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‘
ｆ
’
こ
降
よ
’
ｔ
こ
町
名

　

四
平
皿

　

；
こ
そ
ハ
ユ
ぎ

日
鮮
満
史
前
末
期
の
墓
制
に
就
い
て
。

一

梅

　
　

原

　
　

末

　
　

治

　

こ
ｘ
に
日
鮮
浦
の
史
前
末
期
と
云
ふ
の
は
支
那
中
原
の
進
ん
だ
文
物
が
漢
民
族
の
エ
キ
ス
パ
ご
て
ン
に
よ
っ
て
極
東
の
地
域
に

も
可

時
代
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
文
物
過
渡
の
石
金
併
用
期
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
支
那
か
ら
傅
へ
ら
れ
た
遺
物
と
し
て
は
通

じ
て
銀
剣
・
銀
鉾
を
著
し
い
も
の
と
す
る
の
で
、
篤
に
青
銅
器
時
代
な
る
碍
呼
を
用
ゐ
て
ゐ
る
人
士
も
勿
。
る
が
、
筆
者
は
右
の
遺
物

類
が
、
そ
れ
等
の
地
方
で
利
器
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
た
形
述
に
乏
し
い
上
に
、
早
く
峨
器
の
同
時
共
存
が
認
め
ら
れ
る
鮎
か
ら
、
か

ｘ
る
見
解
に
賛
し
Ｉ
・
得
ず
、
従
っ
て
Ｉ
記
の
時
代
観
を
以
て
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
此
の
一
文
は
右
の
銅
剣
・
銅
鉾
の
分
布
し
て
ゐ
る
南

海
洲
か
ら
韓
牛
島
を
通
じ
、
北
九
州
を
中
心
と
し
た
西
日
本
に
亙
る
地
域
に
於
け
る
営
代
の
冪
制
に
開
す
る
従
米
の
知
見
を
綜
括
し

て
そ
れ
等
の
間
の
異
同
を
明
か
に
す
る
と
共
に
、
漿
て
然
る
所
以
を
登
へ
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。

　

さ
て
是
等
の
地
域
に
於
け
る
新
石
器
時
代
の
・
埋
葬
・
に
瀾
し
て
は
、
本
邦
に
於
け
る
そ
れ
が
割
合
に
詳
し
く
知
ら
れ
つ
ゐ
る
外
、
自

戸－１



扨

　

齢
の
地
方
で
は
な
ほ
調
査
が
充
分
行
居
い
て
ゐ
な
い
憾
み
を
も
っ
の
で
あ
る
が
、
而
も
現
在
の
知
見
か
ら
す
る
と
、
一
部
分
に
伸
展

　
　

葬
を
見
受
け
る
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
所
謂
屈
葬
を
主
と
し
て
ゐ
て
、
爾
者
共
に
墳
丘
な
ど
を
訣
く
極
め
て
簡
軍
な
も
の
に
腸
し
、
そ

　
　

れ
が
世
界
の
新
石
器
時
代
に
見
る
と
同
様
な
鉉
態
に
あ
っ
い

　
　

の
。
時
期
に
亙
っ
て
違
っ
た
葬
法
が
現
は
れ
て
遺
跡
の
上
に
著
し
い
特
徴
を
輿
へ
。
る
こ
と
に
な
っ
た
と
同
様
に
、
是
等
の
地
域
に
あ
っ

　
　

て
も
銀
剣
・
銀
鉾
に
聯
開
し
た
冪
制
と
し
て
前
者
と
違
っ
た
も
の
Ｘ
存
在
が
注
意
さ
れ
る
。
早
く
鳥
居
博
士
が
新
石
器
時
代
の
墳
墓

　
　

な
り
と
紹
介
せ
ら
れ
た
朝
鮮
牛
島
に
廣
く
分
布
す
る
支
石
冪
や
、
一
部
箱
式
棺
は
そ
の
例
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
大
正
の
世
に
な
っ

　
　

て
其
の
性
質
の
明
か
と
な
っ
た
北
九
州
に
多
い
甕
棺
葬
の
如
き
ま
た
同
じ
例
に
数
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

是
等
の
遺
跡
に
就
い
て
は
今
日
ま
で
既
に
若
干
の
論
我
が
公
に
さ
れ
て
ゐ
て
、
う
ち
に
傾
脂
す
べ
き
考
察
を
見
る
の
で
あ
る
が
、

　
　

Ｅ
。ゞ

取
り
上
げ
ら
れ
た
地
域
に
於
け
る
埋
葬
の
賓
際
に
開
し
て
明
か
に
せ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
部
分
が
あ
り
、
従
来
の
所
説
は
、
中
で
の

　
　

２
　

　
　

或
も
の
だ
け
を
取
り
出
し
て
そ
れ
の
み
を
論
じ
た
篤
に
正
鵠
を
得
な
い
憾
み
を
件
う
て
ゐ
る
・
筆
者
は
考
古
學
的
研
究
の
中
核
は
先

　
　
　

一

　
　

づ
遺
物
な
り
遺
跡
そ
の
も
の
Ｘ
賓
醵
を
明
か
に
し
て
、
そ
れ
等
を
通
じ
て
は
じ
め
て
妥
富
な
見
解
を
得
る
も
の
で
あ
る
と
の
私
か
な

　
　

所
信
に
基
い
て
、
従
来
集
め
得
た
開
係
の
知
見
を
綜
括
し
、
遺
物
の
上
で
は
同
じ
銀
砂
・
銅
剣
で
特
色
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
や
に
見
え

　
　

る
そ
れ
に
對
し
て
、
富
代
民
衆
の
文
化
を
考
へ
る
基
準
を
得
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
っ
て
、
現
存
の
知
見
が
こ
れ
を
通
観
す
る
に
於
い

　
　

て
賓
は
そ
の
上
に
究
竟
な
賃
料
と
な
る
も
の
の
あ
る
を
気
付
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

右
の
見
地
か
ら
表
題
の
地
域
に
於
け
る
富
代
の
墓
制
と
し
て
先
づ
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
が
、
既
記
の
支
石
幕
と
甕
棺
葬
と
の
二



379

者
で
あ
る
こ
と
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
１
　
数
年
来
朝
鮮
牛
島
に
於
け
る
史
蹟
調
査
の
進
行
に
件
う
て
、
そ
れ
等
と
並
ん
で
薦
に
も
若

干
の
違
っ
た
墳
墓
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
彼
の
平
壌
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
楽
浪
郡
時
代
の
遺
跡
に
見
る
純
然
た

る
漢
墓
の
類
憾
別
と
し
Ｉ
て
、
箱
式
棺
を
主
眼
と
し
た
一
種
の
積
石
塚
の
如
き
、
ま
た
こ
の
種
積
石
塚
と
支
石
墓
の
結
合
し
た
複
雑
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

も
の
χ
如
き
が
其
の
例
で
あ
る
。
而
し
て
是
等
を
ば
漸
次
學
術
上
の
正
確
な
賃
料
を
加
へ
た
前
者
に
就
て
の
所
見
と
併
せ
観
察
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
Ｉ

　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

こ
と
に
依
っ
て
、
そ
の
各
よ
の
有
す
る
性
格
な
り
ま
た
相
互
の
開
係
な
ど
が
よ
｡
o
よ
く
認
め
Ｉ
ら
れ
て
、
考
察
の
上
に
新
し
い
展
開
を

庸
す
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
甕
棺
葬
か
ら
は
じ
め
て
先
づ
そ
れ
等
の
知
見
を
漑
記
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

北
九
州
に
濃
密
な
分
布
を
示
す
甕
棺
葬
は
大
正
の
中
期
に
於
け
る
中
山
平
次
郎
博
士
の
熱
心
な
調
査
に
依
っ
て
、
其
の
性
質
が
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

い
に
閲
明
せ
ら
れ
た
こ
と
こ
Ｘ
に
事
新
し
く
論
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
爾
後
内
地
や
韓
牛
島
の
學
術
調
査
の
進
歩
に
っ
れ
て
新
知
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④
’

を
加
へ
た
處
ま
た
決
し
て
僅
少
で
は
な
い
。
雨
三
年
前
公
に
せ
ら
れ
た
鏡
山
猛
君
の
「
我
が
古
代
趾
會
に
於
け
る
甕
侑
葬
」
な
る
一

文
は
云
は
ゞ
内
地
側
の
そ
れ
等
の
資
料
を
綜
話
し
た
重
要
な
文
献
で
あ
る
が
、
狭
義
な
此
の
種
甕
棺
の
分
布
は
朝
鮮
海
峡
を
越
ｔ
て

牛
島
の
一
部
に
及
ん
で
ゐ
た
こ
と
の
確
め
ら
れ
た
の
は
今
の
場
合
特
に
指
摘
さ
る
可
き
勤
と
し
よ
う
。
昭
和
五
年
慶
倚
南
道
東
莱
の

貝
塚
に
於
い
て
楡
出
せ
ら
れ
た
数
例
と
、
同
十
年
の
は
じ
め
同
金
海
會
琥
里
貝
塚
の
中
央
部
で
」
種
の
支
石
菖
や
箱
式
棺
な
ど
ゝ
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

び
存
し
た
如
き
は
其
の
著
例
で
あ
っ
て
、
二
者
共
に
宰
に
も
總
督
府
博
物
館
員
の
手
で
學
術
的
に
調
査
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
筆

者
が
昭
・
和
八
年
度
の
楽
浪
古
墳
良
掘
に
於
い
て
貞
柏
里
第
二
二
Ｉ
競
墳
の
墓
道
の
側
壁
か
ら
見
出
し
た
の
も
、
形
は
極
め
て
小
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

が
、
ま
た
同
ｔ
例
に
徽
ふ
可
く
ぃ
こ
れ
は
分
布
の
上
か
ら
見
て
も
、
ま
た
そ
の
時
代
の
漢
中
期
に
属
す
る
こ
と
を
察
せ
し
め
る
勘
で

も
興
味
あ
る
資
料
た
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

゛

　

多
数
・
の
此
の
種
甕
棺
の
示
す
細
部
に
な
る
と
、
其
の
間
に
自
ら
差
違
が
あ
っ
て
、
是
等
の
間
か
ら
既
に
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
様
な
幾

－３



加

　

っ
か
の
頁
別
が
生
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
通
じ
て
纏
輯
を
以
て
作
っ
た
薄
手
の
大
き
な
佃
生
式
系
統
の
甕
を
ば
斜
に
埋
め
て
、
う
ち

　
　

に
遺
骸
を
納
め
る
葬
法
は
確
か
に
一
つ
の
特
色
を
示
す
も
の
と
云
ふ
可
く
、
彼
の
六
朝
代
の
支
那
人
が
こ
れ
を
以
て
東
夷
の
特
別
な

　
　

風
習
と
解
し
た
と
云
ふ
『
太
平
廣
記
』
（
一
九
七
）
所
引
の
記
事
の
然
る
べ
き
こ
と
が
首
肯
せ
ら
れ
る
。
處
が
此
の
葬
法
が
一
方
に
於

　
　

い
て
絹
鉾
・
絹
剣
な
る
遺
物
と
緊
密
な
開
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
早
く
故
高
橋
先
生
が
『
絹
鉾
銅
剣
の
研
究
』
に
於
い
て
説

　
　

か
れ
、
ま
た
島
田
貞
彦
氏
が
『
筑
前
須
玖
先
史
時
代
遺
跡
の
研
究
』
で
繰
返
し
論
じ
た
様
に
、
後
者
が
時
に
そ
の
副
葬
品
と
し
て
甕

　
　

棺
の
内
外
に
遺
存
す
る
こ
と
に
依
っ
て
確
め
ら
れ
る
。
此
の
種
遺
跡
と
し
て
著
聞
す
る
の
は
内
地
で
は
筑
前
三
雲
と
須
玖
の
用
地
の

　
　

そ
れ
で
あ
る
が
、
な
ほ
他
に
も
同
様
な
遺
跡
は
十
指
を
燃
え
て
居
り
、
一
部
牛
島
に
も
及
ん
で
、
そ
の
輦
に
偶
然
な
も
の
で
な
い
こ

　
　

と
を
明
示
す
る
。
右
呪
二
雲
の
遺
跡
は
青
柳
種
信
の
『
古
器
圓
考
』
に
依
る
と
、
甕
棺
内
に
古
鏡
三
十
除
面
、
璧
玉
類
、
銅
鉾
等
の

　
　

豊
富
な
遺
品
を
蔵
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
棺
の
上
部
に
も
有
柄
細
形
鋼
剣
、
グ
リ
ス
形
狭
鋒
絹
剣
が
副
葬
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
り

　
　

須
玖
の
場
合
ま
た
甕
棺
内
に
同
様
多
数
の
鏡
丿
絹
。
剣
・
絹
鉾
を
存
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
そ
の
上
に
大
磐
石
を
据
ゑ
置
い
た

　
　

鮎
に
梢
-
Ｍ
別
な
色
彩
を
帯
び
た
も
の
と
す
る
。
一
般
に
こ
の
種
甕
棺
は
地
表
下
に
埋
葬
せ
ら
れ
る
を
常
と
し
て
、
そ
の
上
に
な
ほ
墳

　
　

墓
の
表
標
た
る
管
築
物
に
乏
し
い
が
、
こ
れ
は
大
正
五
年
八
月
狭
鋒
銅
鉾
三
口
、
細
形
鋼
剣
四
口
を
出
し
た
筑
前
板
付
遺
跡
の
甕
棺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

　
　

が
高
塚
の
う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
Ｘ
共
に
、
右
の
勁
で
特
殊
な
も
の
と
し
て
注
意
せ
ち
る
可
き
で
あ
る
。
朝
鮮
金
海
貝
塚
の
例
は
調
査

　
　

者
た
る
植
本
君
に
依
る
に
、
甕
棺
の
中
に
は
僅
か
に
管
玉
一
個
を
見
出
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
棺
埋
蔵
の
篤
に
穿
た
れ
た
壊
中

　
　

棺
の
合
せ
目
の
直
下
に
細
形
鋼
剣
二
口
と
一
種
の
銅
製
尖
頭
利
器
と
を
存
し
て
、
ま
た
副
葬
品
た
る
こ
と
を
察
せ
し
め
る
状
況
に
あ

　
　

っ
た
と
云
ふ
。

　
　
　

玖
に
鋼
鉾
・
鋼
剣
等
を
’
副
葬
し
た
墓
制
と
し
て
知
ら
れ
た
所
謂
箱
式
棺
（
―
’
）
は
長
門
梶
栗
覆
に
於
け
る
細
形
鋼
剣
・
多
鉦
細
文

-
４

-



　
　

鏡
・
弼
ご
式
土
器
等
を
出
し
た
遺
跡
を
１
　

Ｊ

い
例
と
す
る
が
、
大
正
十
年
廣
鋒
銅
鉾
囚
口
斟
は
じ
め
眼
０
　
型
持
ち
０
あ
か
青
錫
壷
・

　
　

土
器
等
を
我
見
し
た
對
馬
國
上
籐
郡
佐
須
奈
ク
ビ
ル
の
遺
跡
亦
後
藤
守
一
君
の
賓
査
に
従
へ
ぱ
同
じ
粗
製
組
合
せ
石
棺
を
主
膿
と
し

　
　

た
も
・
の
で
あ
畑
、
豊
前
國
宇
佐
郡
長
洲
町
大
字
金
屋
宇
廟
森
の
グ
リ
ス
形
狭
鋒
銅
剣
を
出
し
た
遺
跡
、
豊
後
國
西
國
東
郡
高
田
町
大

　
　

字
美
和
字
雷
の
グ
リ
ス
形
廣
鋒
銅
剣
ニ
ロ
我
見
の
遺
跡
も
共
に
同
様
な
箱
式
棺
を
主
値
と
し
て
ゐ
た
。
而
し
て
前
者
は
特
に
そ
れ
が

　
　

圓
墳
形
を
し
た
う
ち
に
あ
っ
て
、
帽
出
物
と
し
て
他
に
蹴
剣
・
憚
生
式
土
器
を
見
受
け
た
と
は
政
南
善
吉
氏
の
傅
へ
た
處
で
あ
る
。

　
　
　

此
の
箱
式
棺
は
甕
棺
が
寧
ろ
特
殊
な
葬
法
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
遺
骸
を
埋
葬
す
る
に
営
り
、
そ
れ
を
被
護
し
よ
う
と
す
る
場
合

　
　

多
く
の
人
々
の
】
様
に
考
へ
っ
く
構
造
で
あ
Ｓ
篤
に
、
世
界
の
各
地
を
通
じ
て
廣
く
行
は
れ
て
ゐ
る
普
遍
的
な
墓
制
で
あ
る
こ
と
多

　
　

く
の
賓
例
の
示
す
如
く
で
Ｉ
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
極
東
の
地
域
に
限
る
も
、
前
年
東
亜
考
古
學
會
で
我
掘
を
行
う
た
熱
河
省
赤
峯
紅
山

　
　

古
墳
群
の
こ
の
形
式
に
属
す
る
が
如
き
、
ま
た
内
地
の
肥
前
國
有
喜
貝
塚
に
於
け
る
遺
例
が
挙
げ
ら
れ
て
、
こ
れ
は
内
に
葬
ら
れ
た

　
　

人
骨
に
餓
片
を
件
う
た
事
か
ら
學
界
の
注
意
を
惹
い
た
。
而
し
て
此
の
種
構
造
の
墳
墓
が
我
が
高
塚
誉
造
の
時
代
を
通
じ
て
永
く
行

　
　

は
れ
た
こ
と
は
、
近
江
蒲
生
郡
安
土
瓢
箪
山
古
墳
前
方
部
に
於
け
る
そ
れ
や
、
。
構
津
三
島
郡
福
井
海
北
塚
の
横
穴
式
石
室
内
に
伺
棺

　
　

の
存
す
る
勤
な
ど
か
ら
確
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
處
が
朝
鮮
牛
島
で
は
、
こ
の
棺
が
屡
よ
磨
石
剣
・
磨
石
鏃
類
を
副
葬
し
た
遺
跡
の
主
醍

　
　

を
な
し
て
ゐ
る
處
か
ら
、
鳥
居
博
士
に
依
っ
て
新
石
器
時
代
の
墓
制
と
せ
ら
れ
た
。
忠
清
南
道
扶
能
郡
扶
能
邑
北
の
鳳
凰
山
上
に
於

　
　

け
る
諸
例
は
そ
の
早
く
知
ら
れ
た
も
の
で
、
五
個
を
数
へ
る
棺
の
う
ち
、
完
存
し
た
第
三
流
の
示
す
處
、
長
さ
四
尺
一
寸
、
幅
一
尺

　
　

五
寸
、
深
さ
二
尺
二
寸
の
小
形
乍
ら
、
よ
く
其
の
特
徴
を
具
象
し
て
、
内
部
に
磨
石
剣
一
個
、
石
鏃
三
個
を
副
葬
し
て
居
り
、
そ
れ

　
　

よ
り
も
更
に
小
さ
い
第
二
競
が
ら
は
磨
石
劃
一
と
石
鏃
十
三
が
見
出
’
さ
れ
四
。
同
様
な
磨
石
器
副
維
の
箱
式
棺
は
南
で
は
慶
伺
南
道

心

　

東
莱
に
於
け
る
例
－
こ
ｘ
で
は
剣
と
や
ｘ
離
れ
た
位
置
に
十
字
形
石
器
が
あ
っ
た
’
―
ふ
挙
げ
ら
０
　
彦
た
北
で
は
黄
海
道
信
川

-

５
-
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郡
禰
隅
里
に
あ
る
六
朝
初
期
の
漢
式
墓
に
陪
葬
し
た
と
党
し
き
状
態
に
管
ま
れ
て
あ
っ
て
、
こ
れ
は
う
ち
に
長
い
精
巧
な
磨
石
鏃
を

む

　
　
　
　
　

⑥

　
　
　

副
葬
し
て
ゐ
た
。
こ
ｘ
で
平
安
南
道
龍
岡
郡
黄
山
南
麓
の
高
句
麗
時
代
古
墳
の
或
も
の
の
ま
た
相
似
た
構
造
で
あ
る
こ
と
が
顧
み
ら

　
　
　

れ
て
、
同
じ
く
廣
く
行
は
れ
て
ゐ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。

　
　
　
　

是
等
の
牛
島
に
於
け
る
遺
跡
に
就
い
て
は
、
副
葬
品
が
石
器
で
あ
る
處
か
ら
、
早
く
こ
れ
を
ぱ
石
器
時
代
の
も
の
と
見
る
既
記
の

　
　
　

説
が
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
石
器
類
特
に
磨
石
剣
の
形
は
質
料
こ
そ
石
で
あ
る
が
、
形
が
極
め
て
特
殊
で
、
石
製
利
器
の

　
　
　

自
然
に
到
達
す
る
形
と
な
し
難
く
、
寧
ろ
銅
剣
の
形
を
石
で
寫
し
た
と
す
る
に
ふ
さ
は
し
い
。
現
に
そ
れ
を
立
瞭
す
る
材
料
も
出
て

　
　
　

来
て
、
そ
れ
等
を
石
金
併
用
期
の
所
産
と
見
る
可
き
こ
と
今
や
略
ぼ
學
界
の
常
識
と
な
っ
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
是
等
か
ら
本
墓
制
が
そ

　
　
　

の
一
時
代
を
通
じ
て
日
鮮
満
に
廣
く
行
は
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

處
が
如
上
の
箱
式
棺
は
ま
た
屡
洗

　
　
　

の
青
銅
器
時
代
の
古
墓
の
示
す
處
そ
の
著
例
と
す
る
が
、
い
ま
問
題
と
し
て
ゐ
る
時
と
所
と
に
於
い
て
も
、
そ
の
存
在
が
注
意
せ
な

　
　
　

れ
て
特
殊
な
外
観
を
呈
す
る
。
尤
も
此
の
種
の
積
石
塚
は
な
ほ
分
布
の
上
で
前
者
の
如
く
著
し
い
も
の
は
な
い
。
併
し
南
満
洲
の
族

　
　
　

順
老
眼
山
に
あ
る
遺
跡
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
ゐ
て
、
鳥
居
博
士
に
従
ふ
と
其
の
主
値
は
箱
式
棺
で
あ
呻
、
ま
た
出
土
品
の
う
ち
に

は
こ
ゝ
に
問
題
と
す
る
時
代
の
も
の
と
共
に
、
他
方
白
色
土
器
片
や
黒
陶
片
を
も
存
し
て
考
察
の
上
に
新
し
い
示
唆
を
具
へ
る
も
の

⑩が
あ
る
。
明
治
四
十
年
代
の
硬
掘
で
、
出
土
の
細
形
銅
剣
以
下
の
副
葬
品
を
東
京
帝
國
大
學
の
人
類
學
教
室
に
蔵
す
る
對
馬
上
部
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

佐
須
奈
村
白
岳
の
遺
跡
ま
た
後
藤
守
一
君
に
依
れ
ば
同
じ
主
眼
の
積
石
塚
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。
爾
者
の
中
間
た
る
朝
鮮
牛
島
で
は
相
｀

似
た
内
容
の
積
石
塚
が
昭
和
の
初
に
忠
清
北
道
鳥
致
院
’
の
附
近
で
見
出
さ
れ
て
、
内
に
彊
生
式
土
器
系
の
壷
・
磨
石
剣
片
・
石
鏃
・
石

斧
等
が
副
葬
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
鰯
和
二
年
八
月
道
路
工
事
に
鸞
っ
て
多
数
の
朋
刀
銭
ｋ
我
見
し
た
平
安
北
道
滑
原
郡
龍
淵
面
の
Ｉ

-６-
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遺
跡
ま
た
調
査
者
小
泉
頴
夫
君
の
報
１
　
に
基
く
と
、
石
室
は
な
か
っ
た
が
小
石
を
以
て
築
い
た
小
規
模
な
積
石
塚
で
あ
っ
た
。
而
し

て
副
葬
品
は
右
の
明
刀
銭
の
外
に
、
北
方
系
の
色
彩
の
豊
か
な
銅
製
帯
鈎
　
　
二
角
錐
銅
鏃
か
ら
鍬
・
斧
頭
・
鎌
・
鉾
・
庖
丁
等
の
営

　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

代
餓
製
利
器
を
網
羅
し
て
居
り
、
そ
の
鍬
は
南
満
洲
の
貌
子
裔
の
史
前
遺
跡
で
明
刀
銭
な
ど
ゝ
伴
出
し
た
も
の
と
同
じ
く
、
ま
た
庖

丁
は
北
支
那
か
な
本
邦
に
亙
？
て
廣
く
分
布
す
る
石
庖
丁
の
形
を
其
の
僅
竃
に
寫
し
た
勁
Ｉ

讃
岐
石
清
尾
山
上
に
あ
る
積
石
塚
は
う
ち
に
Ｉ
猫
塚
の
様
に
箱
式
棺
と
系
統
上
の
開
係
の
あ
る
竪
穴
式
石
室
を
主
服
と
し
た
鮎
で
一
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

叉
こ
の
類
と
も
見
る
べ
き
外
観
を
呈
す
る
が
、
既
に
同
遺
跡
の
調
査
報
告
に
況
い
た
如
く
、
筆
者
は
別
個
な
見
解
を
持
っ
て
居
る
。

そ
し
て
構
造
の
上
に
格
段
の
差
異
を
示
す
と
は
云
ひ
乍
ら
満
洲
國
輯
安
邸
に
於
け
る
高
句
麗
の
墓
制
を
特
色
づ
け
る
一
種
の
積
石
塚

を
以
て
、
同
國
懐
仁
に
於
け
る
そ
れ
を
中
に
し
て
、
か
へ
っ
て
右
の
流
れ
を
承
け
た
も
の
た
る
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
就

い
て
は
他
日
別
に
論
申
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　

斯
様
に
積
石
塚
は
今
日
起
原
そ
れ
自
服
に
於
い
て
著
し
い
分
布
を
跡
づ
け
得
な
い
観
を
呈
す
る
が
、
而
も
大
正
の
末
年
以
後
の
牛

島
に
於
け
る
所
謂
支
石
墓
の
學
術
調
査
の
進
行
に
伴
ひ
そ
れ
と
の
結
合
し
た
菖
制
の
存
在
が
段
々
と
確
め
ら
れ
て
、
新
し
い
學
的
興

味
を
茸
す
こ
と
に
な
っ
た
。
卯
ち
節
を
改
め
て
、
支
石
墓
の
概
観
か
ら
此
の
類
の
賓
際
を
紹
介
し
よ
う
。

一

一

一

　

支
石
墓
は
既
に
鯛
れ
た
様
に
早
く
鳥
居
博
士
に
依
っ
て
石
器
時
代
の
墳
墓
と
し
て
世
に
紹
介
せ
ら
れ
た
ら
‐
の
で
あ
っ
て
、
朝
鮮
牛

島
に
於
け
る
其
の
廣
汎
な
分
布
は
「
支
石
」
・
又
は
「
採
石
」
た
る
こ
れ
の
所
在
を
物
語
る
地
名
の
各
道
に
存
す
る
こ
と
か
ら
推
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
賓
際
に
就
い
て
見
る
も
各
地
妃
頴
著
な
遺
例
を
存
し
て
牛
島
に
於
け
る
史
前
遺
跡
の
最
も
著
し
い
一
つ
を
な

７
-
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し
て
ゐ
ヌ
；
別
ｃ
ｊ
Ｊ
壽
旧
そ
こ
名
ｃ
一
可
す
斑
く
Ｉ
沃
き
な
幽
ｆ
が
石
乱
ｔ
副
・
こ
を
ば
三
佃
乃
至
四
個
の
立
石
（
支
石
芯
支
へ
た
も

　
　

の
で
、
其
の
構
造
た
る
や
ま
さ
に
西
欧
の
ド
ル
メ
ン
（
ｄ
ｏ
ｌ
ｍ
ｅ
ｎ
）
と
軌
を
一
に
す
る
。
而
し
て
牛
島
に
は
例
へ
ば
黄
海
道
殷
栗
に
見

　
　

る
様
な
欧
洲
で
も
稀
な
大
規
模
の
も
の
を
見
受
け
る
の
で
あ
る
。
處
が
右
の
朝
鮮
に
分
布
す
る
支
石
菖
は
大
胆
忠
清
京
畿
雨
道
の
遁

　
　

を
界
と
し
て
そ
の
以
北
と
以
南
と
で
構
造
の
上
に
梢
よ
著
し
い
差
異
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
最
初
の
調
褒
者
た
る

　
　

鳥
居
博
士
が
早
く
『
人
類
學
雑
誌
』
第
三
二
巷
所
載
の
「
日
本
内
地
に
純
倅
の
ド
ル
メ
ヱ
あ
り
や
」
た
る
論
文
並
に
東
洋
文
庫
の
欧

　
　

文
紀
要
第
一
冊
の
ｊ
Ｌ
ｅ
ｓ
　
　
　
Ｄ
ｏ
ｌ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
　
　
　
ｄ
ｅ
　
　
　
l
a
　
　
　
Ｃ
ｏ
ｒ
ｅ
ｅ
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
て
、
後
者
に
は
更
に
牛
島
に
於
け
る
博
士
多
年
の
探
査
の

　
　

結
果
を
表
示
し
て
あ
る
。
右
の
朝
鮮
の
支
石
菖
に
見
る
南
北
の
差
異
と
云
ふ
の
は
、
北
方
の
も
の
が
西
欧
の
ド
ル
メ
ン
共
の
僚
の
形

　
　

で
あ
る
の
に
對
し
て
、
後
者
は
支
石
が
極
め
て
低
く
、
採
石
が
塊
状
を
な
し
て
一
見
碁
石
の
如
く
地
上
に
近
接
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ

　
　

り
、
而
も
後
者
で
は
そ
の
採
石
下
に
上
記
の
一
種
の
積
石
塚
と
も
見
る
可
き
構
造
の
存
す
る
こ
と
近
年
の
調
査
に
依
っ
て
喧
め
ら
れ

　
　

た
鮎
が
ま
た
皐
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

両
者
の
う
ち
先
づ
注
意
を
惹
い
た
の
は
北
方
系
の
も
の
で
あ
る
。
此
の
種
の
支
石
墓
は
賓
は
朝
鮮
の
み
な
ら
ず
南
海
洲
に
も
分
布

　
　

し
て
ゐ
て
、
其
の
一
つ
の
柝
木
城
附
近
の
も
の
は
早
く
明
治
二
十
八
年
十
月
に
鳥
居
博
士
に
依
っ
て
調
査
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
古
い
歴

　
　

史
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
右
の
北
方
型
の
ド
ル
メ
ン
の
南
満
洲
に
於
け
る
分
布
は
、
現
在
の
知
見
で
は
朝
鮮
に
於
け
る
程
濃

　
　

厚
で
な
い
様
に
思
は
れ
る
が
パ
上
記
柝
木
城
に
あ
る
二
個
の
外
倅
蘭
店
（
亮
甲
店
）
’
萬
家
嶺
・
許
家
屯
・
分
水
等
の
遺
跡
が
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　

て
ゐ
て
、
其
の
柝
木
城
以
南
に
於
け
る
鮎
々
た
る
遺
存
を
認
め
得
る
の
で
あ
り
、
規
模
は
秘
れ
も
大
き
い
方
で
、
其
許
家
屯
の
遺
跡

　
　

の
如
き
は
、
現
在
古
廟
に
利
用
さ
れ
て
あ
っ
て
、
禅
石
の
大
さ
五
こ
ハ
米
に
八
・
四
米
を
測
ぴ
、
そ
れ
が
高
さ
二
・
五
米
の
支
石
上

　
　

に
置
か
れ
た
鮎
で
、
朝
鮮
殷
栗
の
そ
れ
に
相
比
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
朝
鮮
に
於
け
る
此
の
種
遺
跡
は
平
安
南
道
・
黄
海
道
・
江
原
道

８-
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を
中
心
に
廣
く
且
つ
濃
密
な
分
布
を
示
し
ヽ
ま
た
多
く
の
場
を
群
集
し
ｒ
居
り
。
、
既
記
殷
栗
の
外
平
安
㈲
道
石
泉
吋
黄
良
道
白
川

附
近
の
も
の
等
が
有
名
で
あ
る
。
著
名
な
殷
栗
の
一
例
は
同
地
北
部
面
の
丘
上
に
あ
っ
て
扁
平
た
花
嵩
岩
の
石
材
三
佃
を
以
て
し
た

簡
軍
な
園
（
支
石
）
を
被
う
た
掠
石
は
長
さ
二
十
八
尺
を
超
え
る
と
云
ふ
巨
大
な
も
の
で
あ
り
、
石
泉
山
の
そ
れ
も
亦
丘
の
背
に
あ
る

最
も
大
き
い
一
つ
の
採
石
は
長
さ
二
４
　
尺
八
寸
、
幅
十
三
尺
除
、
厚
さ
二
尺
三
寸
を
測
っ
て
、
そ
れ
が
高
さ
約
’
五
尺
の
支
石
三
個
で

支
へ
ら
れ
て
ゐ
る
處
、
壮
観
を
呈
し
て
瓦
石
記
念
物
（
m
e
g
a
l
i
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
）
の
本
場
と
云
は
れ
る
佛
の
ブ
リ
タ
ユ
ー
の
そ
れ
と

東
西
の
好
一
對
を
た
す
も
の
が
あ
る
。

　

一
膿
此
の
種
支
石
墓
は
現
在
す
べ
て
地
上
に
暴
露
し
て
。
ゐ
る
が
、
鳥
居
博
士
は
本
来
そ
れ
に
封
土
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ

る
。
こ
れ
は
構
章
の
上
で
支
石
墓
が
既
記
の
所
謂
箱
式
棺
と
開
係
が
あ
る
こ
と
や
、
叉
殷
栗
南
部
面
の
遺
跡
中
に
そ
の
形
述
が
あ
っ

た
と
す
る
こ
と
か
ら
出
登
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
支
石
墓
が
す
べ
て
然
り
し
や
否
や
に
就
い
て
は
、
欧
洲
の
ド
ル
メ
ン
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
、

と
同
様
に
問
題
が
残
る
。
博
士
は
其
の
朝
鮮
總
督
府
に
提
出
せ
ら
れ
た
報
告
書
の
中
に

　
　

北
部
の
’
）
ｏ
Ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
は
４
　
ら
四
枚
の
石
壁
上
に
一
枚
の
大
石
を
ぽ
け
る
を
普
通
と
す
。
而
し
て
・
是
等
の
ド
ル
メ
ン
が
一
度
登
掘
せ

　
　

ら
る
ｘ
や
殆
ん
ど
其
の
全
部
か
又
ぽ
石
壁
の
一
枚
或
は
二
枚
を
取
力
去
ら
る
Ｘ
を
常
と
し
、
｀
其
の
醍
掘
者
に
し
て
埋
蔵
品
を
得

　
　

ん
が
篤
め
に
、
ま
た
は
好
奇
心
よ
り
其
の
内
部
を
窺
は
ん
と
せ
ば
必
巾
石
壁
の
一
枚
を
取
除
け
ざ
る
べ
が
ら
す
。
ド
ル
メ
ン
の

　
　

常
に
一
乃
至
二
枚
の
石
壁
を
訣
け
る
は
全
く
此
の
理
由
に
依
れ
り
。

と
し
て
此
の
鮎
か
ら
現
状
の
示
す
處
と
本
来
と
の
間
に
可
な
り
の
違
ひ
が
あ
る
と
見
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
た
筆
者
に
は
し
か
く

軍
純
に
確
言
出
来
る
も
の
で
な
い
様
に
思
は
れ
る
。

　

北
方
型
の
支
石
墓
は
斯
様
に
全
部
が
地
上
に
露
出
し
て
あ
る
の
で
、
遺
物
に
就
い
て
は
多
く
の
場
合
徴
鐙
を
訣
く
。
鳥
居
博
士
は

-
９

-



ｍ

　

其
の
大
正
五
年
に
調
喪
さ
れ
た
逡
跡
中
の
殷
栗
郡
南
部
面
軍
鏡
里
に
於
け
る
支
石
墓
に
近
接
し
て
遺
物
包
含
謄
が
あ
り
、
ま
た
附
近

　
　

か
ら
堰
舷
石
斧
を
硬
見
し
た
こ
と
ｘ
、
同
北
部
面
雲
山
里
附
近
の
丘
上
に
あ
る
支
石
墓
の
傍
で
樋
の
あ
る
磨
石
刻
片
を
得
た
鮎
を
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

記
し
て
是
等
を
支
石
菖
と
結
び
つ
け
副
葬
品
の
名
残
と
解
し
て
ゐ
ち
れ
る
。
北
方
型
支
石
墓
の
賓
際
的
な
調
査
と
し
て
は
現
在
で
は

大
正
十
五
年
の
十
二
月
中
旬
に
朝
鮮
總
督
府
博
物
館
の
小
泉
顕
夫
・
津
俊
一
両
君
の
行
う
た
京
畿
道
富
川
郡
鶴
翼
里
に
あ
る
三
個
の

支
石
墓
の
そ
れ
を
以
て
殆
ん
ど
唯
一
の
も
の
と
す
る
。
此
の
調
査
に
於
い
て
其
の
一
つ
の
支
石
の
下
牛
に
あ
る
土
砂
を
除
い
た
際
、

内
部
か
ら
素

Ｌ

の
土
器
片
と
共
に
磨
石
鏃
’
石
庖
丁
゛
砥
石
等
が
我
見
せ
ら
れ
て
｀
両
者
の
間
係
を
立
９
　
だ
。
な
ほ
埋
蔵
品
の
届

出
に
依
る
の
で
あ
る
が
江
源
道
揚
口
郡
南
面
松
隅
里
に
あ
る
支
石
墓
か
ら
も
磨
石
剣
の
出
土
の
あ
っ
た
こ
と
こ
Ｘ
に
附
記
す
可
き
で

あ
ら
う
。

　

次
に
南
方
型
の
支
石
菖
は
全
羅
道
か
ら
慶
貨
道
に
亙
っ
て
史
た
濃
厚
に
分
布
す
る
。
こ
の
種
の
遺
跡
は
大
正
十
五
年
以
来
其
の
或

も
の
に
學
術
調
査
が
行
は
れ
て
構
造
や
内
容
が
段
々
と
明
か
に
な
り
、
富
初
の
外
観
よ
り
も
複
雑
な
構
造
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

様
に
な
っ
た
。
是
等
の
う
ち
で
本
論
に
緊
密
な
闘
係
を
持
つ
遺
跡
と
し
て
先
づ
阜
ぐ
可
き
は
仝
羅
北
道
高
興
郡
豆
原
面
雲
岱
里
所
在

の
支
石
墓
群
で
あ
る
‥
大
正
十
五
年
十
一
月
そ
の
一
つ
の
巨
大
な
る
撞
石
を
ば
土
地
の
人
が
家
屋
を
建
て
る
必
要
か
ら
取
除
い
た
處

下
に
粗
造
な
箱
式
棺
が
あ
っ
て
内
か
ら
磨
石
剣
が
出
た
。
こ
れ
が
動
機
と
な
っ
て
總
督
府
の
手
で
調
査
を
行
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
が
、
三
１
　
二
個
を
数
へ
る
支
石
墓
中
こ
の
際
採
石
を
除
い
て
調
査
し
た
四
個
拡
執
れ
も
大
石
下
に
軍
に
板
状
の
割
石
を
ば
平
面

に
積
み
重
ね
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
既
に
採
石
が
取
除
か
れ
た
と
認
む
べ
き
一
遺
跡
で
は
下
に
前
に
石
剣
を
我
見
し
た
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＠

様
な
箱
式
棺
が
残
存
し
、
そ
の
う
ち
か
ら
銅
剣
堂
我
見
し
て
重
要
な
事
賓
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
右
と
共
に
記
す
可
き
は
仝
羅
南

道
羅
州
郡
南
平
面
蘆
洞
里
の
支
石
菖
群
と
慶
尚
北
道
大
邱
府
中
學
校
附
兎
の
遺
跡
の
二
者
で
お
る
。
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前
者
は
南
平
邑
か
ら
和
泉
に
通
今
る
街
道
の
左
側
の
山
腹
に
碁
布
し
て
、
其
の
数
三
１
　
除
を
数
へ
、
大
形
の
も
の
は
標
石
の
長
さ

　
　

二
十
尺
に
近
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
ば
や
と

　
　

な
式
で
あ
る
。
大
正
十
五
年
二
月
光
州
刑
務
所
員
某
が
其
の
一
個
の
う
ち
か
ら
石
斧
を
醍
見
し
た
こ
と
が
動
機
と
な
っ
て
、
ご
小
泉
・

　
　

厚
南
氏
が
群
の
東
端
に
あ
る
一
個
を
調
５
　
だ
。
こ
れ
は
十
二
尺
に
近
い
禅
石
の
下
に
＝
徊
の
支
ど
を
見
る
も
の
で
あ
る
が
ヽ
其
の

　
　

下
を
更
に
掘
り
下
げ
る
と
二
三
寸
に
し
て
一
種
の
箱
式
棺
が
あ
り
ヽ
内
法
長
六
尺
八
寸
、
幅
五
尺
五
寸
を
示
す
ぞ
の
箱
形
は
板
舷
の

　
　

割
石
を
組
。
合
せ
て
周
壁
を
作
り
、
底
と
上
と
に
も
同
様
な
石
材
を
並
べ
た
式
で
、
内
部
に
は
粘
土
や
割
石
等
が
充
ち
て
み
た
。
副
葬

　
　

品
と
し
て
の
目
星
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
た
ゞ
底
部
の
下
か
ら
若
干
の
素
焼
土
器
片
を
醗
見
し
て
、
そ
れ
等
は
南
鮮
史
前
土
器

　
　

の
特
色
を
具
へ
て
ゐ
た
。
後
者
の
大
邱
府
の
支
石
墓
に
就
い
て
は
昭
和
二
年
と
同
１
　
一
年
秋
の
用
度
の
調
査
が
阜
げ
ら
れ
る
。
共
に

　
　

同
地
中
學
校
の
正
門
の
附
近
に
。
群
在
す
る
も
の
に
就
い
て
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
第
一
回
の
稜
掘
で
は
、
敷
個
の
支
石
の
上
に
載
っ

　
　

た
大
き
い
塊
状
の
採
石
を
取
除
い
た
處
、
其
の
下
に
川
石
を
以
て
し
た
遺
骸
を
伸
展
葬
せ
し
め
る
長
方
形
な
孤
劃
が
あ
っ
て
、
内
に

　
　

死
者
並
に
副
葬
品
を
置
い
た
形
波
。
が
あ
り
、
更
に
。
其
の
孤
剣
の
上
部
並
に
四
周
に
同
じ
川
石
を
積
み
上
げ
て
略
ぼ
圓
形
に
近
い
石
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図

　
　

を
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
明
し
た
。
印
ち
そ
の
構
造
は
明
か
に
積
石
塚
と
支
石
墓
と
の
結
合
形
と
も
云
ふ
可
き
で
あ
る
。
‐
而
し
て
調
査

　
　

し
た
其
の
一
つ
の
内
部
か
ら
精
巧
な
磨
石
鏃
・
素
焼
土
器
‐
片
若
干
が
見
出
さ
れ
た
。

　
　
　

昭
和
十
一
年
の
調
査
は
共
の
九
月
に
同
地
に
内
鮮
満
連
絡
電
話
中
権
所
建
設
の
篤
に
禅
石
瓦
個
を
移
動
せ
し
め
た
際
、
そ
の
下
に

　
　

前
者
に
相
似
た
構
造
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
に
端
を
稜
し
、
是
等
を
調
査
し
た
處
、
そ
れ
も
板
石
の
組
合
せ
と
塊
石
と
を
以

　
　

て
し
た
二
種
の
棺
状
構
造
の
並
存
が
知
ら
れ
、
内
か
ら
磨
石
剣
・
石
鏃
等
を
得
た
が
、
同
時
に
檀
石
が
必
今
し
も
右
の
棺
部
の
上
に

叙

　

ば
か
り
あ
る
の
で
な
い
ら
し
く
思
は
れ
る
ふ
し
が
あ
っ
た
の
で
・
此
の
問
題
を
解
浹
す
可
く
藤
田
京
城
大
學
教
授
が
完
形
を
存
す
る

Ｈ－-



８

　

も
の
に
就
い
て
大
規
模
な
調
査
を
行
っ
た
。
其
’
の
結
果
一
種
の
積
石
塚
が
あ
っ
て
、
う
ち
に
四
個
の
箱
式
棺
を
萌
し
、
磨
石
鏃
を
副

屁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　

葬
し
た
も
の
を
も
含
ん
で
居
り
、
採
石
は
恰
も
こ
の
複
合
機
の
上
に
標
識
た
る
が
如
く
そ
の
中
央
部
に
置
か
れ
た
こ
と
が
確
め
ら
れ

　
　

た
。
か
く
て
藤
田
教
授
は
開
係
事
項
を
一
騰
明
か
に
す
る
鴬
に
更
に
十
三
年
の
秋
に
も
同
地
の
酵
掘
を
縦
行
せ
ら
れ
た
が
、
他
方
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

記
の
妾
掘
報
告
に
於
い
て
、
従
来
の
調
査
の
結
果
か
ら
錨
納
し
て
南
方
型
支
石
菖
の
性
質
論
を
試
み
て
う
ち
に
注
目
す
可
き
見
解
を

　
　

示
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

以
上
略
記
し
た
南
方
型
支
石
菖
の
通
性
は
右
の
教
授
の
文
に
要
約
さ
れ
て
あ
る
が
、
い
ま
本
文
に
脆
く
處
の
見
地
か
ら
す
る
と
、

　
　
　

そ
の
行
は
れ
た
時
代
が
上
述
Ｑ
諸
墓
制
と
並
ん
で
石
金
併
用
期
に
属
す
る
こ
と
出
土
の
副
葬
品
か
ら
先
づ
推
さ
れ
る
外
、
遺
跡
は
輦

　
　
　

に
採
石
が
低
い
と
云
ふ
だ
け
で
な
く
、
賓
は
通
じ
て
そ
れ
と
積
石
塚
乃
至
箱
式
棺
と
結
合
し
た
も
の
を
賓
曖
と
し
て
居
り
、
う
ち
に

　
　
　

最
後
に
畢
げ
た
様
だ
捧
石
が
輩
な
る
外
部
的
な
標
識
と
な
っ
た
類
を
も
含
ん
だ
こ
と
が
特
徴
と
し
て
皐
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
南
方

　
　
　

型
支
石
纂
が
斯
様
に
他
の
構
造
と
結
合
し
た
複
合
醍
た
る
こ
と
か
ら
新
た
に
顧
み
ら
れ
る
の
は
、
甕
棺
の
條
で
嘴
れ
た
我
が
筑
前
須

　
　
　

玖
の
遺
跡
の
性
質
で
あ
る
。
同
遺
跡
に
於
け
る
主
醒
た
る
甕
棺
上
の
大
石
は
、
同
様
な
見
地
か
ら
す
る
と
ま
さ
に
此
の
南
方
型
の
採

　
　
　

石
に
相
富
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
し
て
見
れ
ば
異
様
な
そ
れ
も
甕
棺
葬
と
採
石
と
の
結
合
形
と
す
る
こ
と
に
依
っ
て
理
解
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

と
思
ふ
。
た
ば
こ
ｘ
で
中
山
博
士
の
紹
介
せ
ら
れ
て
ゐ
る
筑
後
國
三
井
郡
小
郡
村
大
字
大
板
井
の
一
遺
跡
、
金
売
か
ｘ
る
南
方
型
の

　
　

支
石
4
　
2
の
内
地
に
波
及
し
た
一
例
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　

朝
鮮
牛
島
で
は
上
来
述
べ
た
墓
制
の
外
、
な
ほ
同
じ
銅
器
類
を
出
す
遺
跡
に
一
種
の
木
棺
槨
を
主
醗
と
し
た
と
思
は
れ
る
も
の
が

　
　

あ
ゐ
。
彼
の
慶
州
入
室
里
の
遺
跡
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
但
し
此
の
類
は
す
べ
て
偶
然
の
醍
見
に
係
り
、
延
い
て
な
ほ
今
日
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９

　
　
　

の
資
醵
が
明
か
で
な
い
。
併
し
類
推
す
る
と
彼
の
漢
槃
浪
郡
の
遺
跡
に
見
る
木
槨
墳
の
翠
純
な
も
の
Ｘ
様
に
思
は
れ
る
ふ
し
が
あ
っ

12－
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て
、
其
の
鮎
で
大
正
五
六
年
の
頃
に
調
査
せ
ら
れ
た
龍
岡
郡
於
乙
洞
古
城
址
附
近
’
の
一
墳
や
、
黄
海
道
鳳
山
郡
銀
波
里
附
近
の
古
墓

の
如
き
類
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

四

　

以
上
の
諸
墓
制
が
内
容
其
他
か
ら
し
て
抒
ゞ
同
時
に
問
題
と
し
た
地
域
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
右
の
概
述
に
依
っ
て
確
め

得
た
と
思
ふ
。
さ
て
そ
れ
等
の
う
ち
で
支
石
菖
と
甕
棺
葬
と
が
各
よ
異
た
る
特
色
を
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
何
人
に
も
注
意
せ
ら
れ
る
が

而
も
他
方
別
に
見
受
け
る
箱
式
墓
や
積
石
塚
な
ど
ｘ
併
観
す
る
に
於
い
て
、
是
等
と
建
絡
を
有
す
る
も
の
が
あ
っ
て
。
墓
制
相
互
の

開
係
を
考
へ
し
め
る
こ
と
亦
上
米
の
記
述
か
ら
推
し
得
る
次
第
で
あ
る
。
い
ま
右
の
開
係
を
見
易
く
表
示
す
る
と
凡
そ
次
の
如
く
た

る
で
あ
ら
う
。
尤
も
最
後
に
阜
げ
た
一
種
の
木
槨
墳
は
、
な
ほ
内
容
が
確
か
で
な
べ
、
他
方
漢
墓
託
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
様
に
思

は
れ
る
の
で
、
い
ま
は
右
の
う
ち
か
ら
除
く
こ
と
に
し
て
む
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｔ

支

　

石

　

墓
（
北
方
H
J
-

^
―
'
―

1

'
I

(
･
J
l
E
J
n
＝
!
J
＼

積

　

石

　

墓

箱

　

式

　

棺

甕

　

棺

　

ｊ

　

ｎ

　

ｊ

…………

丁］

∩
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處
が
斯
様
に
相
互
の
連
系
を
考
へ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
而
も
駅
っ
て
そ
れ
沁
ｙ
の
分
布
の
地
域
を
顧
み
る
と
、
そ
こ
に

自
ら
孤
域
の
上
で
次
の
様
だ
差
異
の
あ
る
こ
と
が
同
じ
く
注
意
に
上
っ
て
、
冪
制
と
分
布
地
域
と
の
繁
密
な
開
係
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。支

　

石

　

墓
（
北
方
型
）

支

　

石

　

冪
（
南
方
型
）

積

　

石

　

塚

箱

　

式

　

棺

甕

　

棺

　

葬

南
満
洲

北
朝
鮮

南
朝
鮮

西
日
本

Ｓ
１
６
－
－
ｅ
Ｉ
Ｓ
ｌ
ｇ
ｅ
Ｓ

14－
-

五

　
　

即
ち
ほ
ざ

　

‘
ゐ
る
・
北
方
型
支
石
蕗
が
甫
満
洲
の
一
部
か
ら
朝
鮮
の
北
牛
に
著
し
く
、
甕
棺
葬
が
北
九
州
を
主
と
し
て
Ｊ
部
南
朝
鮮
に
及
ん
で
ゐ

、
る
が
如
き
、
更
に
こ
の
南
朝
鮮
に
於
い
て
上
に
指
摘
し
た
北
方
型
支
石
墓
と
積
石
塚
。
・
箱
式
棺
な
ど
の
結
合
形
た
る
南
方
型
支
石
墓

　

の
濃
厚
な
る
分
布
を
見
る
が
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
右
の
事
賓
は
鴬
代
の
文
物
を
考
察
す
る
上
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ら

　

ね
ば
な
ら
ぬ
。

如
上
の
墓
制
が
分
布
の
上
に
示
す
事
象
’
に
就
い
て
の
考
察
と
し
て
、
右
の
様
な
違
っ
た
墓
制
が
如
何
に
し
て
出
現
し
・
た
か
、
ま
た

ｊ

ｊ



　
　

如
何
に
し
７
地
方
に
依
っ
７
斯
く
の
如
き
差
異
を
示
す
に
至
っ
た
か
の
二
鮎
が
皐
げ
ら
れ
る
・
既
に
初
に
も
昧
れ
た
様
に
是
等
の
地

　
　

域
に
行
は
れ
た
前
代
の
埋
葬
は
、
一
部
に
伸
展
葬
を
も
見
受
け
る
が
、
漑
ね
屈
葬
で
あ
り
、
且
つ
通
じ
て
極
め
て
輩
簡
な
易
で
、
世

　
　

界
に
廣
く
行
は
れ
た
そ
れ
に
似
て
居
る
。
さ
れ
ば
此
の
種
雁
法
の
出
現
は
、
云
ふ
史
で
も
た
く
支
那
大
陸
か
ら
其
の
高
』
文
物
が
波

　
　

及
し
、
銅
剣
、
・
狽
鉾
等
の
文
物
が
庸
さ
れ
た
と
云
療

　
　

契
機
と
し
て
、
影
響
を
具
へ
た
営
時
の
支
那
の
墓
制
が
営
然
考
慮
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
な
い
。
今
日
な
ほ
極
め
て
不
充
分
な
支
那
考
古

　
　

學
の
知
見
か
ら
す
る
と
、
問
題
と
す
る
周
の
後
牛
戦
國
時
代
の
同
國
の
墓
制
が
ど
ぅ
で
あ
づ
た
か
を
漑
括
す
る
の
は
殆
ん
ど
不
可

　
　

能
に
近
い
。
さ
り
乍
ら
近
年
段
々
と
見
出
さ
れ
て
来
た
同
代
の
墓
制
少
く
も
北
支
那
の
文
化
中
心
地
帯
の
そ
れ
は
、
上
に
阜
げ
た
墓

　
　

制
と
は
可
な
り
這
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
認
め
て
誤
り
が
た
い
様
で
あ
っ
て
、
示
す
處
１
　
述
の
末
尾
に
記
し
た
一
種
の
木
槨

　
　

墳
が
そ
れ
と
結
び
つ
き
得
る
に
過
ぎ
た
い
。
そ
の
鮎
か
ら
す
る
と
、
上
記
の
諸
冪
制
は
、
箱
式
棺
が
通
じ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
や
、

　
　

一
部
に
ド
ル
メ
ン
と
同
巧
の
麦
石
函
の
存
在
す
る
鮎
な
ど
で
、
ま
た
西
欧
や
Ｅ
ｕ
ｒ
ａ
ｓ
i
a
大
陸
の
石
金
文
化
過
渡
期
の
墓
制
に
相
似

　
　

た
も
の
と
し
て
、
一
般
古
代
文
化
音
速
の
示
す
と
同
様
な
此
の
傾
向
が
新
し
い
興
味
を
呼
ぶ
『
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

ノ

　
　
　
　

い
ま
個
々
の
冪
制
自
膿
に
就
い
て
見
る
に
北
九
州
を
中
心
と
し
た
甕
棺
葬
は
、
我
が
石
器
時
代
の
埋
葬
に
既
に
一
部
に
行
は
れ
た

　
　

子
供
の
遺
骸
を
ば
特
に
甕
に
容
れ
て
葬
っ
た
も
の
と
の
間
に
類
似
が
な
い
で
は
な
く
、
ま
た
大
形
容
器
に
遺
骸
を
埋
め
る
こ
と
も
世

　
　

界
の
各
地
で
往
々
見
受
け
る
獣
一
か
ら
し
て
、
か
χ
る
類
の
窯
業
の
音
達
に
件
う
て
特
殊
た
醗
速
を
遂
げ
た
と
す
る
解
憚
が
可
能
で
あ

　
　

る
・
次
に
支
石
墓
ま
た
架
構
の
上
で
は
箱
式
棺
と
開
係
が
あ
り
、
箱
式
棺
が
本
来
遺
骸
唇
處
理
に
際
し
て
屈
葬
か
ら
韓
じ
て
、
こ
れ

　
　

を
園
ん
で
被
護
す
る
考
が
起
っ
た
場
合
、
石
材
の
あ
る
處
で
は
容
易
に
考
へ
ら
れ
る
墓
割
で
あ
る
外
↓
こ
の
種
墓
制
は
そ
れ
を
被
ふ

ぉ

　

積
石
塚
と
併
せ
て

　

Ｅ
ｕ
ｒ
ａ
ｓ
i
a
大
陸
に
古
く
か
ら
行
は
れ
た
も
の
た
る
に
於
い
て
ヽ
右
の
墓
制
は
そ
れ
と
の
連
絡
を
考
゛
る
こ
と
に
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伍
つ
て
、
こ
れ
が
腿
展
の
抹
つ
て
来
る
所
を
推
し
得
る
。
酒
し
て
如
上
の
見
解
は
近
年
一
部
學
者
の
牛
島
に
於
、
け
る
櫛
目
文
土
器
の

　
　
　

容

認

　

性
質
論
と
表
裏
し
て
一
珊
の
皆
ら
し
さ
を
加
へ
る
も
の
が
あ
る
。
か
く
て
筆
者
は
著
し
い
二
者
の
起
源
に
就
い
て
、
支
那
文
物
の
影

響
と
は
別
な
見
解
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
ｘ
で
注
意
し
た
く
思
ふ
の
は
、
軍
に
斯
様
な
諸
形
式
の
起
源
を
考
定
し
た
と
し
て
も

そ
れ
か
ら
直
ち
に
各
地
で
そ
れ
ぐ
違
っ
た
墓
制
の
狸
達
し
た
理
由
を
も
解
し
得
る
と
な
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。

　

上
記
各
地
に
於
け
る
そ
れ
ぐ
の
墓
制
の
狸
鐘
に
は
、
先
づ
外
的
な
要
因
と
し
て
、
各
個
の
置
材
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
も
必
然

と
す
る
。
例
へ
ば
箱
式
棺
な
り
、
北
方
の
支
石
墓
の
醗
達
に
は
そ
れ
に
適
座
し
た
石
材
、
特
に
前
者
に
あ
っ
て
は
板
石
の
存
在
が
仮

想
せ
ら
れ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
様
に
甕
侑
葬
の
盛
行
に
は
窯
器
の
一
程
度
の
我
達
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
事
は
前
者
の
箱
式
棺
が
そ
の

地
方
に
依
っ
て
石
材
を
異
に
す
る
に
従
ひ
、
形
の
上
に
も
影
響
し
て
ゐ
る
こ
と
に
依
っ
て
躍
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
な
ほ
時
代
を
異

に
Ｔ
る
が
、
我
が
高
塚
畳
造
期
に
於
い
て
石
の
み
の
所
で
は
土
に
代
へ
る
に
割
石
を
以
て
前
方
後
圓
５
　
築
い
て
ゐ
る
が
如
き
も
斯

様
な
開
係
を
物
語
る
例
と
し
よ
う
。
さ
り
な
が
ら
、
上
記
の
墓
制
を
顧
み
、
る
に
、
そ
の
北
方
型
の
支
石
墓
に
あ
っ
て
は
、
純
梓
な

ｄ
ｏ
ｌ
ｍ
ｅ
ｎ

　

の
形
式
を
と
っ
て
、
稀
に
観
る
立
涙
な
架
構
を
示
し
た
も
の
が
多
く
。
此
の
如
き
は
Ｅ
ｕ
ｒ
ａ
ｓ
i
a

　

の
硯
れ
の
地
方
に
も
見

受
け
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
南
方
型
の
そ
れ
は
積
石
塚
の
そ
れ
を
被
づ
た
塊
舷
の
磐
石
で
あ
る
鮎
に
特
色
が
彊
く
、
我
・
が
甕
棺
葬
に

至
っ
て
は
既
記
の
世
界
の
各
地
に
時
に
見
受
け
る
甕
に
葬
る
葬
法
の
間
に
あ
っ
て
特
殊
？

こ
と
に
依
っ
て
確
め
ら
れ
る
。
是
等
は
そ
の
狸
達
を
ば
輩
に
右
の
外
面
的
な
資
材
の
有
無
や
起
源
と
結
び
つ
け
た
の
み
か
ら
で
は
充

分
誕
き
難
い
鮎
と
思
ふ
。
か
く
て
こ
よ

方
に
か
く
の
如
き
そ
れ
み
ｙ
特
色
の
あ
る
菖
制
の
現
は
れ
た
理
由
と
し
て
、
そ
の
各
よ
の
地
域
に
於
け
る
「
そ
れ
を
受
け
容
れ
た
民

衆
の
性
格
に
負
ふ
可
き
こ
と
が
自
ら
考
へ
ら
れ
て
来
る
。
此
の
時
期
に
至
る
ま
で
彼
等
が
持
ち
っ
ゞ
叶
て
来
た
集
匍
的
な
生
活
か
ら

６－-



3３3

　

来
る
性
冪
、
換
言
す
れ
ば
前
作
″
生
活
の
堆
積
か
６
　
導
か
れ
た
自
ら
な
ら
特
性
が
ヽ
こ
の
文
化
０
　
躍
進
期
に
貧
っ
て
外
来
ｓ
媒
剤

に
依
っ
て
か
Ｘ
る
差
異
を
示
す
に
至
っ
た
と
見
る
ぺ
ぎ
こ
と
、
如
よ
の
そ
れ
に
ち
ま
し
た
重
要
だ
動
因
と
せ
ら
れ
よ
う
。

　
　

此
の
想
定
は
他
方
に
於
い
て
営
時
支
那
か
ら
傅
へ
ら
れ
た
高
い
文
物
波
及
の
表
徴
が
？

　

け
る
民
厳
に
依
っ
て
模
作
せ
ら
れ
た
も
の
に
現
ぽ
れ
た
そ
れ
ぐ
の
特
色
に
依
っ
て
も
瞭
葺
づ
け
ら
れ
る
。
既
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
様

　

に
、
そ
れ
は
朝
鮮
牛
島
と
西
日
本
と
の
間
で
梢
よ
著
し
い
差
異
を
示
し
て
ゐ
る
。
四
日
本
の
そ
れ
は
極
め
て
大
形
な
特
殊
の
銀
製
品

　

を
作
っ
て
ゐ
る
の
に
對
し
て
、
。
牛
島
で
は
殆
ん
ど
銀
製
品
の
製
作
に
乏
し
く
、
別
に
銀
利
器
の
形
を
石
に
移
し
た
磨
石
剣
の
盛
行
が

　

皐
げ
ら
れ
そ
れ
が
一
部
内
地
に
も
及
ん
で
居
る
。
而
し
て
、
南
満
洲
で
作
ら
れ
た
と
受
し
き
銅
剣
の
示
す
と
こ
ろ
ま
た
内
地
の
そ
れ

　

と
同
一
覗
し
難
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
如
上
の
墓
制
の
相
違
こ
そ
大
陸
文
物
の
波
及
し
た
常
初
に
於
け
る
南
満
洲
か
ら
西
日
本
に
亙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ

　
　

ｊ

　
　

ｌ

　

つ
て
住
し
た
民
衆
の
特
殊
な
前
代
生
活
の
反
映
と
見
る
可
き
で
あ
り
、
特
に
そ
の
も
の
ゝ
普
遍
的
な
幕
制
に
示
さ
れ
た
も
の
な
る
に

　

於
い
て
重
要
読
せ
ら
る
べ
き
を
感
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　

果
し
て
然
ら
ば
我
が
近
畿
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
銅
鐸
な
る
特
殊
な
遺
物
も
亦
、
そ
れ
と
銀
剣
・
銅
鉾
等
と
の
同
時
性
が
考
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

／
ｔ
Ｉ
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

ら
れ
る
處
か
ら
、
営
代
そ
の
地
の
民
衆
の
生
活
と
結
び
つ
け
得
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
よ
う
。
銀
剣
・
銀
鉾
等
を
得
た
民
衆
が
所
に
依

　

っ
て
そ
れ
*
*
'
５
.
-
-
'
^
右
の
様
参
特
色
の
あ
る
墓
制
を
持
っ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
銅
鐸
は
よ
し
や
其
の
も
の
ｘ
性
質
上
墓
か
ら
出
土
そ
な
い

　

と
し
て
も
、
こ
れ
を
作
っ
た
民
衆
が
墓
を
畳
ま
な
か
っ
た
と
断
す
る
が
如
き
は
状
勢
上
固
よ
り
爰
営
な
見
解
で
な
く
、
鐸
の
示
す
特

　

徴
か
ら
推
し
て
、
士
た
そ
の
特
色
の
あ
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
自
然
な
見
方
で
あ
る
。
處
が
銅
鐸
の
分
布
孤
域
に
於
け
る
古
代
の

　

墓
制
と
し
て
、
今
日
現
存
す
る
も
０
は
新
石
器
時
代
の
屈
葬
墳
を
外
に
し
て
は
彼
の
隆
然
た
る
盛
土
の
高
塚
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

而
も
そ
の
も
の
Ｘ
古
式
の
類
に
於
い
て
内
容
外
観
共
に
特
色
あ
る
に
於
い
て
、
自
ら
爾
者
を
結
び
つ
け
て
考
へ
る
こ
と
に
蓋
然
性
が
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一

　

具
へ
ら
れ
る
。

　
　
　

處
が
是
等
の
墓
制
も
引
檀
く
高
い
支
那
文
物
の
浸
潤
に
依
っ
て
、
段
々
と
便
化
を
受
け
て
、
各
地
に
墓
室
を
中
核
と
し
て
支
那
風

　
　

の
高
塚
が
管
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
併
し
各
地
の
遺
蹟
を
仔
細
に
調
べ
て
見
る
と
、
そ
の
間
に
’
な
ほ
こ
ｘ
に
述
べ
た
傅
統
を
と
ゞ

　
　

め
た
も
の
が
あ
っ
て
そ
こ
に
民
衆
の
特
性
の
力
強
い
一
面
の
窺
は
れ
る
の
は
興
味
が
深
い
。
彼
の
慶
州
の
傅
王
陵
の
示
す
冪
制
が
前

　
　

代
の
積
石
塚
と
漢
楽
浪
の
木
槨
墳
の
結
合
脛
で
あ
る
が
皿
き
其
の
一
例
と
す
る
。
こ
れ
等
に
就
い
て
は
近
く
別
に
公
に
す
る
「
上
代

　
　

朝
鮮
の
墓
制
」
に
於
い
て
論
す
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
昭
和
一
秀
七
・
二
〇
稿
）
十

【
註
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

①

　

此
の
一
編
は
昭
和
十
二
年
十
月
廿
三
日
東
京
國
學
院
大
學
上
代
文
化
研
究
會
の
秋
季
大
會
に
於
い
て
試
み
た
誰
演
の
草
稿
に
基
き
、
其
の
後
の

　
　

所
見
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。
立
論
の
根
採
と
し
た
資
料
に
就
い
て
は
筆
者
の
開
係
し
て
ゐ
４
朝
鮮
總
督
府
の
古
蹟
調
査
の
業
績
に
負
ふ
處
極

　
　

め
て
多
く
、
中
に
は
な
ほ
未
登
表
の
も
の
を
も
合
ん
で
ゐ
る
。
・
こ
れ
等
に
就
い
て
は
藤
田
亮
策
・
小
泉
顛
夫
・
深
俊
一
・
野
守
健
等
諸
君
の
厚

　
　

意
を
受
け
仁
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

②

　

こ
れ
に
就
い
て
は
若
干
の
逍
漏
は
あ
る
が
、
近
頃
出
た
『
人
類
先
史
學
講
座
』
第
十
五
所
褐
の
三
宅
宗
悦
博
士
の
「
日
本
石
器
時
代
の
埋
葬
」

　
　

な
る
一
文
に
綜
括
さ
れ
て
ゐ
る
。

③

　

一
に
支
石
塚
と
も
呼
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
ゝ
で
は
藤
田
亮
策
君
の
将
呼
に
従
ひ
支
石
墓
と
し
仁
。
な
ほ
此
の
支
石
菖
を
構
成
す
る
各
部
の
名
将

　
　

に
就
い
て
は
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
今
の
昭
和
十
一
年
慶
『
古
蹟
調
査
報
告
』
に
載
せ
た
同
君
の
所
説
に
採
っ
た
こ
と
を
附
記
し
て
置
く
。

④

　

こ
の
鮎
の
開
明
は
主
と
し
で
小
泉
顔
夫
・
深
俊
一
雨
君
調
査
の
結
果
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
雨
君
の
功
績
は
特
筆
に
値
す
る
。
な
ほ
右
の
調

　
　

査
を
促
進
せ
し
め
ら
れ
仁
小
田
省
吾
氏
に
も
敬
意
を
表
す
可
き
で
あ
ら
う
。

④

　

中
山
博
士
の
こ
れ
に
関
聯
す
る
論
文
は
多
数
に
上
っ
て
ゐ
て
、
い
ま
こ
ｉ
に
Ｉ
ｔ
単
げ
得
な
い
。
尤
も
其
の
主
な
る
も
の
は
大
正
六
年
以
降
の

　
　
　

『
考
古
學
雑
誌
』
に
褐
げ
ら
れ
て
ゐ
て
、
中
で
「
大
甕
を
斐
見
せ
る
古
代
者
蹟
」
第
十
一
巷
の
如
き
は
其
の
著
し
い
一
つ
で
あ
る
。

（
剛
）
『
史
淵
』
第
二
十
一
ｍ
-
i
m
和
＋
-
S
i
!
)
-
七
月
刊
Ｊ
Ｗ
喝
。
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⑧⑨⑩＠⑩⑩⑩⑩

（
同
誌
第
九
、
倦
第
一
鋒
）
参
『
照

朝
鮮
古
蹟
研
究
會
『
古
蹟
調
査
概
報
』
。
楽
浪
古
墳
昭
和
八
年
度
參
照

中
山
博
士
「
１
　
剣
銅
鉢
の
新
資
料
」
｛
『
考
古
學
雑
誌
』
第
七
春
第
七
狭
）

故
森
本
六
爾
「
長
門
常
任
に
於
け
る
青
銅
器
時
代
墳
墓
」
（
『
考
古
學
研
究
』
第
。
二
輯
）

後
藤
守
一
氏
「
對
馬
瞥
見
録
」
（
二
）

　

（
『
考
古
學
雑
誌
』
第
一
三
春
第
三
狭
）

常
時
博
士
の
調
査
に
立
會
う
た
警
察
官
か
ら
總
督
府
に
提
出
し
た
報
告
に
基
く
。
な
ほ
其
の
出
土
品
は
總
督
府
傅
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
。

此
の
項
及
川
民
次
郎
氏
の
調
査
記
録
に
従
ふ
。

調
査
に
常
つ
た
總
督
府
博
物
館
野
守
健
君
に
徐
る
。
其
の
石
鏃
は
七
本
で
す
べ
て
長
手
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ

鳥
居
博
士
『
南
満
洲
調
査
報
告
』
等
參
照

⑩
１
散
廣
田
博
士
「
旅
順
石
塚
妾
見
土
器
の
種
類
に
就
い
て
」
（
『
人
類
學
雑
誌
』
第
四
四
巻
第
六
耽
及
『
東
亜
考
古
學
研
究
』
所
収
）

⑩⑩⑥⑩⑩＠⑩⑩＠⑩

本
逡
跡
並
に
鳥
致
院
の
疸
跡
に
開
す
る
事
項
は
小
泉
願
夫
君
の
駄
示
に
基
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

梅
原
『
讃
岐
石
済
尾
山
石
塚
の
研
究
』
（
京
都
帝
國
大
學
考
古
學
研
究
報
告
第
十
二
珊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

南
満
洲
に
於
け
る
ド
ル
メ
ン
に
就
い
て
は
鳥
居
博
士
が
多
く
の
報
告
を
書
い
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
に
久
原
市
次
氏
の
［
南

満
洲
の
ド
ル
メ
ン
に
開
す
る
一
考
察
］
（
『
満
蒙
地
理
歴
史
』
第
三
輯
）
が
あ
っ
て
要
領
を
得
て
ゐ
る
。
本
文
は
こ
れ
に
様
っ
だ
。

大
正
五
年
度
朝
鮮
總
督
府
『
古
蹟
訓
査
報
告
』
所
収
鳥
居
博
士
の
報
文
參
照

此
の
項
斐
掘
者
の
總
督
府
に
提
出
し
た
略
報
告
に
甚
く
。

藤
田
亮
策
氏
「
大
邱
大
鳳
町
支
石
墓
調
を
」
（
『
昭
和
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
所
牧
）

中
山
博
士
「
筑
後
國
三
井
郡
小
郡
村
大
字
大
板
井
の
瓦
石
」
（
「
考
古
學
雑
誌
」
祐
一
三
倦
第
一
〇
昧
）

藤
田
・
梅
原
・
小
泉
『
南
朝
鮮
に
於
け
る
漢
代
の
逍
蹟
』
（
朝
鮮
總
督
府
大
正
十
一
年
慶
古
蹟
調
査
報
告
第
二
珊
）

藤
田
亮
策
氏
「
櫛
目
文
土
器
の
分
布
に
就
き
て
」
（
『
青
丘
學
叢
』
第
二
胱
）

　
　

／
゛

梅
原
『
慶
州
金
鈴
塚
飾
履
塚
妾
捌
調
を
報
告
』
（
朝
鮮
總
督
府
大
正
十
三
年
度
『
古
蹟
調
査
報
告
｀
第
一
冊
』
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