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地
方
の
石
女
岩
丘
陵
地
域
に
散
布
す
る
新
石
器
時
代
或
は
初
期
金
石
鈴
用

期
の
剥
片
石
器
類
に
開
す
る
記
述
で
あ
る
ｏ

　

‐

　
　
　
　
　

｀

　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　

本
書
は
探
瞼
調
査
の
報
告
書
で
あ
っ
で
、
所
謂
研
究
書
で
は
な
い
。
然

し
記
す
る
處
そ
の
調
査
を
通
じ
て
印
度
の
初
期
人
類
並
び
に
奮
石
器
文
化
’

研
究
の
上
に
、
確
た
る
基
礎
を
提
供
し
た
鮎
で
特
筆
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
’

あ
る
。
か
の
緒
土
が
次
第
に
南
方
に
到
る
程
新
ら
し
く
な
る
事
は
洪
積
世

に
於
け
る
こ
の
地
の
気
候
の
移
動
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
カ
シ
ュ

ー
ミ
ー
ル
の
第
三
紀
絡
末
に
腸
す
る
シ
イ
ワ
リ
ツ
タ
（
S
i
ｗ
a
l
i
k
）
暦
序

か
ら
は
右
の
ナ
ル
バ
ず
の
フ
ァ
ウ
ナ
類
の
源
を
な
す
熱
帯
的
フ
ァ
ウ
ナ
類

の
他
に
、
最
も
欧
達
し
た
猿
類
の
隨
骸
を
酸
見
し
て
ゐ
る
事
宜
類
の
如
き

は
人
類
最
古
の
文
化
考
究
上
に
も
又
印
度
の
石
器
時
代
研
究
に
も
重
要
な

意
味
を
持
つ
も
の
と
思
は
れ
る
ｏ
此
の
意
味
で
、
本
書
は
単
な
る
報
告
書

た
る
以
外
に
東
洋
學
を
修
め
る
も
の
に
對
し
一
つ
の
意
義
を
持
っ
で
も
ら

う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
藤
岡
謙
二
郎
〕

　
　
　

蒙
古
學
報
創
刊
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

財
團
法
人
善
隣
協
會
内
蒙
古
研
究
所
登
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六
倍
判
二
七
八
頁

　

善
隣
協
會
の
中
に
蒙
古
研
究
脈
が
設
置
さ
れ
た
事
は
か
な
り
前
に
報
ぜ

ら
れ
て
は
居
た
が
、
そ
の
翌
表
時
開
に
つ
い
て
は
何
等
我
々
は
知
ろ
所
は

な
か
っ
た
。
今
回
新
に
創
刊
さ
れ
た
「
蒙
古
學
報
」
は
こ
の
研
究
所
の
機
・

開
墾
－
と
し
７
活
１
　
す
べ
ぎ
任
登
匁
へ
ら
れ
た
も
７
也
る
。
昭
和
十

三
年
十
二
月
「
蒙
古
學
」
第
三
冊
が
出
た
ま
ｉ
年
四
回
登
行
の
公
言
に
も

か
ゝ
は
ら
ず
一
向
其
後
曹
沙
汰
な
く
、
唯
一
の
蒙
古
研
究
の
雑
誌
も
不
幸

な
る
運
命
に
見
舞
は
れ
た
か
の
感
を
呉
へ
て
居
た
が
、
「
蒙
古
學
報
」
は
そ

れ
に
代
る
も
の
と
・
し
て
堂
々
た
る
四
六
倍
判
の
臍
裁
を
以
て
こ
ｘ
に
出
現

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
簡
単
な
趣
意
書
の
み
で
、
研
究
所
の
内
容
、
研
究

の
状
態
も
明
か
で
な
い
の
で
あ
る
が
廣
く
一
般
の
蒙
古
研
究
者
の
投
稿
を

容
れ
る
さ
う
で
あ
る
し
、
一
年
四
周
の
翌
行
で
進
む
と
云
ふ
。
時
局
的
な
１
　

念
に
捉
は
れ
ず
と
も
、
一
我
が
國
の
蒙
古
研
究
は
地
理
的
歴
史
的
に
考
へ
て

も
っ
と
進
む
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
外
國
に
劣
ら
ぬ
成
果
を
皐
げ
る
べ
き

時
で
あ
る
。
再
び
我
々
が
唯
で
の
學
術
的
な
蒙
古
研
究
酸
表
機
開
を
得
た

事
は
甚
だ
喜
ば
し
い
。
翌
刊
を
就
す
る
と
共
に
研
究
員
諸
氏
の
努
力
に
よ

り
今
後
の
翌
展
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
儀
臆
的
乍
ら
も
内
容
を
次
に

紹
介
し
て
敬
意
を
表
す
る
事
に
し
よ
う
。

　

「
元
代
の
訴
訟
裁
判
制
度
」
（
有
高
巌
）
一
個
の
赴
會
が
そ
の
秩
序
を
保
た

ん
が
霧
に
或
る
規
範
を
提
出
す
る
時
、
そ
の
規
範
は
台
舎
の
要
求
性
に
従

っ
て
溌
生
し
其
の
此
會
の
肢
展
に
感
じ
て
愛
遷
す
る
。
こ
の
や
う
な
甜
會

三
共
の
規
範
旦
っ
の
表
現
た
る
法
制
と
の
表
裏
性
と
云
ふ
か
或
は
不
可

分
離
性
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
に
着
目
し
て
法
律
制
度
の
歴
史
的
醗
展
を

嶮
討
ふ
、
以
て
常
時
の
１
　
會
の
史
的
研
究
の
一
助
た
ら
し
め
る
と
云
ふ
事

こ
れ
は
計
曾
史
研
究
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
充
分
根
擦
あ
る
妥
営
な
も
の
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θ

　
　

と
云
っ
て
よ
い
。
元
代
胎
會
史
に
造
詣
深
き
有
高
博
士
は
夙
に
此
の
鮎
に

お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

”

　
　
　

着
眼
せ
ら
れ
「
元
代
法
律
の
特
色
」
（
歴
史
と
地
理
三
四
ノ
四
五
）
以
爽
諸

　
　
　

種
此
の
方
面
の
発
作
を
世
に
問
う
て
居
ら
れ
る
が
再
び
我
々
は
此
處
に
表

　
　
　

記
の
研
究
を
受
け
得
た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
ふ
。
論
文
の
内
容
は
元
史
、

　
　
　

通
制
條
格
、
元
典
章
、
吏
學
指
南
等
を
中
心
と
し
て
法
院
の
組
織
、
訴
訟

　
　
　

の
方
法
聚
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
が
、
特
に
唐
制
と
比
較
し
て
中
央
官

　
　
　

廳
の
組
織
の
喫
革
、
民
事
刑
事
裁
判
の
置
別
、
懸
賞
摘
翌
の
存
在
、
原
告

　
　

被
告
な
る
言
葉
の
初
見
、
拾
屍
方
式
の
整
備
、
約
會
制
等
を
明
か
に
さ
れ

　
　
　

た
の
は
本
論
文
に
貴
重
な
價
値
を
興
へ
る
も
の
と
信
ず
る
。
後
學
者
と
し

　
　
　

て
批
許
の
限
り
で
ぱ
な
い
が
読
後
感
を
述
べ
る
事
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

　
　
　

前
述
の
如
き
方
法
に
立
つ
な
ら
ば
、
制
度
の
改
腹
で
も
そ
れ
が
起
る
か
ら

　
　
　

に
は
相
営
の
理
由
が
存
在
し
、
そ
れ
が
若
し
齢
會
状
勢
に
對
態
す
る
も
の

　
　
　

と
す
れ
ば
現
在
研
究
さ
れ
て
居
る
限
り
の
元
代
赴
會
の
特
殊
状
勢
よ
り
そ

　
　
　

れ
を
説
明
す
る
か
、
或
は
逆
に
此
の
論
文
に
明
か
に
さ
れ
た
元
代
訴
訟
制

　
　
　

度
の
特
色
よ
り
常
時
の
祗
會
状
勢
を
説
明
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
ゞ
あ
っ
て

　
　
　

よ
い
筈
で
あ
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
暇
令
必
要
上
此

　
　
　

會
規
範
と
し
て
成
文
法
が
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
も
直
に
そ
れ
が
成
文
通
り

　
　
　

賞
際
に
行
は
れ
た
と
考
へ
難
い
事
で
あ
る
。
例
へ
ば
博
士
が
一
一
十
七
頁
に

　
　
　

引
用
さ
れ
て
る
「
諸
唸
的
大
師
、
止
令
掌
放
念
脛
、
回
回
人
態
有
刑
名
戸

　
　
　

婚
銭
糧
詞
訟
、
並
従
有
司
間
之
。
」
（
元
史
刑
法
志
職
制
門
上
）
は
通
制
條

　
　
　

務
懸
崖
詞
訟
に
「
至
大
四
年
十
月
初
四
日
中
書
省
欽
奉
聖
旨
。
喰
狛
大

師
毎
只
教
他
毎
掌
教
念
纒
者
、
回
回
人
態
有
的
刑
名
戸
婚
銭
糧
詞
訟
大
小

公
事
、
。
喩
的
毎
休
問
者
、
教
有
司
官
依
膿
例
間
者
、
外
頭
設
立
爽
的
衝
門

井
委
付
的
人
毎
革
罷
了
者
、
醍
道
聖
旨
了
也
、
欽
此
。
」
（
元
典
章
五
三
間

事
「
喩
的
有
司
問
」
に
も
同
文
あ
り
）
と
あ
る
の
と
相
態
す
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
が
元
史
の
本
紀
を
見
た
だ
け
で
も
同
じ
や
う
な
法
令
が
仁
宗
紀

一
皇
慶
元
年
十
二
月
、
文
宗
紀
一
、
致
和
元
年
八
月
の
條
に
そ
れ
ぐ
見

え
、
元
末
支
那
に
遊
ん
だ
有
名
な
Ｉ
ｂ
ｎ
　
Ｂ
ａ
ｌ
ｕ
l
a
の
傅
ふ
る
所
に
も
法
官

タ
屁
’
と
教
長
'
Ｓ
ｅ
ｉ
ｂ
ｊ
　
'
-
Ｒ
廣
東
等
を
始
め
と
す
る
支
那
内
地
の
回
教
徒
居

住
地
で
同
徒
間
の
行
欧
裁
判
等
の
特
糧
を
握
っ
て
居
た
こ
と
を
云
っ
て
居

り
ヽ
合
せ
考
へ
て
元
一
代
を
通
じ
て
か
ｘ
る
治
外
法
欄
の
撒
鹿
は
賓
行
さ

れ
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
博
士
の
云
は
れ
る
如
く
此
の

條
文
通
り
に
｛
｝
（
乱
’
に
は
た
恙
1
＄
教
上
の
事
の
み
を
受
持
た
し
め
裁
判

事
件
は
悉
く
普
通
の
役
人
の
所
管
に
鱒
し
た
）
こ
一
十
八
頁
）
と
は
断
言
出

来
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
が
如
何
な
も
の
で
も
ら
う
か
。
一
つ
の
場
合
と

し
て
考
へ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
倚
元
代
刑
政
研
究
の
史
料
と
し
て
重
要

な
憲
毫
通
紀
に
つ
い
て
も
一
言
も
及
ば
れ
て
居
な
い
の
ぼ
些
か
さ
び
し
い

も
の
が
あ
る
。

　

「
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
の
分
類
」
（
服
部
四
郎
丿
先
づ
一
入
五
八
年
に
出
た

Ｏ
ａ
s
ｔ
ｒ
ｅ
ｎ

　

の
遺
稿
に
付
せ
ら
れ
た
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｆ
ｎ
ｅ
ｒ
の
考
へ
を
先
限
と
し
、

続
々
と
現
れ
て
来
た
プ
リ
ヤ
ー
ト
ー
方
言
の
分
類
を
歴
史
的
に
〇
ｒ
J
o
ｖ
｡

Ｒ
ｕ
ｄ
ｎ
ｅ
ｖ
｡
　
Ｖ
ｌ
ａ
ｄ
ｉ
ｍ
ｉ
ｒ
t
ｓ
ｏ
ｖ
.

　

等
に
つ
い
て
回
顧
し
、
ソ
ビ
エ
ト
に
な
っ
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詔j

て
か
ら
Ｊ
ｒ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
を
首
班
と
す
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
調
査
‐
の
機
開
が
出
来

ブ
リ
ヤ
ー
ト
蒙
古
語
の
羅
馬
字
化
が
正
式
に
モ
ス
コ
ー
で
探
決
さ
れ
た
事

を
言
ひ
、
Ｋ
ｕ
ｎ
ａ
ｔ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
ｌ
ｓ
ｋ
ｏ
ｅ
　
Ｊ
ａ
ｚ
ｙ
ｋ
ｏ
ｚ
ｎ
ａ
ｎ
ｉ
ｅ
及
び
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
０
ｇ
ｒ
ａ
ｆ
.
ｊ
ａ

ｉ
ｖ
ｉ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
ｉ
ｏ
ｗ
ｅ
ａ
ｎ
ｏ
]
　
l
i
n
e
w
i
ｓ
ｔ
ｉ
ｅ
ｅ
ｓ
ｋ
ｏ
ｊ
　
l
i
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｕ
i
ｙ
　
ｚ
ａ
　
１
９
１
７
-
１
９
３
２
　
ｇ
〇
ｄ
ａ

に
主
と
し
て
依
っ
て
そ
の
調
査
の
詳
細
を
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
然
し
て
氏

は
ｒ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
の
記
述
に
就
い
て
。
氏
の
ホ
ロ
ソ
バ
イ
ル
滞
在
中
の
研
究
を

基
礎
と
し
て
彼
の
誤
謬
並
び
に
粗
雑
さ
を
指
摘
せ
ら
れ
る
が
特
に
次
の
鮎

が
注
目
を
惹
く
。
即
ち
セ
レ
ｙ
が
方
言
に
就
い
て
ｒ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
　
　
ｔ
f
そ
れ
を
ブ

リ
ヤ
ー
ト
方
言
と
ハ
ル
ハ
方
言
と
の
境
に
立
つ
い
は
ゞ
移
行
的
方
言
と
し

乍
ら
こ
れ
を
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
の
中
に
入
れ
て
居
る
ｏ
が
之
は
少
く
と
も

ブ
リ
ヤ
ー
ト
・
ハ
ル
ハ
と
同
じ
く
肩
を
並
べ
る
第
三
の
方
言
或
は
中
間
的

移
行
方
言
と
し
て
濁
立
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
寧
ろ
服
部
氏
の
考
へ
よ
り

す
れ
ば
此
を
ハ
ル
ハ
方
言
の
一
つ
と
し
て
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
へ
の
移
行
的

位
置
に
あ
る
も
の
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
る
。
又
新
バ
ル
ガ
方
言
に
就
い
て

も
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
内
の
一
小
方
言
と
せ
ず
に
ハ
ル
ハ
方
言
と
東
ブ
リ
ヤ

ー
ト
方
言
の
間
の
中
間
的
第
三
方
言
と
認
む
べ
き
で
あ
る
と
。
然
ら
ば
何

故
に
Ｐ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
　
*
＾
＾
＾
る
説
を
な
し
た
か
。
服
部
氏
は
Ｐ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
　
'
.
Ｒ
政
治

的
考
慮
に
支
配
さ
れ
て
、
セ
レ
ｙ
が
方
言
が
ブ
リ
ヤ
ー
ト
自
治
共
和
國
内

に
行
は
れ
乍
ら
ソ
ビ
エ
ト
外
の
外
蒙
ハ
ル
ハ
語
の
一
部
と
す
る
事
は
面
白

く
な
い
。
此
の
方
言
を
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
一
部
と
す
る
以
上
バ
ル
グ
ブ
リ

ヤ
ー
ト
方
言
は
営
然
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
一
部
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此

も
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
の
中
に
入
れ
る
と
、
満
洲
國
ホ
ロ
ｙ
パ
イ
ル
に
行
は
れ

る
方
言
を
も
味
方
に
引
入
れ
る
事
と
な
り
、
政
治
的
に
も
都
合
悪
く
な
い

と
云
ふ
考
へ
を
持
っ
て
居
た
の
で
は
な
い
か
と
云
は
れ
て
る
。
若
干
穿
ち

過
ぎ
た
感
が
な
い
で
も
な
い
が
興
味
の
深
い
観
察
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

氏
が
ホ
ロ
ｙ
パ
イ
ル
で
バ
ル
ガ
、
ア
ガ
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
方
言
を
研
究
さ
れ

た
蒙
古
語
學
界
の
糧
威
で
あ
り
此
の
氏
の
述
考
其
の
も
の
が
ｒ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
の

説
に
對
す
る
批
許
で
あ
る
か
ら
に
は
蒙
古
語
方
言
研
究
の
専
門
で
な
い
我

々
は
又
屋
上
屋
を
重
ね
て
批
許
す
る
資
格
は
な
い
。
論
文
と
云
は
ん
よ
り

は
寧
ろ
専
門
的
な
徹
底
し
た
批
・
評
で
あ
る
事
を
紹
介
す
る
に
止
め
た
い
。

　

「
王
詔
の
煕
河
詫
略
に
就
い
て
」
（
榎
一
雄
）
宋
代
の
對
外
政
策
は
以
夷
制

夷
の
傅
統
的
外
交
政
策
に
終
止
し
て
居
る
。
例
へ
ば
此
處
に
西
夏
を
對
象

と
し
て
考
へ
る
な
ら
ば
契
丹
に
對
し
て
は
既
に
よ
く
宋
の
操
り
得
る
所
で

な
く
唯
外
國
と
の
蓮
和
を
防
ぐ
に
汲
々
た
る
有
様
で
あ
る
・
對
回
骸
對
吐

蕃
の
政
策
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
営
然
の
こ
と
で
あ
る
。
對
吐
蕃
の

政
策
に
就
い
て
公
に
さ
れ
た
も
の
は
今
ま
で
に
中
島
敏
氏
「
西
禿
族
を
め

ぐ
る
宋
夏
の
抗
季
」
（
歴
史
學
研
究
第
一
巻
）
で
あ
り
、
其
の
後
京
大
東
洋

史
談
話
會
で
佐
伯
富
氏
が
「
王
詔
の
開
涅
策
」
な
る
題
で
昭
和
十
一
年
十

一
月
十
一
百
に
講
演
さ
れ
た
事
が
あ
る
ｏ
今
中
島
氏
の
分
類
に
従
ふ
と
宋

の
對
吐
蕃
政
策
は
。

　

前
期
。
吐
蕃
趣
廳
時
代

　
　

第
［

　

夏
禿
交
渉
以
前
！
！
宋
太
祀
太
宗
時
代

-65-



3∂２

　
　

笹
一

　

夏
莞
抗
孚
時
代
―
宋
兵
宗
仁
宗
英
宗
時
代

　

後
期
煕
河
蘭
都
経
管
時
代
宋
紳
宗
以
後

　
　
　
　

｀

と
時
代
を
分
け
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
、
中
島
氏
は
自
ら
前
期
第
二
期
を

中
心
と
す
る
と
云
ひ
っ
ｘ
王
詔
の
煕
河
経
略
に
つ
い
て
も
其
の
概
聊
を
呉

へ
ら
れ
て
居
る
。
榎
氏
は
其
の
序
説
に
於
て
中
島
氏
の
考
察
を
新
し
い
史

料
を
補
ひ
っ
ｘ
巧
み
に
ま
と
め
ら
れ
、
本
論
に
於
て
は
王
朝
が
其
の
平
戎

策
に
於
て
西
夏
を
討
滅
せ
ん
と
す
れ
ば
黄
河
温
水
一
梢
の
地
を
復
す
る
事

が
必
嬰
で
あ
り
其
の
寫
に
は
西
夏
吐
蕃
爾
者
の
間
隙
に
突
入
し
て
之
を
一
一

分
し
青
房
族
の
統
一
な
き
に
乗
じ
て
各
個
別
に
之
を
招
撫
し
西
夏
攻
撃
の

重
要
な
る
一
翼
を
分
掘
せ
し
め
ん
と
し
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
営

時
は
紳
宗
皇
帝
位
に
あ
り
。
王
安
石
亦
堂
に
あ
っ
て
此
の
政
策
を
極
力
支

援
し
、
掘
に
王
詔
は
具
臍
的
に
は
秦
州
に
市
易
司
を
設
け
西
蕃
と
交
易
し

て
利
益
を
収
め
更
に
秦
州
よ
り
消
源
方
面
に
菅
田
し
て
繰
濃
経
管
の
費
用

を
捻
出
せ
ん
と
し
た
。
彼
は
即
ち
蕃
族
と
民
間
と
の
交
易
を
政
府
の
手
に

牧
め
自
ら
之
を
監
督
し
秦
州
消
源
間
の
開
墾
を
奨
翰
し
た
の
で
あ
る
。
か

５
し
て
前
進
擦
鮎
は
秦
州
よ
り
朧
西
へ
と
進
め
ら
れ
、
佻
河
安
撫
司
つ
い

で
煕
河
路
と
被
管
の
酸
展
が
見
ら
れ
る
事
に
な
る
。
本
篇
は
此
の
間
の
経

緯
に
っ
｀
い
て
詳
細
な
る
論
述
が
行
は
れ
て
居
る
。
大
陸
此
の
地
方
は
地
園

地
志
各
様
の
記
載
が
あ
っ
て
研
究
者
を
最
も
悩
ま
す
地
方
な
る
に
か
ｘ
は

ら
ず
。
氏
が
及
ぶ
限
り
の
地
理
書
を
一
々
瞼
索
し
て
文
末
に
付
せ
る
地
園

に
ま
で
甑
め
上
げ
ら
れ
た
努
に
對
し
。
て
は
讃
嘆
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
文

献
に
よ
る
よ
り
外
今
は
方
法
の
な
い
今
日
か
χ
る
地
圖
が
我
々
に
呉
へ
ら

れ
た
こ
と
は
感
謝
す
べ
き
事
で
あ
る
。
此
の
地
名
の
精
確
な
考
8
K
a
だ
け
で

も
本
論
文
は
仲
λ
の
力
作
と
考
へ
る
次
第
で
あ
る
。
唯
外
國
語
９
地
名
の

曹
譚
に
就
い
て
若
干
云
は
し
て
も
ら
ふ
な
ら
ば
氏
の
史
料
と
せ
ら
れ
る
績

資
治
通
鑑
長
編
の
通
行
本
は
清
朝
以
後
永
巣
大
典
よ
り
復
原
せ
ら
れ
た
も

の
で
其
の
外
國
開
係
の
名
詞
に
は
相
宿
改
窟
が
加
へ
ら
れ
て
居
る
。
例
へ

ば
氏
が
一
一
四
頁
に
示
せ
る
如
く
宋
史
、
東
都
事
略
、
太
平
治
伎
統
類
等

に
乞
御
平
堡
と
あ
る
の
が
長
編
で
は
策
織
杢
勒
と
あ
る
。
氏
が
策
織
を
乞

御
’
　
K
i
勒
を
平
に
宿
る
と
す
る
の
は
そ
の
ま
ｉ
に
措
い
て
も
後
者
を
西
蔵

語
の
城
塁
を
意
味
す
る
ｐ
ｈ
ｏ
-
ｂ
ｒ
ａ
ｉ
ｉ
　
（
ｂ
ｒ
ａ
ｉ
ｎ
と
あ
る
が
誤
植
で
あ
ら
う
）

と
す
る
の
は
解
し
か
ね
る
事
で
あ
る
。
所
蔵
語
の
登
音
は
現
代
音
は
も
と

よ
り
古
代
曹
が
屡
々
例
示
せ
ら
れ
る
如
く
ａ
ｌ
ｐ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｔ
の
如
く
翌
曹
さ
れ

る
も
の
と
し
て
も
ｂ
ｒ
ａ
ｎ
は
K
l
勒
或
は
平
に
は
甚
だ
誼
い
も
の
な
の
で
あ

る
。
ま
し
て
ぷ
一
勒
が
信
用
出
来
な
い
長
編
の
曹
譚
で
あ
り
、
平
を
信
用
す

る
と
し
て
も
そ
の
曹
は
反
て
盆
々
遠
く
な
っ
て
来
る
。
又
一
二
八
頁
に
述

べ
ら
れ
て
る
如
く
、
宗
、
蔽
、
戚
等
を
ｒ
ｄ
ｚ
ｏ
ｎ
ｓ
と
見
倣
す
こ
と
も
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
宗
は
兎
も
角
と
し
て
蔵
、
威
が
ｒ
ｄ
ｚ
０
Ａ
ｓ
な

る
曹
に
あ
て
ら
れ
石
事
は
小
生
の
狭
い
管
見
を
以
て
し
て
は
あ
り
得
ず
、

寧
ろ
こ
の
宗
と
蔵
、
咸
は
別
な
晋
の
表
示
な
り
と
最
初
か
ら
考
へ
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
思
ふ
。
南
撤
宗
と
か
木
宗
と
か
に
し
て
も
。
南
が

ｇ
ｎ
ａ
ｍ
に
あ
て
ら
れ
る
事
は
種
々
出
来
る
ぶ
、
氏
の
云
ふ
が
如
く
木
が
Ｉ

-
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字
で
よ
く
ｇ
ｎ
ａ
ヨ
の
１
　
に
Ｉ
致
i
l
し
＆
ら
れ
た
１
　
は
そ
の
餌
が
な
い
の
で

あ
る
・
長
編
が
南
撤
宗
を
納
恥
薩
勒
宗
と
書
し
て
居
る
の
も
氏
の
云
ふ
が

如
く
薩
が
術
字
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
そ
れ
が
果
し
て
営
っ
て
居
る
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
長
編
の
編
者
が
南
撮
を
ｇ
ｎ
ａ
ｍ
　
ｇ
ｓ
ａ
ｌ
と
で
も
考
へ
て

納
木
薩
勒
と
改
詳
し
た
も
の
で
ぽ
な
か
ら
り
か
。
哨
掘
囃
の
本
名
欺
南
艮
。

温
篠
邁
に
し
七
も
疑
問
は
生
ず
る
。
榎
氏
は
籤
邁
を
Ｄ
ｔ
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
-
ｐ
ｏ
の
誂

と
し
て
居
ら
れ
る
が
筏
は
お
そ
ら
く
現
代
言
ｌ
ｇ
古
代
言
ｄ
ｚ
'
ｉ
ｅ
ｎ
で

あ
る
べ
く
賛
の
古
代
音
ｇ
な
と
は
若
干
差
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
篠
逍

は
Ｄ
t
ｓ
ａ
t
＼
ｇ
-
ｐ
ｏ
よ
り
、
人
名
の
語
尾
に
多
く
用
ひ
ら
れ
る
ｂ
ｚ
ａ
ｎ
-
ｐ
ｏ
で

は
だ
か
ら
う
か
と
の
疑
は
充
分
存
す
る
。
或
は
篠
の
韻
は
ｇ
で
あ
る
か

ら
形
容
詞
v
_
ｎ
ｅ
ｎ
-
ｐ
ｏ
の
胆
譚
で
は
な
い
か
と
も
疑
は
れ
る
。
哨
扁
囃
が

大
に
な
っ
た
第
一
の
理
由
は
彼
が
賛
普
即
ち
王
族
の
出
身
で
あ
る
と
云
ふ

こ
と
を
述
べ
て
る
史
料
は
見
常
ら
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
若
し
籤
建
を

Ｄ
t
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
-
ｐ
ｏ
の
誂
と
考
へ
る
事
に
そ
の
一
つ
の
理
由
が
置
か
れ
て
居
る
な

ら
ば
そ
れ
は
些
か
根
擦
薄
弱
に
な
っ
て
ぐ
る
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
西
蔵

語
の
漢
字
音
寫
を
還
元
す
る
事
は
我
々
が
普
通
考
へ
る
程
に
は
簡
華
に
は

行
か
な
い
の
で
あ
っ
て
原
典
相
互
に
表
言
漢
字
の
差
違
が
あ
る
時
は
倚
更

の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
。
王
詔
の
煕
河
路
の
紺
瞥
を
全
膿
的
に
眺
め
る
な

ら
ば
、
軍
事
的
重
要
性
の
Ｉ
鴛
に
纒
済
的
損
害
を
無
覗
し
て
行
は
れ
た
が
如

く
見
え
る
反
面
そ
の
維
持
に
は
麹
済
的
な
建
設
運
動
が
か
な
り
熱
心
に
行

は
れ
て
居
る
。
王
安
石
の
政
策
と
云
ふ
も
の
は
今
日
色
冷
な
意
味
で
注
目

さ
れ
て
邑
る
が
本
１
　
文
に
於
て
は
こ
の
爾
者
の
開
張
を
も
っ
ど
跨
細
に
１
　

明
し
て
欲
し
か
っ
た
。
例
へ
ば
茶
馬
法
、
復
法
等
の
方
面
よ
り
眺
む
る
屯

こ
の
王
詔
の
咤
誉
は
草
な
る
優
境
纒
瞥
で
は
な
い
筈
で
あ
る
し
、
第
一
営

時
の
西
方
と
の
交
通
の
大
道
等
も
唐
代
と
は
全
く
異
っ
て
居
て
、
王
詔
の

纒
菅
ｉ
Ｓ
>
｡
此
の
事
を
充
分
に
考
へ
て
居
る
筈
で
あ
る
。
彼
の
纒
登
は
軍
な
る

西
夏
吐
蕃
三

ば
か
り
で
は
な
く
、
か
な
り
翌
展
性
の
あ
る
弾
力
に
富
ん
だ
複
報
な
計
畳

を
持
っ
て
居
た
も
の
で
あ
ら
う
。
た
と
ひ
彼
が
さ
う
云
ふ
考
へ
を
持
っ
て

居
な
か
っ
た
と
し
て
も
一
國
の
政
治
の
中
樋
に
居
る
王
安
石
は
必
ず
次
刃

瞬
間
の
計
畳
を
考
慮
し
て
居
た
に
相
違
な
い
。
安
石
が
王
詔
を
し
て
自
由

に
活
動
せ
し
め
た
の
も
安
石
の
廣
大
な
識
見
が
然
ら
し
め
た
必
然
の
も
の

と
考
へ
た
い
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
佐
伯
氏
の
研
究
の
速
か
な
る

晟
表
は
切
に
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

コ
尤
朝
に
於
け
る
投
下
の
意
義
」
（
村
上
正
二
）
蒙
否
帝
國
時
代
掠
奪
に
よ

っ
て
流
入
ぎ
れ
た
浮
虜
人
口
の
聚
渠
が
漠
北
の
各
地
に
翌
生
し
て
夫
々
そ

の
所
有
者
だ
る
遊
牧
領
主
の
極
済
的
基
礎
を
提
供
し
、
政
治
的
地
盤
と
云

ふ
も
の
が
出
来
て
、
諸
王
功
臣
に
輿
へ
ら
れ
た
も
の
は
即
ち
投
下
軍
州
と

呼
ば
れ
る
事
に
な
っ
た
。
所
が
國
家
が
内
的
に
も
成
長
し
漸
く
農
耕
計
會

の
存
在
を
も
理
解
す
る
や
う
に
な
る
と
今
度
は
南
方
支
那
の
州
聡
に
對
し

て
も
又
投
下
領
主
の
糧
能
を
認
め
る
事
に
な
り
、
投
下
に
二
種
類
の
も
の

が
生
じ
嘉
頭
上
か
ら
は
遼
の
時
付
の
概
念
を
以
Ｖ
し
Ｖ
は
理
解
す
る
事
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が
出
来
な
い
元
代
特
有
の
投
下
の
内
容
が
示
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
印
ち

　

支
那
内
地
に
於
て
は
官
僚
的
封
建
國
家
が
一
度
樹
立
さ
れ
た
後
な
の
で
、

　

結
局
蒙
古
人
の
支
配
下
に
落
ち
た
と
は
云
へ
元
朝
の
國
家
は
官
僚
的
封
建

　

制
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
遊
牧
的
封
建
制
と
農
耕
的
封
建
制
と
此
の
一
一
つ

　

の
異
っ
だ
も
の
の
上
に
投
下
職
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
元
朝
に
於
て
は

　

遊
牧
封
建
制
の
も
と
に
、
領
邑
即
ち
本
投
下
は
ｘ
ド
ッ
ク
を
媒
賠
と
し
て

領
主
の
部
曲
を
構
成
し
、
純
粋
な
封
建
集
團
に
化
し
て
行
き
、
農
耕
地
帚

　

の
そ
れ
は
前
者
の
維
持
又
は
補
足
的
な
纏
済
地
盤
と
し
て
晟
達
し
た
。
こ

。
の
や
う
な
腱
質
の
過
程
に
投
下
の
意
義
の
饗
化
は
生
じ
、
特
に
本
投
下
を

指
す
場
合
は
愛
馬
な
る
蒔
呼
が
用
ひ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
。
つ
ま
り
投
下

よ
り
愛
馬
な
る
移
行
の
道
程
は
民
族
的
千
戸
制
度
が
封
建
的
愛
馬
制
度
に

翌
展
し
た
事
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
論
文
の
大
要
で
あ
る
が

投
下
に
就
い
て
は
此
ま
で
安
部
小
林
爾
氏
の
論
考
が
若
干
あ
り
、
安
部
氏

は
投
下
の
語
源
を
犀
利
な
る
観
察
眼
を
以
て
徹
底
的
に
究
明
し
、
小
林
氏

又
小
論
乍
ら
重
要
史
料
に
着
目
し
て
其
の
研
究
は
漸
次
進
展
し
っ
ｘ
あ
っ

た
。
今
村
上
氏
の
此
の
論
文
は
其
等
を
綜
合
じ
て
着
官
な
る
方
法
と
爾
重

な
る
考
察
を
以
て
蒙
古
祀
會
の
根
本
的
問
題
た
る
投
下
の
全
貌
を
巴
を
上

が
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
手
許
に
あ
る
貧
弱
な
史
料
に
よ
っ
て
敢
て

臆
測
を
め
ぐ
ら
し
た
と
謙
遜
し
て
居
ら
れ
る
が
、
今
後
の
蒙
古
肝
究
に
此

の
論
文
が
呉
へ
る
示
唆
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
ｙ
。
本
學
報
第
一

の
力
作
と
し
て
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

本
琥
に
は
此
の
他
「
撹
都
終
焉
の
年
次
に
就
い
て
」
（
岩
村
忍
）
、
「
外

蒙
古
内
西
遊
記
の
考
瞭
」
（
ク
レ
メ
ン
ツ
。
稀
磨
損
吉
譚
）
の
一
一
つ
及
び

Ｈ
ａ
ｒ
Ｊ
ａ
ｎ
　
｡
　
Ｃ
ｅ
ｎ
t
ｒ
a
l
　
Ａ
ｓ
i
a
.
　
　
Ｍ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
｡
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ａ
ｒ
l
ｙ
　
E
m
p
i
ｒ
ｅ
　
ｏ
ｆ

Ｃ
ｅ
ｎ
t
ｒ
a
l
　
Ａ
ｓ
i
a
の
紹
介
が
あ
る
°
　
Ｍ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
の
著
に
就
い
て
は
「
ピ

タ
カ
」
に
現
在
脆
詳
連
載
さ
れ
っ
ｘ
あ
る
事
を
付
記
し
よ
う
。
概
観
す
れ

ば
本
銃
は
元
の
研
究
が
座
倒
的
に
多
い
。
而
し
て
宗
教
開
係
の
も
の
が
一

つ
も
な
い
。
蒙
古
は
地
域
的
に
も
歴
史
的
に
も
廣
大
で
あ
る
。
今
後
は
種

種
な
る
方
面
か
ら
の
拾
討
が
内
容
に
盛
ら
れ
る
事
で
あ
ら
う
。
自
然
科
學

方
面
の
研
究
も
考
慮
さ
れ
て
居
る
と
聞
く
。
将
残
の
酸
展
を
望
ん
で
や
ま

ぬ
次
第
で
あ
る
。
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（
四
十
二
頁
よ
り
絞
く
）

今
の
中
央
及
び
西
部
西
蔵
を
指
す
も
の
な
る
事
は
Ｂ
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ｎ
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ｉ
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等
が
既
に
辿
べ
尤
所
で
あ
る
が
、

柔
甘
は
何
に
富
る
で
あ
ら
う
か
。
柔
甘
烏
斯
蔵
で
吐
蕃
を
意
味
し
、

明
史
兵
志
等
で
は
西
蕃
の
條
に
最
高
の
軍
司
令
部
と
し
て
烏
斯
蔵
都

指
揮
使
司
と
共
に
弟
甘
都
指
揮
使
司
が
置
か
れ
記
事
を
云
っ
て
居
る

の
を
見
れ
ば
柔
甘
は
東
部
西
繭
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
の
想
像

は
直
に
起
っ
て
来
る
。
お
そ
ら
く
弟
は
ｍ
Ｄ
ｏ
で
今
日
の
青
海
か
ら

Ａ
ｍ
ｄ
ｏ
地
方
へ
か
け
記
所
、
甘
は
Ｋ
ｈ
ａ
ｍ
ｓ
で
ｓ
Ｄ
ｅ
-
ｄ
ｇ
ｅ
よ
｡
0
.

Ｂ
ａ
-
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
に
か
け
た
地
方
印
ち
現
在
西
康
省
（
此
の
康
は
明
か
に

Ｋ
ｈ
ａ
ｍ
ｓ

　
４

'
<
-
ｒ
>
来
て
居
る
）
と
な
っ
て
ゐ
る
方
面
を
指
し
記
も
の
で

あ
ら
う
。
つ
ま
り
柔
甘
は
烏
斯
蔵
と
同
じ
く
ｍ
Ｄ
ｏ
-
Ｋ
ｈ
ａ
ｍ
ｓ
　
ｔ
＊
る

合
成
語
と
考
べ
ら
れ
る
。
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は
相
共

に
並
ん
で
西
蔵
史
料
に
も
よ
く
出
て
来
る
地
方
名
で
あ
る
。
（
佐
藤
）
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