ら
、
粘
板
岩
製
の
小
形
石
製
品
が
出
上
し
て
い

る
。
ほ
ぼ
円
形
に
近
く
、
直
径
二

・
二
糎
内
外
、
厚
さ
○

・
二
糎
大
の
も
の
で
あ

っ
て
、
中
央
に
○

・
六
糎
内
外
の
径
を
も
つ
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
。
全
面
に
わ
た

っ
て
研
磨
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
彫
刻
は
な
い
。
貫
通
す
る
孔
を
持

つ
の
で
垂
飾

品
と
も
み
ら
れ
る
が
そ
の
用
途
は
明
ら
か
で
な
い
。
県
内
の
、
綾
町
尾
立
遺
跡
⑩

か
ら
表
商
採
集
さ
れ
た
も
の
に
類
品
が

一
点
あ
る
が
、
尾
立
遣
跡
出
土
の
上
恭
が

お
お
む
ね
後
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
用
材
、
製
作
が
似
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
後
期
の
垂
飾
品
の

一
つ
と
し
て
扱
い
得
る
も
の
で
あ
る
。

小
　
　
　
　
玉

調
査
の
授
終
日
に
、
前
夜
来
の
雨
で
洗
わ
れ
た
第
Ｉ
区
Ａ
地
点
か
ら
緑
色
の
小

玉
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
小
玉
は
直
径
○

・
三
糎
に
及
ば
な
い
翡
翠
製
で
あ
り
、

断
面
か
ら
胴
張
り
の
形
が
う
か
が
え
る
。
穿
孔
は
片
側
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
も
の

の
よ
う
で
あ
り
、　
一
方
の
端
に
至

っ
て
、
外
面
か
ら
調
整
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
時
期
の
小
玉
は
、
九
州
で
類
例
が
少
く
、
他
の
形
態
を
示
す
玉
で
も
、
肥
後
に

お
け
る
数
例
②

を
除
い
て
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、

中
国
地

方
で
御
領

式
②
を
主
体
と
し
た
岩
田
遺
跡
に
お
い
て
数
例
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
特
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
本
遺
跡
出
土
の
石
器
及
び
石
製
品
で
あ
り
、磨
製
石
斧
、石
刀
、
石
棒
、

打
製
石
斧
、
打
製
石
鎌
，、
打
製
石
庖
丁
様
石
恭
、
石
匙
、
石
鏃
、
石
槍
、
石
錘
、

軽
石
製
浮
子
、
剣
片
石
器
、
有
孔
円
石
、
小
玉
と
そ
の
種
類
に
富
み
、
信
仰
関
係

品
を
は
じ
め
と
し
て
、
利
器
と
し
て
の
上
掘
り
具
、
狩
漁
猟
用
具
、
そ
の
他
の
エ

具
、
垂
飾
品
な
ど
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
生
活
内
容
の
複
雑
性
を
示

し
て
お
り
、
生
業
の
内
容
を
知
る
上
で
土
器
な
ど
と
の
関
連
か
ら
多
く
の
問
題
を

提
起
す
る
も
の
と
考
え
る
。

①
　
乙
益
重
隆
氏

「
熊
本
県
出
上
の
石
刀
二
例
」
九
州
考
古
学
１３

②
　
昔回
千
穂
高
等
学
校

「
高
千
穂
地
方
出
土
品
地
名
表
出
土
品
分
布
図
」
所
収
の
資
料
で

あ
り
現
在
は
宮
崎
県
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

高
千
穂
町
教
育
長
甲
斐
清
喜
氏
の
教
示
に
よ
る
。

佐
藤
伝
蔵

「
日
本
石
器
時
代
石
棒
頭
部
彫
刻
考
」
東
京
人
類
学
会
雑
誌
第
十
二
巻

一

〇
九
頁

芹
沢
長
介

「
無
土
器
文
化
」
考
古
学
ノ
ー
ト
先
史
学
時
代
十
日
本
評
論
新
社

坪
井
正
五
郎

「
西
ケ
原
貝
塚
探
究
報
告
」
人
類
学
雑
誌
八
十
八
五
頁

酒
詰
仲
男

「
本
邦
先
史
石
器
類
概
況
」
人
類
学
先
史
学
講
座
第
十
九
巻

大
山
柏

「
神
奈
川
県
下
新
磯
村
勝
坂
遺
跡
包
含
地
調
査
報
告
」
史
前
半
会
小
報
１

弥
生
期
の
石
庖
丁
の
一
部
を
そ
の
形
態
の
分
類
に
よ
っ
て
石
鎌
型
と
す
る
Ｌ
き
も
あ

る
が
、
こ
こ
で
い
う
石
鎌
は
そ
れ
と
同
義
で
は
な
い
。

森
本
六
所

「
筑
前
発
見
の
磨
製
石
鎌
」
日
本
原
始
農
業
所
収
、
東
京
考
古
学
会

昭
和
三
十
二
年
国
分
直
一
氏
ら
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
鹿
児
島
県
大
渡
遺
跡
の
例

鈴
木
重
治
「宮
崎
県
立
博
物
館
収
蔵
の
無
孔
石
庖
丁
に
つ
い
て
」
貝
塚
六
十
九
号

上
野
佳
也

「
有
柄
石
斧
試
論
」
考
古
学
研
究
３。

草
野
貝
塚
出
上
の
類
例
は
鹿
児
島
県
立
玉
龍
高
等
学
校
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

浜
田
耕
作
、　
小
牧
実
繁
、　
島
日
貞
彦
氏

「
肥
前
有
喜
貝
塚
発
掘
報
告
」
人
類
学
雑

誌
第
四
十

一
巻

一
号
ど
第
四
十

一
巻
二
号

賀
川
光
夫

「
大
分
県
大
野
郡
朝
地
町
田
村
遺
跡
調
査
報
告
」
朝
地
町
教
育
委
員
会

⑮ ⑭ O@① ⑩ ◎ ③ ⑦ ⑥ ⑤  ④ ③



西
北
九
州
特
別
委
員
会

（日
本
考
吉
学
興

Φ

に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
。

西
北
九
州
特
別
委
員
会

（日
本
考
吉
学
協
会
）
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
。

潮
見
浩
氏
前
掲
報
文

東
諸
県
郡
綾
町
尾
ユ
遺
跡
か
ら
表
面
採
集
さ
れ
ｋ
資
料
は
現
在
宮
崎
大
学
の
保
管
す

る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
。

首
畑
員
塚
、
三
万
田
東
原
遺
憐
等
。

御
領
式
を
細
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
り
、
と
こ
で

は
報
告
者
の
使
用
す
る
名
称
に
従
っ
た
。

第
二
節

自

然

遺

・物

第

一
節
及
び
第
二
節
に
お
い
て
一本
遺
跡
出
土
ゐ
文
化
遺
物
に

つ
い
て
述
べ
た

が
、
次
に
自
然
遺
物
に
つ
い
て
そ
の
名
称
を
記
録
す
る
。

す
、
木
炭
片
及
び
木
炭
粉
　
　
　
　
　
　
　
　
（多
量
）

二
、
鳥
獣
骨
片
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（少
量
）

三
、
魚
骨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（少
三５

四
、
植
物
の
実
六
ト
チ
？
）
　
　
　
　
　
　
　
（少
量
）

な
お
こ
れ
ら
の
自
然
遺
物
に
つ
い
て
は
、
九
州
大
学
に
鑑
別
を
依
頼

し

て
あ

り
、
そ
の
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
際
あ
ら
た
め
て
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（鈴
木
）

② ④  ⑩ ◎ ⑬ @



第 4図  第二類土器,第四類土器
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第 δ図 .欝六類土器 (陣 内式 )
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第 7図 第七類土器
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第 12図  第四類土器
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第 14図  第六類土器
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第 17図  第十類土器
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ｒ
Ｐ

，

第
四
章
　
出

土

遣

物

（り
考

察

第

一
節
　
陣
内
式

の
設
定

を
め
ぐ

つ
て

九
州
に
於
け
る
縄
丈
式
上
器
の
研
究
は
、
研
究
史
的
に
は
肥
後
の
組
丈
式
土
器

の
研
究
が
そ
の
主
流
を
な
し
、
先
駆
を
な
し
た
が
そ
の
後
南
九
州
か
ら
東
九
州
に

か
け
て
多
く
の
遺
跡
が
調
査
さ
れ
、
最
近
北
九
州
に
於
い
て
も
弥
生
式
期

へ
の
推

移
を
中
心
と
し
て
記
丈
式
晩
期
の
遺
跡
が
教
多
く
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
間
に
あ

っ

て
土
器
の
編
年
に
関
す
る
研
究
は
、
三
森
定
男
氏
①
、
小
林
久
雄
氏
②
ら
に
よ

っ

て
基
礎
的
な
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
戦
後
は
、
賀
川
光
夫
氏
①
、
芹
沢
長
介
氏
①

江
坂
輝
弥
氏
③
、
渡
辺
正
気
氏
⑥
ら
に
よ

っ
て
か
ず
か
ず
の
発
表
が
お
こ
な
わ
れ

て
来
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
当
遺
跡
の
主
体
を
な
す
後
晩
期
土
恭
に
関
す
る
編
年
と

し
て
共
通
し

て
扱
わ

れ
た
の
は
鐘
ケ
崎
式
、　
西
平
式
、　
御
領
式
な
ど
で
あ
り
、

二
、
三
の
研
究
で
は
南
九
州
と
北
九
州
と
を
区
分
し
て
、
南
九
州
の
後
期
に
岩
崎

上
層
式
、
指
宿
式
、
市
来
式
、
車
野
式
を
、
晩
期
に
黒
川
式
を
認
め
、
北
九
州
に

鐘
ケ
崎
式
、
西
平
式
、
三
万
田
式
、御
領
式
、夜
日
式
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
南
九
州
の
市
来
式
に
つ
い
て
は
、
そ
の
細
分
に
よ
っ
て
車
野
式

を
後

行
す
る

も
の
と
し
て
分
離
し
〇
更
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
下
弓
田
式

と

が
分
離
さ
れ

た
①
。
こ
の
よ
う
に
し
て
下
弓
田
式
↓
市
来
式
↓
草
野
式
の
序
列
を
認
め
る
こ
と

と
な

っ
た
。
北
九
州
で
は
、
鈍
ケ
崎
式
、
西
平
式
は
と
も
か
く
、
三
万
田
式
に
つ

い
て
は
標
式
と
な
る
遺
跡
の
内
容
が
公
表
さ
れ
な
い
ま
ま
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ば

か
り
か
、
型
式
と
し
て
は
か
な
り
不
安
定
で
あ
る
。
さ
き
に
土
器
の
項
で
第
五
類

土
器

（隙
内

一
式
）
、
第
九
類
土
黙

（陣
内
五
式
）
と
し
て
扱

っ
た

一
群
が
略
三

万
田
式
に
該
当
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
三
万
円
東
原
遺
跡
出
土
資
料
の
公
表

が
関
係
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
の
が
ま
た
れ
る
。
又
御
領
式
は
古
く
か
ら
使
用
さ

れ
て
来
た
型
式
で
あ
る
が
、
そ
の
細
分
が
可
能
で
あ

っ
て
、
さ
き
に
示
し
た
後
期

の

一
群
と
、
晩
期
の

一
群
と
に
区
分
し
得
る
。
第
七
類
土
洛

（陣
内
三
式
）
、
第

八
類
土
驀

（陣
内
四
式
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
長
崎
県
の
中
田
遺
跡
な
ど
は
前
者

を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
熊
本
県
の
ワ
ク
ド
石
遺
跡
は
後
者
を
主
体
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
に
後
行
す
る
晩
期
の
資
料
と
し
て
、
古
式
弥
生
式
土

器
の
追
求
の
な
か
で
確
認
さ
れ
た

夜

日

式
や
、

最
近
調
査
さ
れ
た
山
ノ
寺
、

原

山
、
女
山
、
礫
石
原
、
百
花
台
な
ど
の
各
遺
跡
③
か
ら
は
粗
製
土
器
を
主
体
と
し

た
晩
期
の
土
器
が
出
上
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
の
い
て
は
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
以
上
み
て
来
た
九
州
に
於
け
る
後
晩
期
土
パ
の
編
年
は
、
最
近
に
な

っ

て
よ
う
や
く
細
分
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
発
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
鐘
ケ
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崎
式
に
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
が
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
は
磨
消
細
丈
系

土
恭
の
細
分
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
平
城
式
の
検
討
か
ら
進
展
し
⑩
、
ワ
ラ
ミ
ノ
遺

跡
出
上
の
上
器
に
よ

っ
て
更
に
そ
の
展
開
を
み
た
①
。
そ
れ
ら
の
土
器
は
本
遺
跡

に
於
い
て
は
ご
く
わ
ず
か
出
上
し
た
だ
け
で
あ
り
、
主
体
を
な
す
土
器
群
の
分
類

に
は
直
接
に
は
関
係
な
い
。
し
て
み
る
と
類
例
を
他
に
求
め
て
独
自
の
分
類
が
試

み
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
本
遺
跡
に
関
連
あ
る
遺
跡
と
し
て
は
、
熊
本
県
の
御

領
遺
跡
⑫
、
三
万
田
遺
跡
⑬
、
大
野
貝
塚
⑭
、
千
原
台
遺
跡
〇
、
境
崎
貝
妖
⑩
、

鹿
児
島
県
の
黒
川
洞
窟
Ｏ
、
宮
崎
県
下
の
尾
平
野
洞
窟
⑩
、
松
添
貝
塚
⑩
、
鳥
帽

子
野
遺
跡
⑩
、
大
分
県
の
田
村
遺
跡
④
、
長
崎
県
の
礫
石
原
遺
跡
〇
、
山
ノ
寺
遺

跡
④
、
原
山
遺
跡
②
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
、
九
州
外
で
は
、
山
口

県
の
岩
田
述
跡
⑮
、
兵
庫
県
の
元
住
吉
山
遺
跡
⑮
、
奈
良
県
の
偶
原
遺
跡
⑦
、
宮

滝
遺
跡
〇
、
滋
賀
県
の
滋
賀
里
遺
跡
Ｏ
、
岩
手
県
の
大
洞
貝
塚
⑩
、
な
ど
が
考
察

の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
後
期
の
単
純
遺
跡
ば
か
り
で
な
く
、
後
期

か
ら
晩
期
に
わ
た
る
も
の
、
ま
た
晩
期
の
み
の
資
料
を
出
す
も
の
が
あ
り
、
複
合

の
遺
跡
で
も
、
層
位
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ

る
。
そ
こ
で
ま
ず
九
州
内
に
於
け
る
主
要
な
関
連
道
跡
間
の
組
み
合
わ
せ
が
検
討

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
晩
期
の
も
の
か
ら
検
討
す
る
と
、
黒
川
洞
窟
、
礫
石
原
遺

跡
、
尾
平
野
洞
窟
、
松
添
貝
塚
な
ど
の
遺
跡
か
ら
は
、
黒
包
精
製
土
然
と
、
研
磨

さ
れ
な
い
深
鉢
、
な
い
し
は
甕
型
の
粗
製
土
器
と
が
出
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に

あ

っ
て
は
組
み
合
せ
上
に
多
少
の
変
化
が
み
ら
れ
て
も
、
そ
の
様
相
が
、
同

一
祝

し
得
る
の
で
、
黒
川
洞
窟
を
標
式
と
し
て
黒
川
式
と
、
こ
こ
に

一
つ
の
時
期
を
設

定
し
得
る
。
ま
た
田
村
辻
跡
、
千
原
台
遣
跡
、
山
ノ
寺
遺
跡
、
原
山
辿
跡
に
あ

っ

て
は
、
前
二
遺
跡
が
御
領

遺

跡

出
上
の
資
料
と
の
関
連
の
上
で
、　
精
製
度
の
退

化
、
施
丈
上
で
の
形
式
化
、
さ
ら
に
浅
鉢
に
み
ら
れ
る
そ
の
多
様
性
か
ら
、
こ
れ

ま
で
御
領
式
と
し
て
扱
わ
れ
て
来
た
も
の
を
大
き
く
三
分
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を

示
し
、
こ
れ
ら
二
者
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る

一
群
の
上
驀
は
晩
期
の
黒
川
式
に
先

行
す
る

一
時
期
に
比
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。　
一
方
後
二
遣
跡
に
つ
い
て
は
、
粗

製
化
の
展
開
と
、
日
唇
部
に
み
ら
れ
る
刻
み
目
や
晩
期
末
葉
の
夜
臼
式
と
の
組
合

せ
関
係
な
ど
か
ら
、
別
に

一
時
期
を
設
定
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ

を
細
分
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
九
州
以
外
の
地
域
に
於
け
る
晩
期
の
関
連
資

料
は
、
東
北
地
方
に
そ
の
盛
行
を
み
た
雲
形
文
、
入
組
丈
の
展
開
か
ら
、
大
洞
∬

式
と
し
て
標
示
さ
れ
る
工
字
状
文
を
主
丈
様
と
す
る

一
群
で
あ
り
、
こ
れ
が
西
漸

し
て
、
関
西
の
滋
賀
里
遺
跡
、
橿
原
逮
跡
な
ど
に
合
ま
れ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
遺
跡
出
上
の
晩
期
の
上
器
は
、

こ
れ
ま
で

一
般
に
御
領
式
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
の

一
部
分
で
あ
る
。
黒

川
洞
窟
、
千
原
台
遺
跡
、
礫
石
原
遺
跡
、
松
添
貝
塚
な
ど
の
資
料
と
関
連
す
る
第

八
類
土
淋

（陣
内
四
式
）
及
び
精
製
研
磨
さ
れ
た
工
字
状
丈
に
よ

っ
て
特
徴
ず
け

ら
れ
る
三
万
円
遺
跡
出
上
の
晩
期
大
洞
ｒ
式
系
の

一
群
の
資
料
と
関
連
あ
る
第
九

類
土
器

（陣
内
五
式
）
、
更
に
山
ノ
寺
遺
跡
や
岩
旧
遺
跡
の
粗
製
土
黙
や
、
凸
帯

女
土
然
と
関
連
す
る
第
十
類
土
器
の
三
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら

は
さ
き
に
も
触
れ
た
通
り
、
そ
の
順
序
の
先
後
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

後
期
に
つ
い
て
は
錐
ケ
崎
式
、
西
平
式
と
し
て
扱
い
得
る
も
の
は
そ
の
編
年
上

の
位
置
が
確
認
で
き
る
か
ら
除
外
し
、
そ
れ
ら
に
後
行
す
る
も
の
を
問
題
と
し
よ

う
。
そ
れ
は
本
遺
跡
出
上
の
上
瀑
に
あ

っ
て
、
量
質
と
も
に
主
体
を
な
す
後
期
末

葉
の
時
期
の
土
恭
が
あ
た
る
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
関
連
遺
跡
と
し
て
は
九
州
内

に
於
い
て
は
御
領
貝
塚
、
三
万
田
東
原
遺
跡
、
大
野
貝
塚
、
境
崎
貝
塚
な
ど
熊
本
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県
下
に
主
要
な
も
の
が
あ
り
、
九
州
外
に
あ

っ
て
は
岩
田
道
跡
、
元
住
吉
山
遺
跡

な
ど
が
あ
げ
ち
れ
る
。御
領
貝
塚
の
そ
れ
は
、御
領
式
土
器
と
し
て
標
式
さ
れ
、
九

州

一
円
、さ
ら
に
中
国
地
方
の

一
部
に
も
分
布
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
さ
き
に
も

示
し
た
通
り
そ
の

一
部
に
は
晩
期
に
編
年
さ
れ
る

一
群
の
も
の
が
合
ま
れ
る
。
ま

た
三
万
旧
東
原
遺
跡
出
上
の
資
料
に
も
大
洞
″
式
系
の
晩
期
の

一
群
が
あ

っ
て
、

か
な
ず
し
も

一
括
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
ま
で
の
標
式
に
は
検
討
の
余

地
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
後
期
の

一
群
の
資
料
と
し
て
単
純
に
把
握
さ
れ

る
類
例
を
他
に
求
め
る
と
、
前
者
に
あ

っ
て
は
長
崎
県
の
中
田
遺
跡
、
後
者
に
あ

っ
て
は
熊
本
県
の
境
崎
貝
塚
の
資
料
が
う
か
び
あ
が
る
。　
一
方
こ
れ
ら
二
者
の
先

後
関
係
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
の
大
野
貝
塚
に
於
い
て
層
位
的
に
捉
え
ら
れ
た
よ

う
に
、
三
万
田
式
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
が
下
層
に
、
御
領
式
と
み
ら
れ
た
も
の

が
上
層
に
発
見
さ
れ
た
の
で
、
三
万
田
式
の

一
群
が
先
行
す
る
こ
と
は
確
か
に
な

っ
た
。
本
遺
跡
出
上
の
資
料
の
う
ち
境
崎
貝
塚
、
三
万
田
遺
跡
な
ど
に
類
桝
が
求

め
ら
れ
る
後
期
の

一
群
と
、中
田
遺
跡
、御
領
貝
塚
な
ど
に
類
例
を
求
め
ら
れ
た

一

群
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
陣
内

一
式
、
陣
内
三
式
と
し
て
分
類
し
、
そ
の
先
後
関
係
は

大
野
貝
塚
で
知
ら
れ
た
通
り
、
一扇
旗
貝
圧
丈
や
、
細
線
羽
状
文
に
施
丈
上
の
特
徴

の
あ
る

一
群
を
陣
内

一
式
と
し
て
扱
い
、
先
行
す
る
も
の
と
み
た
わ
け
で
あ
る
。

か
く
て
本
遺
跡
出
上
の
後
晩
期
の
上
器
を
、
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
諸

遺
跡
を
参
考
し
つ
つ
、　
第
五
類
、　
第
七
類
、

第
八
類
、

第
九
類
、
第
十
類
と
分

類
し
得
た
の
で
あ
り
、
そ
の
順
に
於
い
て
先
後
関
係
を
認
め
た
の
で
あ

っ
た
。
た

だ
出
上
の
上
器
の
う
ち
主
要
な
も
の
の

一
つ
で
あ
る
第
六
類
土
器
は
、
類
例
を
他

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

一
群
の
土
器
は
恭
形
に
於
い
て
は
第
七
類
土
器

（陣
内
三
式
）
に
通
じ
、

施
丈
手
法
に
於
い
て
は
扇
状
見
圧
支
、
細
線
羽
状
文
、
工
学
状
丈
な
ど
第
五
類
土

恭

（陣
内

一
式
）
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
た
が

っ
て
形
態
、
施
文
上
の

特
徴
な
ど
か
ら
第
五
類
土
器

（陣
内

一
式
）
と
第
七
類
土
恭

（陣
内
三
式
）
の
中

間
的
な
性
質
を
も
ち
、
編
年
上
の
位
置
も
お
の
ず
か
ら
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
於
い
て
第
五
類
土
器
と
第
七
類
土
然
と
の
間
に
第
六
類
土
朱
と
し
て

分
類
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
に
類
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の
で
終
に
陣
内
式
と

呼
び
今
後
の
編
年
上
の
基
準
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
型
式
は
地
理
的
に
は
九

州
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
本
遺
跡
の
資
料
を
標
準
と
し
た
と
し
て
も
、
肥
後

を
中
心
と
す
る
三
万
田
式
や
、
御
領
式
な
ど
と
の
関
連
か
ら
、
北
九
州
的
な
性
格

を
も
つ
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
本
追
跡
で
出
上
し
た

土
恭
の
う
ち
、
全
九
州
に
ひ
ろ
く
分
布
す
る
晩
期
の

一
群
の
上
器
を
除
い
て
、
第

二
類
、
第
四
類
、
第
五
類
、
第
七
類
な
ど
の
上
黙
が
主
要
な
分
布
圏
を
北
九
州
に

も

つ
こ
と
、
更
に
南
九
州
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
後
期
の
指
宿
式
、
市
来
式
な
ど
が

本
遺
跡
に
於
い
て
出
上
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
う
か
が
え
る
。
し
た
が

っ
て
陣
内

式
は
、
北
九
州
的
な
性
格
を
持

つ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
宮
崎
県
下
に

於
い
て
は
指
宿
式
、
市
来
式
が
大
淀
川
流
域
の
南
部
に
主
要
な
分
布
圏
を
も

つ
も

の
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
線
こ
そ
北
九
州
的
な
陣
内
式
文
化
圏
と
、
南
九
州

的
な
文
化
圏
の
境
界
を
な
す
も
の
か
と
云
え
、
見
通
し
が
立

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
本
遺
跡
出
上
の
後
晩
期
の
資
料
を
中
心
と
す
る
編
年
表
を
示
せ
ば
次
表
の

通
り
で
あ
る
。
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第
二
節
　
痛
平
打
製
石
斧
の
用
途
を
中
心
と
し
て

本
遺
跡
出
上
の
石
淋
の
う
ち
主
要
な
も
の
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
通
り
変
質
頁

岩
を
原
材
と
し
た
扁
平
な
打
製
石
斧
の

一
群
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
心
と
し
て
他
の

石
器
や
土
器
な
ど
の
道
物
、
更
に
遺
跡
の
立
地
条
件
な
ど
が
総
合
的
に
検
討
さ
れ

て
、
は
じ
め
て
当
時
の
生
活
内
容
の
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
生
活
、

社
会
面
、
経
済
面
と
各
範
に
わ
た

っ
て
そ
の
検
討
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
こ
で
生
活

を
さ
さ
え
る
基
本
的
な
生
産
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
。
土
器
は
、
そ
の
用
途
に

お
い
て
煮
沸
形
態
、
保
存
形
態
、
そ
の
他
特
殊
な
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ
る
が
、

生
産
や
採
集
に
直
接
関
連
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
全
体
の
出
土
遺

物
の
な
か
で
も
主
要
な
も
の

一
つ
と
な
り
、
石
器
の
う
ち
で
も
量
的
に
他
を
圧
す

る
痛
平
な
打
製
石
斧
と
石
鉄
と
に
主
眼
を
置
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
を
検

討
す
る
ま
え
に
、
ま
ず
時
期
を
限
定
し
て
み
る
と
、
土
器
の
編
年
か
ら
み
ち
び
か

れ
る
よ
う
に
、
後
期
末
葉
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の
時
期
が
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ

き
ら
か
で
あ
る
。

さ
て
打
製
石
斧
に
つ
い
て
は
、
古
ぐ
か
ら
各
地
の
多
く
の
遺
跡
で
調
査
さ
れ
て

お
り
、
組
文
期
に
あ

っ
て
は
早
期
か
ら
晩
期
に
互

っ
て
普
遍
的
な
遣
物
で
あ
る
。

ま
た
打
製
石
斧
の
形
態
の
分
類
は
、
研
究
史
的
に
は
、
坪
井
正
五
郎
博
士
の
見
解

や
①
、
史
前
学
研
究
所
の

一
連
の
仕
事
を
通
じ
て
大
山
柏
氏
ら
の
見
解
②
が
古
く

か
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
関
東
地
方
を
中
心
と
し
て
、
昭
和
の
十
年
代
ま
で

に
確
認
し
得
た
資
料
を
総
括
的
に
扱

っ
た
も
の
と
し
て
洒
詰
仲
男
氏
の
考
察
が
あ

る
③
。
大
山
柏
氏
の
見
解
で
は
、
そ
の
中
期
以
降
に
用
途
が
分
化
す
る
も
の
と
み

て
、
杓
子
型
を
上
掻
き
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。
た
し
か
に
中
期
以
降
の
打
製
石
斧

の
形
態
の
変
化
は
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
同

一
祝
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
傾
向
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
上
器
の
変
化
や
住
居
址
を
単
位
と
す
る
集
落
の
あ

り
方
の
変
化
と
対
応
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
量
に
於
い
て
そ
の
増
加
を
示
し
た

短
冊
型
石
斧
や
分
銅
型
の
石
斧
が
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
主
要
な
型
式
と
な

っ
て
い
る
事
実
は
、
関
東
地
方
を
中
心
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
戦
後
に

は
飛
騨
地
方
の
資
料
を
中
心
と
し
て
大
形
化
さ
れ
た
打
製
石
斧
を
鍬
の

一
種
と
み

て
、
源
初
的
な
農
耕
具
と
み
る
見
解
や
①
、
ｔ
れ
と
も
関
連
し
て
原
始
農
耕
の
あ

り
方
を
、
裁
培
植
物
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
な
か
で
追
求
し
た
論
考
も
み
ら
れ

た
⑤
。
後
者
に
あ

っ
て
は
裁
培
植
物
、
定
住
性
の
問
題
、
農
耕
具
と
し
て
の
遺
物

及
び
社
会
機
構
の
問
題
に
わ
た

っ
て
原
始
農
耕
に
関
す
る
問
題
提
起
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
組
文
期
に
於
け
る
原
始
農
耕
の
問
題
は
、
各
地
に

於
い
て
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
中
期
の
上
器
に
伴
う
と
み
た
米
や
⑥
、
同
じ
く

中
期
の
住
居
址
内
か
ら
出
上
し
た
コ
ッ
ペ
パ
ン
状
炭
化
物
〇
な
ど
が
そ
の
ゆ
る
が

ぬ
資
料
と
し
て
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
前
者
は
層
位
的
に
確
実
で
な
い
か
ら

一
応
除

外
す
る
と
し
て
も
、
後
者
は
焼
パ
ン
と
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
成
分
を

な
す
澱
粉
が
砂
糖
、
米
、
里
芋
、
麦
の
類
か
と
、
報
告
者
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

か

っ
て
森
本
六
爾
氏
は

「
縄
丈
時
代
に
農
業
が
存
在
し
た
積
極
的
な
証
拠
が
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
中
期
以
後
は
狩
漁
猟
の
複
雑
な
発
展
に
伴

っ
て
漸
次
農
業
発

生

へ
の
諸
前
提
が
発
生
し
た
」
と
し
更
に

「
組
支
中
期
以
後
に
仮
り
に
農
業
が
存

在
し
た
と
し
て
も
、
水
稲
耕
作
に
よ
る
農
業
と
は
別
性
格
の
農
業
で
あ
り
、
農
業

史
的
に
云

へ
ば
、
様
式
を
異
に
し
た
農
業
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
裁
培
さ
れ

た
植
物
も
自
然
稲
以
外
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
」
③
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
が
除
々
に
証
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
み
え
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る
。
こ
の
よ
う
に
組
文
式
中
期
胤
降
の
生
活
資
料
獲
得
の
方
法
の
変
化
は
、
裁
培

な
い
し
は
保
護
育
成
さ
れ
た
と
み
る
柄
物
の
検
討
、
集
落
構
成
の
変
化
な
ど
の
社

会
的
な
条
件
、
更
に
耕
具
と
み
る
べ
き
滝
物
の
検
討
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
か

な
ら
ず
し
も
関
東
地
方
を
中
心
と
す
る
地
域
の
み
で
な
く
、
他
の
地
域
に
於
い
て

も
同
様
の
社
会
的
変
化
が
、
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
九
州
に
つ
い

て
み

る

と
、
後
期
の
市
来
式
に
伴
う
例
③
な
ど
で
集
落
規
模
の
拡
大
化
が
認
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
主
要
な
遺
跡
の
規
模
か

ら
も
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
農
耕
具
と
し
て
は
本
遺
跡
出
上
の
打
製
石
鎌
が

そ
の
形
態
か
ら
し
て
、
裁
培
植
物
、
保
護
育
成
植
物
の
唆
獲
に
よ
り
効
果
的
な
用

具
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
昭
和
十
年
代
に
調
査
さ
れ
た
福

岡
県
の
下
楠
田
貝
塚
出
土
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
後
期
か
ら
晩
期
の
主
要
な
石
器

と
な

っ
て
い
る
痛
年
な
打
製
石
斧
が
本
遺
跡
に
も
多
量
に
出
上
し
て

い

る

こ

と

は
、
さ
き
に
も
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
磨
製
石
斧

が
晩
期
に
入

っ
て
小
形
化
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。　
一
方
弥
生
期
に
於
け
る
鍬

的
な
用
途
を
持

つ
と
み
ら
れ
た
片
双
石
斧
⑩
は
、
牧
獲
用
具
と
し
て
の
石
庖
丁
が

一
般
的
に
弥
生
式
中
期
後
半
以
後
に
、
鉄
に
換
え
ら
れ
、
そ
れ
以
前
に
於
い
て
も

形
態
に
変
化
が
み
ら
れ
た
の
と
同
様
①
、
後
期
に
入

っ
て
か

ら

は

急

激
に
消
失

し
、
鉄
製
品
に
換
わ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
の
時
期
に
於
け
る
鍬

的
な
用
途
を
も
つ
石
恭
は
、
必
ず
し
も
片
双
石
斧
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
大

形
の
打
製
石
斧
も
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
⑫
。
そ
の
源
初
的
な
形
態

を
示
す
と
み
ら
れ
る
痛
平
な
打
製
石
斧
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
使
用
痕
が
上
堀

り
具
の

一
種
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
進
跡
に
出
上
し
な
か

っ
た
石
皿
も
、
そ

の
組
み
合
せ
の
上
で
考
え
て
置
く
必
要
が
あ
る
。　
西

日
本

に
は
石
皿
が
少
い
と

云
わ
れ
て
来
た
が
、
戦
後
の
調
査
に
よ

っ
て
九
州
内
に
も
多
く
の
資
料
が
報
告
さ

れ
て
お
り
〇
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
後
期
の
も
の
で
、
し
か
も

一
遺
跡
か
ら
教
例
み

ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
他
の
地
方
の
中
期
以
前
の
石
皿
と
対
比
す
る
と
、
よ
り
大

形
で
あ

っ
て
、
長
さ
五
十
糎
以
上
に
及
ぶ
も
の
が
し
ば
ば
あ
り
、
し
か
も
形
態
も

整
斉
で
あ
る
。
後
期
の
石
皿
は
、
そ
れ
以
前
の
石
皿
と
、
機
能
に
於
い
て
基
本
的

に
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
使
用
の
頻
度
や
量
的
な
異
り
は
、
当
然
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
伴
出
す
る
扁
平
打
製
石
斧
の
大
量
の
出
現
と
関
連
す
る
と

み
ら
れ
る
。

か
く
て
痛
平
な
打
製
石
斧
の
用

途
は
、　
土
堀
り
具
と
し
て
、　
竪
穴

住
居
作
成
な
ど
の
作
業
に
使
用
さ
れ
た
上
に
、
裁
培
な
い
し
は
植
物
の
保
護
育
成

の
用
具
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ば
と
て
、
た
だ
ち
に
碧
時
の
生
業
を
、

採
集
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
早
計
で
あ
り
、
そ
の
基
調
が
採
集
に
あ

っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
本
遺
跡
か
ら
打
製
石
鏃
が
多
量
に
出
上
し
て
い
る
の
も

こ
の
こ
と
を
示
す
。
本
追
跡
の
立
地
条
件
か
ら
し
て
、
湧
水
に
め
ぐ
ま
れ
る
ば
か

り
か
、
附
近
に
水
量
豊
富
な
河
川
を
ひ
か
え
更
に
や
や
平
担
に
起
伏
す
る
山
野
が

ひ
ろ
が

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
縄
文
式
後
期
か
ら
晩
期
に
お
い
て
は
、
動
物
性
炊

獲
物
や
、
食
料
と
し
得
る
植
物
の
採
集
が
基
調
と
な

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
多
く

の
経
験
を
通
じ
て
知
り
得
た
植
物
の
保
護
育
成
や
裁
培
が
併
せ
用
い
ら
れ
た
と
考

え
る
。

（鈴
木
）

①
　
坪
井
正
五
郎

「
西
ケ
原
貝
塚
探
究
報
告
」
人
類
学
雑
誌
八
十
八
五

②
　
大
山
柏

「
神
奈
川
県
下
新
磯
村
勝
坂
遺
跡
包
含
地
調
査
報
告
」
史
前
学
会
小
報
１

③
　
酒
詰
仲
男

「
本
邦
先
史
石
器
類
概
説
」
人
類
学
先
史
学
講
座
第
十
九
巻

④
　
澄
田
正
一
「
日
本
原
始
農
業
発
生
の
問
題
」
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
文
集
�

⑤
　
酒
詰
伸
男

「
日
本
原
始
農
業
試
論
」
考
古
学
雑
誌
四
二
十
二

⑥
　
清
水
潤
三

「
米
を
出
上
し
た
縄
文
文
化
の
遺
跡
」
日
本
考
古
学
協
会
第
十
八
回
総
会
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「縄
支
時
代
に
於
け
る
農
琲
烹
化
」
歴
史
教
育
五
十
三

藤
森
栄
一
「縄
文
中
期
農
耕
有
番
に
関
す
る
新
資
料
」
日
本
考
吉
学
擁
会
第
二
十
七

回
総
会

森
本
六
函

「農
業
起
源
と
農
業
社
会
」
日
本
原
始
農
業
新
論
、
東
京
考
盲
学
会

宮
崎
県
串
間
市
下
弓
田
遺
跡
に
於
い
て
は
昭
和
三
十
二
年
に
三
例
、
昭
和
三
十
六
年

に
六
例
、
計
九
例
の
住
居
址
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

森
本
六
瀬
「弥
生
文
化
と
原
始
農
業
間
選
」
日
本
康
始
農
業
、
東
京
考
吉
学
会

森
本
六
踊
「
石
疱
丁
の
諸
形
態
と
分
布
」
日
本
原
始
農
業
新
論
、
東
京
考
吉
学
会

倉
光
清
六
名
相
者
の
打
製
石
斧
―
そ
の
大
型
品
に
つ
い
て
」
日
本
原
始
農
業
、
東
京

考
吉
学
会

山
田
良
三

「
人
吉
盆
地
の
石
皿
」
首
代
学
研
究
十
八
号
。
な
お
宮
崎
県
下
に
於
い
て

は
綾
町
尾
立
遺
跡
、
日
野
町
芳
ケ
迫
遺
跡
、
串
間
市
大
平
遺
跡
、
串
関
市
下
弓
田
遺

跡
な
ど
か
ら
大
形
品
が
出
土
し
て
い
る
。
下
弓
田
遺
跡
と
関
連
の
あ
る
志
布
志
湾
近

辺
で
は
廊
児
島
県
肝
属
郡
志
布
志
町
天
提
遺
跡
か
ら
ヽ
類
例
が
出
土
し
て
い
る
。

巨

■

口

■

ロ

ロ

巨

ビ

ー

Ｐ

巨

Ｅ

Ｆ

Ｆ

酔

訃

仲

と

Ｉ

Ｆ

ｉ

ｌ

ｉ

ｔ

，

，

―

‥

‐‐
―

―

―

―

‐
―

―

―

　

・

―

！

…

‐

‐

―

―

‐

―

―

！

―

―

―

―

―

ト

ー

ｉ

ｌ

ｌ

ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｅ

Ｈ

Ｉ

巳

日

Ｂ

⑩ ⑭ ⑪ ⑩  ◎ ① ⑦
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第
五
章
　
九
州
に
お
け
る
組
文
後
期
の

一
、
二
の
問
題

―

所
謂
陣
内
遺
跡
出
土
土
器
に
関
連
し
て

―

第
二
章
で
遺
物
の
項
に
お
い
て
細
論
し
た
本
遺
跡
土
黙
は
、
九
州
組
丈
後
期
か

ら
晩
期
に
至
る
間
の
土
器
形
式
を
大
か
た
綱
羅
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
所
謂
層
位

的
な
先
後
関
係
で
把
握
し
得
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
大
き
く
麻
消
組
丈
、
躇
研
土

器
、晩
期
土
淋
の
三
つ
の
層
を
確
認
し
得
た
点
は
非
常
に
有
意
義
で
あ

っ
た
。
一
類

か
ら
十
類
に
形
式
分
類
し
た
本
遺
跡
出
土
土
器
の
大
部
分

（
一
、
二
類
を
除
く
）

が
後
、
晩
期
に
属
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
層
位
に
合
ま
れ
る
こ
と
は
本
遺
跡
の
上

器
が
、
九
州
の
細
丈
後
期
末
葉
―
晩
期
え
の

一
つ
の
標
式
的
な
も
の
と
解
釈
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
も
◇
で
ぁ

っ
た
。
そ
こ
で
本
項
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
層
位
に

し
た
が
い
特
徴
と
す
る
問
題
を
捉
起
し
て
九
州
細
丈
後
期
の
推
移
を
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
。

第

一
節
　
陣
内

三
、
四
類

土
器

の
展
開

前
項
、
第
二
、四
類
土
淋
と
し
て
他
類
土
恭
と
区
別
し
た
所
謂
廃
消
縄
丈
は
、
広

日
、
山
形
に
隆
起
し
た
日
縁
部
を
持
ち
、
胴
部
を
球
状
に
誇
張
さ
せ
た
鉢
形
土
器

で
あ
る
。
こ
の
上
恭
は
口
縁
部
が
内
反
り
の
文
様
＝
と
な
り
、
そ
の
部
位
に
線
と

磨
消
祀
文
を
も

っ
て
装
飾
す
る
。
又
上
胴
に
は
同
じ
く
線
と
磨
消
組
文
を
混
用
し

た
文
様
を
施
し
て
飾
り
、
器
面
は
箆
に
よ
る
研
磨
を
も

っ
て
調
整
し
て
い
る
。
こ

の
種
類
の
上
器
は
、
且
て
西
平
式
上
瀑
と
汎
称
さ
れ
て
九
州
縄
文
後
期
の

一
時
期

を
標
式
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
所
謂
西
平
式
上
器
の
特
徴
は
以
上
の
如
く
、

九
州
に
他
類
土
器
を
認
め
な
い
程
顕
著
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
類
土
器
が
更

に
二
つ
の
様
式
に
分
離
さ
れ
、
そ
の

一
つ
が
錐
ケ
崎
式
上
黙
の
磨
消
縄
爽
盛
期
に

続
き
、
他
の

一
つ
が
三
万
田
Ｋ
式
と
共
通
時
期
に
対
比
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ

た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
二
つ
の
相
異
を
従
来
の
概
念
に
し
た
が
え
ば
西
平

一
、
同

二
式
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
迪
跡
に
お
い
て
は
三
、
四
類
が
そ
れ
ぞ
れ

西
平

一
、
一
一式
に
類
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
左
の
図
式
が

成
り
立
つ
も
の
と
思
う
。

蝕
ケ
崎
式

（磨
消
組
文
文
化
）

一

西
平

一
式
　
　
　
―
―
　
　
　
西
平
二
式

（陣
内
三
類
）
　
　
　
　
　
　
（陣

・
内
四
類
）

三
万
田
Ｋ
式
　
　
―
―

右
の
如
く
土
器
の
推
移
を
考
え
る
と
磨
消
縄
文
の
終
末
を
西
平

一
式

（陣
内
三

類
）
の
時
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
二
式
に
お
い
て
は
羽
状
祀
文
を
基
調
に
研

磨
土
器
え
と
推
移
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
す
る
た
め
に
は
左
の
共
通
す

―- 79 -一



Ｆ

Ｆ

る
三
つ
の
遺
跡
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。

一
、
宮
崎
県
高
千
穂
町
陣
内
遺
跡
　
　
土
器
包
合
層

二
、
長
崎
県
国
見
町
特
遺
跡
　
　
　
　
貝
琢
、
土
沐
包
合
層

三
、
大
分
県
別
府
市
春
木
遺
跡
　
　
　
土
器
包
合
層

右
の
三
つ
の
遺
跡
は
所
謂
西
平
式
上
器
と
そ
れ
に
続
く
後
期
遺
物
を
豊
宮
に
出

土
し
、
そ
れ
ぞ
れ
土
器
形
式
の
オ
を
層
位
で
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
遺
跡
は
笠
崎
式
上
器
が
混
入
し
な
い
西
平
と
そ
れ
以
後
の
上
黙

の
み
で
占
め
ら
れ
、　
一
応
錐
崎
式
上
器
と
は
完
全
に
別
系
列
に
な
る
も
の
と
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
西
平
式
土
器
の
盛
衰
を
考
え
る
場
合

一
応
館
崎

式
と
は
わ
く
外
の
位
置
で
考
察
し
、
蝕
崎
式
土
恭
と
の
先
後
関
係
を
別
の
遺
跡
に

徴
し
て
考
察
す
る
必
要
が
お
こ
っ
て
く
る
。
こ
の
錐
崎
、
西
平
を
同
時
に
考
察
可

能
な
遺
跡
と
し
て
大
分
県
鶴
崎
市
小
池
原
遺
跡
の
例
を
拳
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
先
後
関

係
を
考
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
細
考
に
ま
ち
度
い
。
さ
て
鐘

崎
式
土
器
と
称
す
る
磨
消
細
丈
の
幕
期
は
明
か
に
西
平
式
土
器
に
先
行
す
る
種
類

の
上
器
で
、
こ
こ
に
西
平

一
式
と
し
て
把
握
し
た
陣
内
三
類
は
、
磨
消
縄
丈
終
末

の

一
様
式
で
あ
る
と
見
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
陣
内
三
類
よ
り
そ
の
特
徴

を
述
べ
よ
う
。

陣
内
三
類
（西
平

一
式
ご

一類
土
器
は
口
縁
部
く
字
形
に
内
反
し
、
広
日
、長
頸
、

胴
部
誇
張
に
よ
る
平
底
の
上
器
で
あ
る
。
回
縁
部
の
四
部
位
に
山
形
波
状
が
印
象

的
で
、
そ
の
波
状
部
を
中
心
に
く
字
形
内
反
の
文
様
科
が
存
在
す
る
。
こ
の
丈
様

は
所
謂
縁
帯
丈
様
的
な
も
の
で
、
山
形
波
状
部
に
丈
様
の
集
中
が
見
ら
れ
、
線
と

磨
消
組
文
を
混
用
し
て
丈
様
効
果
を
あ
げ
る
。
又
長
頸
部
と
下
胴
部
は
研
磨
調
整

に
よ
る
素
文
で
放
置
、
肩
部
に
は
二
本
線
を
基
調
に
教
条
の
波
線
を
地
し
、
そ
れ

ぞ
れ
磨
消
綿
丈
を
も

っ
て
装
館
す
る
。
特
に
注
目
す
る
の
は
胴
部
が
球
状
に
誇
張

さ
れ
、
底
部
の
安
定
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
種
土
沐
は
長
崎
県
告
遺
跡
、
熊
本
県

西
平
遺
跡
、
大
分
県
春
木
遺
跡
な
ど
九
州
の
西
北
端
か
ら
東
南
郡
を
従
瞬
す
る
地

方
に
分
布
す
る
。
し
た
が

っ
て
九
州
の
東
北
端
と
南
西
端
に
は
分
布
が
稀
薄
で
、

北
端
、
南
端
は
そ
の
圏
外
と
な
る
可
能
性
を
も

つ
。

陣
内
四
類

（西
平
二
式
）
四
類
は
三
万
田
Ｋ
式
と
通
称
す
る
土
器
に
も
関
連
す

る
も
の
で
、
日
縁
部
く
字
形
に
内
反
し
、
広
日
、
長
顎
の
鉢
形
土
器
で
、
器
形
上

一
式
と
大
え
な
く
佃
察
さ
れ
る
が
、
特
に
目
立

っ
た
特
徴
と
い
え
ば
胴
部
の
張
り

が
減
退
す
る
こ
と
で
あ
る
。
又
文
様
の
施
丈
位
置
は
三
類
と
同
じ
で
あ
る
が
、
口

縁
部
純
丈
は
う
す
い
線
刻
で
、
磨
消
組
丈
を
見
な
い
。
更
に
上
胴
部
は
左
右
か
ら

集
合
す
る
二
本
の
線
が
、
中
央
で
返
転
し
、
そ
の
部
位
が
χ
状
を
呈
す
る
。
こ
の

イ
状
返
転
線
刻
は
更
に
中
央
と

一
本
の
線
を
加
え
て
線
刻
効
果
を
あ
げ
る
。
こ
の

よ
う
な
χ
状
入
組
文
様
が
主
体
で
、
こ
こ
に
磨
消
縄
文
の
施
文
を
見
な
い
。
こ
の

よ
う
に
施
丈
技
法
に
顕
著
な
特
徴
が
見
ら
れ
て
三
類
と
明
確
な
相
異
が
指
摘
さ
れ

フ０
。さ

て
こ
の
四
類
土
米
の
出
上
は
山
口
県
岩
田
遺
跡
な
ど
比
較
的
九
州
北
部
、
西

部
日
本
に
も
そ
の
分
布
が
延
び
東
九
州
か
ら
四
国
西
部
に
も
及
ぶ
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
三
類
の
発
達
、
即
ち
後
期
末
葉
の
研
磨
土
恭
の
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
類
の
分
布
か
ら
発
達
し
て
次
第
に
分

布
圏
を
広
げ
る
可
能
性
を
持

つ
。

右
三
、
四
類
土
器
は
器
形
の
共
通
性
と
い
う
呪
術
性
を
離
れ
て
観
察
す
る
と
、

そ
の
分
布
上
に
大
き
な
広
り
の
点
で
相
異
を
き
た
す
。
細
部
に
わ
た
れ
ば
、
日
縁

部
や
胴
部
の
誇
張
の
優
劣
、
更
に
磨
消
縄
文
の
減
退
―
消
滅
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
特



徴
と
さ
れ
、

π
状
入
組
文
様
や
、
研
膵
土
淋
化
え
の
問
題
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。

決
定
的
な
相
異
と
い
え
ば
、
新
要
素
の
文
様
構
成
が
、

χ
状
入
組
丈
と
し
て
出
現

し
、
そ
れ
が
三
万
田
Ｋ
式
え
の
祖
源
的
な
役
割
を
え
ん
ず
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の

関
係
は
西
平
十
三
万
田
Ｋ
式
の
合
理
的
な
解
釈
と
し
て
特
記
さ
れ
る
も

の

で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
西
平
式
上
器
の

一
、
二
式
の
分
類
展
開
は
、
西
平
と
三
万
田
Ｋ

式
の
時
期
的
先
後
関
係
を
指
摘
す
る
有
力
な
材
料
で
、
そ
の
関
係
を
代
、
春
木
な

ど
の
遺
跡
か
ら
共
通
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

木
遺
跡
三
、
四
類
の
分
類
か
ら
九
州
に
お
け
る
磨
消
祀
文
の
減
退
、
消
滅
の
時

期
を
具
体
的
に
す
る
こ
と
が

一
応
可
能
と
な
る
が
、
そ
の
問
題
は
三
、
四
類
で
し

か
し
従
来
の
編
年
か
ら
す
る
と
三
万
田
Ｋ
式
の
時
期
に
は
西
平
の
様
式
残
存
形
と

見
て
磨
消
組
文
の
消
滅
を
決
定
ず
け
る
⑮
又
こ
の
縄
丈
消
滅
期
と
積
極
的
な
関
係

が
あ
る
か
ど
う
か
問
題
を
残
す
と
し
て
も
、
黒
色
研
熔
土
器
と
細
石
器
と
が
目
立

っ
て
共
伴
し
て
、
組
丈
消
滅
期
を
こ
の
分
野
で
特
徴
ず
け
る
。
上
器
形
式
の
新
た

な
展
開
と
同
時
に
、
こ
の
細
石
器
の
再
る
場
は
興
味
深
い
。
こ
の
細
石
恭
の
新
た

な
登
場
の
問
題
は
更
に
今
後
の
細
検
討
が
必
要
で
あ
る
の
で
時
期
を
見
て
細
論
を

試
る
。第

二
節
　
所
謂
陣
内
式
上
器
と
縄
文
終
末
期

前
項
第
四
章
に
お
い
て
鈴
木
氏
が
所
謂
陣
内
式
の
設
定
を
試
み
た
陣
内
第
五
類

―
九
類
の
上
絲
様
式
と
そ
の
先
後
関
係
は
、
こ
れ
が
層
位
的
な
関
係
で
把
握
さ
れ

た
と
は
し
な
い
に
し
ろ
、
同

一
遺
跡
の
出
土
例
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

類
別
さ
れ
た
上
恭
を
他
追
跡
の
単
純
資
料
に
対
比
す
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
先

後
関
係
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
黒
色
研
磨
に
よ
る

後
期
後
葉
の
上
器
を
基
調
に
晩
期
中
葉
に
及
ぶ

一
連
の
上
驀
形
式
を
綱
羅
す
る
点

＼

で
、
今
後
東
九
州
の
編
年
表
で
陣
内
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
更
に
重
要
な
こ
と

は
後
期
―
晩
期
を
結
ぶ
編
年
表
で
、
或
は
御
領
と
呼
び
、
更
に
黒
川
、
山
寺
Ａ
と

呼
ぶ
不
便
を
同

一
遣
跡
に
お
い
て
集
合
、
集
成
の
可
能
な
追
跡
と
し
て
九
州
後
期

後
半
―
晩
期
前
葉
を
陣
内
式
上
器
の
標
式
に
お
い
て
統

一
す
る
こ
と
は
種
々
の
混

乱
を
さ
け
て
有
意
義
で
あ
る
。

さ
て
陣
内
遺
跡
よ
り
出
土
さ
れ
た
豊
富
且
つ
複
締
な
資
料
を
整
理
す
る
に
あ
た

り
、
き
わ
め
て
注
要
す
べ
き
問
題
は
、
磨
消
縄
文
の
発
達
と
、
黒
色
研
磨
土
恭
の

展
開
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
を
坐
理
す
る
と
、
最
近
の
新
資
料
中
、
宮
崎
県

綾
遺
跡
や
、
大
分
県
湯
平
遺
跡
に
お
い
て
典
型
的
な
関
東
中
期
加
曽
利
Ｅ
式
土
琴

と
見
る
小
量
の
資
料
が
指
摘
さ
れ
、
磨
消
組
文
の
祖
型
を
東
方
に
も

つ
こ
と
が
指

摘
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
後
晩
期
の
特
異
な
資
料
、
特
に
九
州
に

普
遍
的
に
見
ら
れ
る
三
万
田
、
御
領
を
基
調
と
す
る
土
恭
が
、
同
じ
く
北
部
九
州

か
ら
元
住
吉
山
、
宮
滝
な
ど
東
方
え
の
広
が
り
を
考
え
る
時
、
こ
れ
又
、
こ
の
種

土
黙
の
展
開
を
関
西
以
西
の
地
を
合
め
た
も
の
の
上
で
検
討
し
な
い
わ
け
に
は
い

か
ぬ
段
階
と
な

っ
た
。
更
に
晩
期
資
料
に
お
け
る
黒
色
土
器
が
、
黒
土
Ｂ
Ｉ
や
、

滋
賀
里
の
如
く
古
く
か
ら
そ
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
寧
ろ
、
そ
の
広

が
り
は
西
に
延
び
る
可
能
性
が
強
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
刻
目
凸
帯
を
も

っ
て
知
ら
れ
る
山
ノ
寺
式
上
器
が
、
西
に
広
が
る
組
丈
文
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
よ
り

遊
離
し
て
九
州
、
特
に
北
部
に
濃
縮
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
。
山
寺
―
夜
日

と
い
う
文
石
柔
や
磨
製
石
パ
を
伴
う

一
群
を
以
上
の
組
文
式
文
化
の
大
勢
の
中
で

把
握
す
る
こ
と
が
呆
し
て
適
当
で
あ
る
か
否
か
、
今
後
の
問
題
は
こ
の
点
に
集
中

さ
れ
る
。

さ
て
更
に
興
味
深
い
点
は
、
縄
文
消
失
の
昨
内
四
類
、

（西
平
Ｉ
）

に
比
較
的

-81-



顕
者
に
見
出
さ
れ
た
細
石
器
が
、
こ
の
上
器
の
分
布
や
盛
行
と
は
別
に
九
州
の
み

の
所
産
と
し
て
晩
期
に
互
っ
て
更
に
盛
行
を
見
る
。
し
か
も
こ
の
所
産
は
井
沢
氏

の
指
摘
の
如
く
半
島
と
の
対
比
に
お
い
て
、
そ
の
生
産
手
段
を
合
め
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
生
活
具
で
あ

っ
て
、
こ
の
問
題
を
合
め
て
、
陣
内
遺
跡
出
土
土
器
と

細
石
器
の
問
題
は
更
に
重
要
で
あ
る
。
も
し
こ
の
問
題
を
解
決
し
得
る
と
す
れ
ば

九
州
に
お
け
る
縄
丈
後
晩
期
は
、
わ
が
国
古
代
史
上
更
に
重
要
度
を
増
す
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
た
問
題
を
合
め
て
陣
内
式
設
定
は
き
わ
め
て
重
要
で
、
且
つ
従
来
の

混
乱
を
除
き
得
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

（賀
川
）
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