
評書

書

評

吉
岡
康
暢
著

『
日
本
海
域
の
土
器
・
陶
磁
〔
中
世
編
〕
』

宇
　
野
　
隆
　
夫

　
今
B
、
中
世
は
お
ろ
か
近
世
の
遺
跡
を
発
掘
し
て
い
て
も
、
奇
異
に
感
じ

る
人
々
は
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
中
世
考
古
学
の
重
要
性
が
広
く
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
今
に
至
っ
た
の
は

草
創
期
か
ら
の
研
究
を
推
進
し
た
諸
先
学
の
蓄
積
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
著
者
の
吉
岡
康
暢
氏
は
、
石
川
県
立
郷
土
資
料
館
・
石
川
考
古
学
研
究
会

を
軸
に
、
北
陸
の
地
域
に
根
差
し
た
研
究
を
蓄
積
さ
れ
、
現
在
は
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
考
古
部
教
授
と
し
て
さ
ら
に
広
い
視
野
に
立
っ
た
研
究
を
推
進

さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
臼
本
海
地
域
の
中
世
陶
磁
を
中
心
と
し
て
、
著
者
の
基
本
的
な
報

告
と
論
考
と
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
研
究
の
到
達
点
ま
た
、
著

者
の
歴
史
的
解
釈
を
知
り
え
る
好
著
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
紹
介
し
若
干
の

意
見
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
頃
の
学
恩
に
報
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
本
書
の
構
成
の
概
略
を
示
そ
う
。

　
　
第
一
章
　
珠
洲
窯
跡
群
の
調
査

　
　
　
　
　
1
　
研
究
の
歩
み

　
　
　
　
　
2
　
窯
跡
各
説

　
　
　
　
　
3
　
珠
洲
窯
の
成
立
・
展
開
と
生
産
形
態

　
　
第
二
童
・
中
世
遺
跡
出
土
陶
磁
器
の
様
相

　
　
　
　
　
1
　
門
前
町
鶴
来
と
周
辺
の
土
器
・
陶
磁
器

　
　
　
　
　
2
　
港
湾
町
普
正
寺
遺
跡
の
土
器
・
陶
磁
器

　
　
　
　
　
付
　
鹿
島
町
の
土
器
・
陶
磁
器

　
　
第
三
章
　
日
本
海
域
に
お
け
る
中
世
陶
磁
の
諸
問
題

　
　
　
　
　
1
　
北
陸
・
東
北
の
申
世
陶
器

　
　
　
　
　
2
　
東
堺
系
窯
と
珠
洲
系
窯
i
須
恵
器
系
中
世
窯
成
立
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
っ
て
一

　
　
　
　
　
3
　
北
東
日
本
海
域
に
お
け
る
中
世
陶
磁
器
の
流
通

　
　
　
　
　
4
　
北
海
道
の
中
世
陶
器

　
　
　
　
　
5
　
中
世
陶
器
流
通
の
画
期
と
地
域
性

　
　
あ
と
が
き

　
　
収
載
お
よ
び
関
連
文
献
｝
覧

　
本
書
の
基
・
本
的
な
構
成
は
、
第
一
章
が
生
産
地
の
所
見
、
第
二
章
が
消
費

地
の
所
見
、
第
三
章
が
総
合
的
な
考
察
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
順
に
要
約

し
よ
う
。

　
第
一
章
1
で
は
ま
ず
、
一
九
五
〇
年
の
石
盤
県
珠
洲
市
寺
社
書
割
坂
窯
の

発
見
に
は
じ
ま
る
珠
洲
窯
発
見
と
研
究
の
歴
史
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

現
在
で
こ
そ
能
登
珠
洲
窯
は
、
中
枇
東
北
日
本
海
を
代
表
す
る
窯
業
生
産
地

と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
技
術
的
系
譜
、
壷
・
甕
・
す
り
鉢
が
製

贔
の
主
体
を
な
す
こ
と
、
製
贔
が
北
海
道
に
ま
で
流
通
す
る
こ
と
の
意
義
に

関
す
る
研
究
の
進
捗
が
、
中
世
考
古
学
発
展
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
い
た

こ
と
が
判
る
。

　
2
は
生
産
地
資
料
の
詳
細
な
集
成
で
あ
る
。
窯
と
製
品
と
に
つ
い
て
の
現
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在
得
ら
れ
る
知
見
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
基
礎
資
料
と
し
て
高
い
価
値
を
も

つ
。
ま
た
珠
洲
窯
の
製
品
の
器
種
構
成
∴
技
術
・
様
式
変
化
に
つ
い
て
の
判

り
や
す
い
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
3
は
珠
洲
窯
の
成
立
、
生
産
形
態
の
特
質
、
終
鷺
に
至
る
動
向
に
関
す
る

研
究
成
果
で
あ
る
。
多
様
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
主
な
論
旨
を

紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
珠
沸
窯
成
立
の
意
義
は
、
＝
一
世
紀
中
頃
に
従
来
の
生
産
地
と
離
れ
た
地

点
に
突
然
出
現
す
る
こ
と
、
当
初
か
ら
製
品
の
構
成
が
壷
・
甕
・
す
り
鉢
を

主
体
と
し
水
運
を
軸
と
す
る
商
品
流
通
を
爵
指
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
東
海
地
方
の
甕
風
系
陶
器
を
は
じ
め
各
地
の
中
世
窯

と
共
通
す
る
が
、
細
口
㎜
に
権
門
・
有
力
者
の
特
注
品
を
含
み
、
尾
張
常
滑
窯

と
瀬
戸
窯
の
両
者
の
性
格
を
兼
ね
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て

編
年
と
分
布
か
ら
、
東
北
日
本
海
岸
に
珠
洲
・
珠
洲
系
窯
の
広
域
商
圏
が
成

立
し
た
こ
と
、
同
時
に
そ
れ
が
商
品
経
済
の
未
成
熟
・
隔
地
間
交
易
と
い
う

限
界
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
終
宋
に
関
し
て
は
、
一
六
世

紀
に
お
い
て
越
前
窯
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
背
景
に
、
陶
土
や
技
術
的
停
滞

の
問
題
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
在
地
構
造
の
変
容
に
基
づ
く
生
産
組
織
の
変
化

を
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　
こ
の
珠
洲
窯
の
生
産
体
制
に
つ
い
て
は
、
古
代
須
恵
器
生
産
を
含
め
て
考

察
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
古
代
律
令
制
下
の
須
恵
器
生
産
・
流
逸
に
郡
領

級
族
長
の
関
与
を
想
定
し
、
須
恵
器
工
人
は
特
殊
技
能
の
伝
習
家
族
と
し
て

把
握
さ
れ
、
商
品
生
産
者
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
し
た
。

そ
し
て
九
世
紀
中
頃
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
規
制
か
ら
自
立
し
つ
つ
あ
っ
た

寓
豪
層
の
私
畜
蓄
積
を
屠
的
と
す
る
窯
業
生
産
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
珠
洲
窯
に
関
し
て
は
、
郡
域
を
支
配
す
る
よ
う
な
有

力
在
地
領
主
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
寺
社
の
関
与
の
可
能
性
は
高
い
も

の
の
、
過
大
に
は
評
価
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
珠
洲
窯
の
主
た

る
経
営
者
は
小
河
谷
を
単
位
と
す
る
よ
う
な
有
力
名
主
（
開
発
領
主
）
で
あ
り
、

給
免
田
受
給
手
工
業
者
・
座
手
工
業
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
地
域
民
の

生
活
に
密
着
し
た
多
角
的
な
生
産
・
流
通
活
動
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
し
た
。

　
第
二
章
は
、
消
費
遺
跡
に
お
け
る
調
査
・
研
究
成
果
で
あ
る
。
加
賀
一
の

宮
自
山
金
眸
神
社
の
門
前
町
と
し
て
著
名
な
石
川
累
石
川
郡
鶴
来
町
の
遣
跡

群
と
、
港
湾
町
で
あ
る
同
金
沢
市
普
正
寺
遺
跡
、
能
登
半
島
の
基
部
を
擁
す

る
同
鹿
島
郡
鹿
島
町
の
資
料
に
つ
い
て
、
中
国
製
陶
磁
雛
、
国
産
陶
器
・
土

器
そ
の
他
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
集
落

や
墓
地
と
い
う
使
用
の
場
に
お
い
て
実
に
多
様
な
品
々
が
使
い
分
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
や
、
珠
洲
の
製
品
が
占
め
た
役
割
を
窺
う
こ
と
が
臨
来
る
。
ま
た

特
に
後
者
は
、
著
者
の
中
世
海
運
研
究
の
出
発
点
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
章
は
、
中
世
陶
磁
器
に
関
す
る
5
つ
の
総
括
的
な
論
考
か
ら
な
っ
て

い
る
。

　
1
　
北
陸
・
東
北
の
中
世
陶
器
に
お
い
て
は
、
珠
洲
・
珠
洲
系
陶
器
の
製

作
技
術
と
編
年
、
東
日
本
に
お
け
る
須
恵
器
系
（
珠
洲
系
）
と
甕
器
系
窯
の
関

係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
珠
洲
窯
の
技
術
的
特
色
と
し
て
は
、
半
地

下
式
客
振
に
お
け
る
還
元
焔
漁
焼
の
良
質
の
焼
締
め
陶
器
で
あ
り
、
大
型
品

で
は
紐
叩
打
ち
成
形
、
小
型
品
は
紐
饒
轍
成
形
が
基
本
で
あ
る
点
で
思
量
系

と
異
な
る
こ
と
、
櫛
脂
文
や
叩
き
の
加
懲
性
に
富
む
こ
と
は
共
通
す
る
こ
と
、

製
品
に
不
特
定
多
数
を
対
象
と
す
る
基
本
三
種
と
少
燈
の
特
洗
品
が
存
在
す

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
特
に
成
形
技
法
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
編
年
に
つ
い
て
は
七
期
に
区
分
し
、
一
二
枇
紀
中
頃
か
ら
一
六
世
紀
初
め
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頃
に
至
る
年
代
観
を
示
し
た
。
こ
の
編
年
と
年
代
は
、
現
在
、
北
陸
の
中
世

遣
跡
の
調
査
研
究
を
す
る
も
の
は
誰
も
が
最
初
に
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
北
陸
・
東
北
の
中
世
陶
器
に
は
日
本
海
岸

を
主
と
す
る
須
恵
器
系
・
太
平
洋
岸
を
主
と
す
る
雌
器
系
・
瓦
器
系
に
加
え

て
、
東
北
に
須
恵
器
・
甕
器
折
衷
窯
系
と
い
う
べ
き
一
群
が
存
在
す
る
こ
と

を
示
し
た
。
そ
し
て
各
系
統
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
古
代
か
ら

中
徴
へ
の
窯
業
の
転
換
を
位
置
づ
け
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
須
恵
器
系
を
後

進
的
と
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
巾
世
は
こ
れ
ら
各
系
統
の
窯
業
に
示
さ
れ
る

地
域
差
が
段
階
的
に
解
消
に
向
う
時
期
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

　
2
　
東
播
系
窯
と
珠
洲
系
窯
は
、
菓
西
日
本
を
代
表
す
る
須
恵
器
系
窯
で

あ
る
播
磨
諸
窯
と
能
登
珠
洲
窯
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
播
磨
諸
窯
に
つ
い
て
は
、
古
代
に
生
産
の
中
心
を
お
く
も
の
（
相
生
・
志
方

・
西
脇
．
竜
野
窯
）
、
　
一
一
世
紀
末
以
後
に
成
長
し
中
徴
前
期
前
半
の
中
で
途

絶
え
る
も
の
（
三
木
・
神
出
．
魚
橋
窯
）
、
中
世
前
期
後
半
を
と
お
し
て
稼
働
す

る
も
の
（
魚
怯
窯
、
一
五
世
紀
初
ま
で
）
、
中
核
窯
周
辺
の
一
体
的
な
小
規
模
窯

に
四
大
別
し
、
前
三
者
が
時
間
的
空
間
的
に
変
化
し
な
が
ら
、
専
業
化
と
広

域
流
通
を
達
成
し
て
い
く
過
程
を
示
し
た
。
特
に
、
一
｝
世
紀
第
4
四
半
期

に
お
け
る
須
恵
器
窯
｛
の
中
世
的
復
興
、
一
二
世
紀
中
葉
に
お
け
る
屋
瓦
の
減

産
と
器
種
別
専
業
化
指
向
お
よ
び
広
域
流
通
圏
の
開
妬
（
準
備
）
、
　
一
三
世
紀

中
頃
に
お
け
る
集
約
的
生
産
と
西
手
本
一
円
へ
の
供
給
体
制
の
確
立
を
重
視

し
て
い
る
。

　
能
登
珠
洲
窯
に
関
し
て
は
、
一
一
世
紀
に
存
続
し
た
須
恵
器
壷
・
甕
専
業

窯
の
工
人
が
、
造
詣
門
院
領
若
山
庄
の
成
立
（
＝
四
三
年
）
に
示
さ
れ
る
よ

う
な
庄
園
公
領
制
の
確
立
と
も
か
か
わ
り
つ
つ
、
｝
二
世
紀
中
頃
に
能
登
半

島
先
端
に
再
編
成
さ
れ
て
成
立
し
、
一
六
世
紀
初
め
ま
で
操
業
す
る
各
段
階

の
様
網
を
示
し
た
。

　
そ
し
て
生
産
技
術
に
つ
い
て
、
東
播
系
甕
が
紐
叩
き
打
ち
成
形
と
い
う
点

で
他
の
須
恵
器
系
諸
窯
と
共
通
す
る
も
の
の
底
部
叩
出
し
丸
底
仕
上
げ
と
い

う
伝
統
を
保
持
す
る
点
で
特
異
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
宗
教
・
奮
修
的
な
下
種

や
装
飾
性
に
乏
し
い
点
を
強
調
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
珠
洲
窯
の
そ
れ
は
、

東
海
養
器
系
窯
の
要
素
、
瀬
戸
内
の
須
恵
器
系
の
要
素
、
独
自
の
要
素
が
複

合
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
特
殊
な
器
種
を
生
産
し
、
加
飾
性
に
富
む
こ
と
に

お
い
て
対
照
的
で
あ
る
と
し
た
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
東
北
日
本
海
域
に
お
い
て
は
珠
洲
窯
の
単

一
の
分
業
圏
が
成
立
す
る
の
に
対
し
て
、
西
日
本
に
お
い
て
は
様
々
の
広
域

・
狭
心
型
の
製
品
が
相
互
補
完
的
に
併
用
さ
れ
る
と
い
う
商
晶
経
済
の
展
開

度
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
ま
た
生
産
体
制
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
庄
官
級
在
地
領
主
が
関
与
す
る
庄

園
経
済
振
興
の
一
環
と
し
て
の
性
格
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時

に
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
直
接
経
営
者
が
主
体
性
を
強
め
て
い
く
過
程
を
解
明

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

　
3
北
東
日
本
海
域
に
お
け
る
中
世
陶
磁
器
の
流
通
で
は
、
陶
磁
器
の
組

成
の
変
化
を
、
三
段
階
・
6
小
幕
に
区
分
し
た
。

　
す
な
わ
ち
第
一
段
階
第
1
期
（
二
世
紀
後
半
～
一
二
世
紀
前
半
）
”
中
国
陶

磁
が
供
膳
器
で
一
定
量
を
占
め
る
が
在
地
中
世
陶
器
窯
が
本
格
的
に
稼
働
す

る
前
段
階
、
第
2
期
（
＝
一
世
紀
中
葉
～
後
半
）
“
貯
蔵
・
調
理
器
は
地
元
産
陶

器
、
供
膳
器
は
手
量
ね
成
形
土
師
器
と
中
国
陶
磁
を
主
体
と
す
る
当
地
域
中

世
の
基
本
的
組
成
が
定
型
化
さ
れ
る
段
階
、
第
3
期
（
一
三
世
紀
）
“
龍
王
窯

系
青
磁
椀
皿
・
瀬
戸
系
特
殊
器
種
が
加
わ
り
、
西
部
で
加
賀
・
越
前
の
生
産

体
制
が
確
立
す
る
一
方
、
集
部
で
珠
洲
窯
以
外
の
須
恵
器
系
窯
の
淘
汰
が
進
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行
ず
る
段
階
、
第
二
段
階
第
4
期
（
一
四
世
紀
）
“
中
国
陶
磁
と
瀬
戸
の
品
鼠

に
変
化
が
あ
り
、
珠
洲
・
越
前
窯
の
燈
産
化
が
進
行
し
流
通
圏
が
北
海
道
南

部
に
及
ぶ
段
階
、
第
5
期
（
一
五
世
紀
）
”
従
来
の
組
成
に
加
え
て
、
瀬
戸
系

陶
器
と
斎
蔵
火
舎
類
が
加
わ
り
、
珠
洲
窯
の
製
愚
が
片
口
鉢
を
主
と
す
る
よ

う
に
な
る
段
階
、
第
三
段
階
第
6
期
（
一
六
世
紀
）
”
珠
洲
窯
に
代
っ
て
越
前

陶
器
が
一
円
的
に
流
通
し
、
中
国
製
品
は
染
付
・
白
磁
を
主
と
す
る
段
階
で

あ
る
。

　
次
い
で
、
こ
れ
ら
の
流
通
の
在
り
方
を
検
討
す
る
た
め
、
沈
没
船
と
港
湾

遺
跡
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
揚
海
（
海
あ
が
り
）
陶
器
で
は

珠
洲
陶
器
が
卓
越
し
、
他
の
陶
磁
器
は
別
途
海
上
輸
送
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
、
輸
送
形
態
が
隔
地
問
海
運
の
展
開
以
降
も
地
廻
り
海
運
が
併
存
し

た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
港
湾
遺
跡
の
遺
物
が
、
一
三
世
紀

中
葉
前
後
を
上
限
と
し
、
一
四
世
紀
に
急
増
し
、
一
五
世
紀
前
半
に
ピ
ー
ク

に
達
し
て
後
、
以
後
は
遺
跡
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
遺
物
出
土
蚤
の
増
加
は
、
中
核
港
湾
の
成
長
、
こ
れ
を
軸
と
す
る
隔
地
間

海
運
の
発
達
を
示
し
、
そ
の
背
景
に
は
閉
鎖
的
な
庄
園
経
済
か
ら
商
工
業
者

を
主
体
と
し
た
商
品
生
産
へ
の
発
達
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

　
ま
た
こ
れ
ら
の
流
通
体
制
に
つ
い
て
は
、
第
一
段
階
を
在
地
庄
領
主
や
白

山
宮
を
軸
と
す
る
よ
う
な
権
門
の
海
上
権
の
掌
握
と
地
廻
り
海
運
、
第
二
段

階
を
掌
裏
港
湾
の
問
丸
商
人
が
活
躍
す
る
隔
地
間
海
運
、
第
三
段
階
を
朝
倉

氏
庇
護
下
の
敦
賀
新
興
廻
船
業
者
（
問
屋
捌
商
業
資
本
家
）
が
海
上
権
を
掌
握
す

る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
と
し
た
。
こ
の
第
三
段
階
は
、
近
世
西
廻
り
海
運
の

先
行
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
こ
れ
に
付
し
て
、
珠
洲
陶
器
の
流
通
圏
外
に
運
ば
れ
た
5
点
の
資
料

に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
資
料
も
、
個
々
に
分
析
を
加
え

る
な
ら
ば
、
流
通
の
全
体
像
を
考
え
る
材
料
と
な
り
、
単
な
る
例
外
と
し
で

扱
え
な
い
こ
と
を
措
齢
し
て
い
る
。

　
4
　
北
海
道
の
中
世
陶
器
で
は
、
北
海
道
の
該
期
社
会
を
考
察
し
た
。
す

な
わ
ち
資
料
を
集
成
し
、
珠
洲
陶
器
の
論
難
構
成
が
甕
・
壷
・
片
口
鉢
の
基

本
三
種
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
分
布
が
道
南
西
部
の
館
・
港
付
近
に

集
中
し
て
い
る
が
、
中
国
陶
磁
と
銭
貨
の
分
布
は
よ
り
広
く
、
珠
洲
陶
器
の

分
布
も
広
ま
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
等
を
示
し
た
。
ま
た
越
前
陶
器
は
少
蚤

で
あ
り
、
北
海
道
が
東
北
臼
本
海
域
商
圏
の
北
端
に
位
置
す
る
こ
と
、
そ
こ

に
直
接
的
な
政
治
的
関
係
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
年
代
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
一
四
世
紀
以
後
で
あ
り
、
過
半
の
も
の
が

一
五
世
紀
に
属
す
る
こ
と
を
閉
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
当
地
域
の
中
世
食
器

組
成
が
本
州
の
そ
れ
と
大
差
が
な
い
こ
と
か
ら
、
和
人
ば
か
り
で
は
な
く
ア

イ
ヌ
村
落
に
ま
で
影
響
が
及
ん
で
い
た
可
能
性
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
一
四
樵
紀
か
ら
一
五
世
紀
前
半
ま
で
の
館
成
立
と
本

格
的
な
交
易
の
開
始
、
以
後
の
和
夷
戦
争
翔
に
お
け
る
商
晶
経
済
の
発
達
と

い
う
二
つ
の
段
階
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
5
　
中
徴
陶
器
流
通
の
画
期
と
地
域
性
は
、
生
産
技
術
と
組
織
、
流
通
機

梅
の
変
化
、
地
域
的
特
質
か
ら
、
二
つ
の
大
画
期
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
第
一
の
画
期
は
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
前
半
で
あ
り
、
珠
洲

系
窯
に
お
け
る
在
地
窯
の
淘
汰
と
集
約
・
生
産
地
の
拡
散
・
器
種
の
基
本
三

種
へ
の
限
定
、
子
器
系
窯
に
お
け
る
生
産
技
術
の
＝
兀
化
に
示
さ
れ
、
瀬
戸

内
に
お
け
る
播
磨
魚
住
窯
赤
根
川
支
群
へ
の
集
約
お
よ
び
片
口
鉢
の
燈
産
化

と
対
応
す
る
と
し
た
。
ま
た
第
二
の
画
期
は
一
五
世
紀
後
半
で
あ
り
、
特
定

中
世
陶
器
窯
が
一
元
的
広
域
流
通
圏
を
確
立
す
る
と
し
た
。
｝
六
世
紀
の
越

前
陶
器
が
こ
れ
に
当
る
。
そ
の
製
品
は
多
く
の
器
種
か
ら
な
り
、
惣
村
規
模
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評

の
生
産
体
制
、
朝
倉
民
守
護
領
国
体
制
下
の
統
轄
者
、
敦
賀
の
新
興
廻
船
業

者
等
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
瀬
戸
内
に
お
い
て
は
備

前
陶
器
の
動
向
と
対
応
す
る
と
い
う
。

　
そ
し
て
展
望
に
お
い
て
、
中
世
陶
器
と
中
世
土
師
器
・
瓦
器
と
の
性
質
の

違
い
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
後
者
の
生
産
に
中
央
権
門
の
関
与
を
想
定
す
る

考
え
に
対
し
て
、
珠
洲
窯
で
は
法
器
寺
白
山
宮
の
よ
う
な
在
地
有
力
寺
社
の

存
在
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
、
日
本
海
域
や
瀬
戸
内
海
域
に
お
け
る

生
産
・
流
通
の
地
域
較
差
を
開
確
に
す
る
な
か
で
、
社
会
的
分
業
形
態
や
流

通
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
た
。

　
以
上
、
本
書
の
要
旨
を
紹
介
し
た
。
表
題
は
『
日
本
海
域
の
土
器
・
陶
磁
』

で
あ
る
が
、
著
者
は
珠
洲
窯
研
究
を
軸
と
し
つ
つ
、
全
国
的
な
動
向
を
視
野

に
入
れ
た
中
世
史
の
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
研
究
方
法
は
、
資
料
の
緻
密
な
集
成
と
編
年
・
技
術
的
分
析
を
基
礎
と
し

つ
つ
、
生
産
・
流
通
・
消
費
全
般
に
わ
た
る
現
象
を
解
面
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
考
古
資
料
の
直
接
的
な
分
析
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に

衷
れ
た
社
会
的
な
問
題
を
深
く
究
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
満
ち
て
い
る
こ
と

に
本
書
の
著
し
い
特
色
が
あ
ろ
う
。
ま
た
著
者
は
、
本
書
収
録
の
諸
論
考
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
②
③

後
に
も
重
要
な
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
を
含
め
て
、
著

者
の
多
岐
に
わ
た
る
見
解
の
う
ち
主
要
と
考
え
た
も
の
を
再
録
し
て
、
若
干

の
意
見
を
付
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
珠
洲
窯
の
生
産
技
術
に
つ
い
て
は
著
者
の
論
考
に
つ
き
る
た
め
、
窯
梅
造

と
焼
成
が
須
恵
器
の
系
譜
を
引
く
半
地
下
式
審
窯
・
還
元
焔
漁
焼
で
あ
る
こ

と
、
器
種
構
成
が
壷
・
甕
・
す
り
鉢
の
3
種
を
基
本
と
し
て
若
干
の
特
注
品

を
含
む
こ
と
、
成
形
技
術
は
東
海
の
甕
器
系
・
瀬
戸
内
の
須
恵
器
系
・
独
自

の
三
要
素
が
複
合
す
る
こ
と
、
生
産
の
後
半
の
蒋
期
に
生
産
地
・
生
産
器
種

の
集
約
が
な
さ
れ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
再
掲
す
る
の
に
と
ど
め
る
。
た
だ

一
般
的
に
古
代
後
期
（
平
安
期
頃
）
の
窯
は
小
型
化
の
傾
向
を
た
ど
り
中
燈
の

窯
は
大
型
化
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
そ
の
転
機
と
器
種
講
成
・
成
形
技
術
の

変
化
の
関
係
を
探
る
こ
と
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
一
一
・
＝
一

世
紀
の
窯
肚
調
査
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
た
だ
お
そ
ら
く
は
、
＝
一
世

紀
中
頃
の
珠
洲
窯
の
成
立
が
多
く
の
点
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
っ
た
こ
と
は

動
か
な
い
も
の
と
予
測
す
る
。

　
珠
洲
窯
の
製
品
の
流
通
の
変
化
に
つ
い
て
も
、
成
立
の
当
初
か
ら
基
本
3

種
が
商
品
と
し
て
流
通
し
、
一
三
世
紀
後
半
な
い
し
一
四
世
紀
以
後
に
東
北

日
本
海
地
域
で
独
占
的
な
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
、
一
五
世
紀
に
は
珠
洲
す

り
鉢
と
越
前
壼
・
菱
が
主
流
と
な
り
、
一
六
世
紀
初
め
頃
に
珠
洲
の
生
産
が

終
了
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
集
落
の
調
査
が
進
展
し
、

越
前
・
加
賀
・
珠
洲
・
越
中
八
尾
・
土
師
器
す
り
鉢
等
の
資
料
が
増
加
し
つ

つ
あ
る
。
ま
た
珠
洲
の
初
現
と
終
末
期
に
つ
い
て
の
知
見
も
得
ら
れ
つ
つ
あ

る
が
、
基
本
的
な
理
解
の
枠
組
み
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
評
者
が
著
者
に
、
大
き
く
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
に
加
え
て
、

珠
洲
窯
の
生
産
・
流
通
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
る
。
従
来
、

著
者
は
珠
洲
の
製
贔
が
京
畿
で
ほ
と
ん
ど
出
土
せ
ず
、
ま
た
生
産
地
で
あ
る

能
登
半
島
先
端
部
に
郡
域
を
単
位
と
す
る
よ
う
な
有
力
在
地
領
主
が
存
在
し

な
い
こ
と
を
重
視
し
て
、
珠
洲
窯
業
を
庄
園
制
経
済
の
粋
外
の
も
の
と
考
え
、

刀
禰
・
番
頭
級
有
力
名
主
の
多
角
的
な
生
産
・
交
易
活
動
の
一
環
と
し
た
。

ま
た
最
近
で
は
、
よ
り
上
位
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
て
い
る
。

そ
し
て
注
①
論
考
で
は
在
地
領
主
・
有
力
寺
社
に
関
す
る
詳
し
い
分
析
を
加

え
、
珠
洲
窯
中
核
支
群
で
あ
る
宝
立
聾
心
の
場
合
に
、
領
家
祈
蒋
所
法
住
寺

・
白
山
神
社
あ
る
い
は
西
方
寺
が
焼
山
を
媒
介
と
し
て
統
轄
す
る
地
位
に
あ
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つ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
た
。

　
評
者
が
特
に
興
味
深
く
思
う
こ
と
は
、
生
産
の
基
本
単
位
が
多
角
的
か
つ

完
結
的
な
小
経
営
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
製
品
の
商

品
的
広
域
流
通
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
本
書
第
三
章
3
及
び
注
②
論
考
に
お
い
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
白
山
宮
の
役
割
を
重
視
し
た
い
と
思
う
。
中
世
前
期
の
広
域
流
通
を

保
証
し
た
も
の
は
強
力
な
権
力
で
は
な
く
、
権
門
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
考
え

る
か
ら
あ
で
る
。

　
井
上
寛
司
に
よ
れ
ば
、
一
〇
世
紀
に
端
緒
を
も
ち
一
二
世
紀
を
通
じ
て
確

立
し
た
中
世
諸
国
一
宮
制
に
お
い
て
は
、
一
国
内
の
神
社
を
格
付
け
る
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

時
に
、
一
宮
が
軸
と
な
り
中
央
国
家
権
力
網
の
一
環
を
形
成
し
た
と
い
う
。

井
上
は
、
こ
の
制
度
史
的
な
研
究
を
基
礎
と
し
て
、
中
世
神
宮
の
祭
礼
・
神

事
が
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
民
衆
を
と
ら
え
機
能
し
え
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
評
者
は
そ
の
一

つ
の
理
由
と
し
て
、
著
者
の
い
う
「
民
間
必
需
の
非
自
給
物
資
」
流
通
へ
の

関
与
を
想
定
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
小
規
模
な
生
産
老
が
弱
小
な
寺
社
と

関
係
す
る
こ
と
が
、
東
北
日
本
海
域
の
海
運
網
に
乗
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た

り
、
東
海
の
盗
器
系
・
瀬
戸
内
の
須
恵
器
系
・
京
都
の
土
師
器
の
技
術
導
入

の
回
路
を
得
る
こ
と
に
も
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

　
権
門
と
直
接
経
営
者
の
関
係
と
し
て
は
、
直
接
経
営
者
が
自
山
宮
神
人
の

身
分
を
も
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
具
体
的
な
関
係
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
西
法
寺
に
近
著
し
て
珠

洲
陶
器
を
用
い
た
中
世
墓
地
が
成
立
す
る
こ
と
等
か
ら
み
て
、
そ
の
必
要
物

資
を
貢
納
す
る
こ
と
を
見
返
り
に
し
て
、
大
多
数
の
製
品
の
生
産
・
流
通
に

関
す
る
自
主
的
な
活
動
を
保
証
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
こ

の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
中
世
前
期
畿
内
の
土
器
作
り
手
と
、
さ
ほ
ど
変
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
な
い
方
式
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
反
爾
、
畿
内
と
異
な
る
と
思
う
要
素
は
、
畿
内
の
土
器
作
り
手
が
多

分
に
専
業
的
（
分
業
的
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
珠
洲
窯
の
そ
れ
が
多
角
的
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
以
来
の
伝
統
に
根
差
す
重
要
な
相

違
点
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
い
ず
れ
が
進
ん
だ
方
式
で
あ
る
か
は
簡
単

な
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。
評
者
は
、
畿
内
中
世
の
伝
統
的
な
分
業
的
生
産

体
制
は
、
根
強
い
土
器
生
産
の
存
続
に
見
る
よ
う
に
保
守
的
な
要
素
で
あ
り
、

そ
れ
を
克
服
し
て
近
世
的
様
相
を
形
成
す
る
に
は
畿
外
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト

が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　
先
述
の
通
り
、
著
者
は
東
北
日
本
海
域
の
様
相
を
太
平
洋
岸
や
西
日
本
と

比
較
し
て
、
汎
日
本
的
な
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
。
評
者
も
常
に
そ
の
研
究

の
成
果
と
姿
勢
に
学
ぶ
も
の
の
一
人
で
あ
る
。
た
だ
珠
洲
窯
の
性
格
が
後
進

的
な
須
恵
器
生
産
と
は
い
え
な
い
と
高
く
評
価
さ
れ
る
反
面
、
東
海
の
島
島

系
や
播
磨
須
恵
器
生
産
に
比
し
て
、
分
業
体
制
が
未
成
熱
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
若
干
の
疑
念
を
も
っ
て
い
る
。

　
先
に
示
さ
れ
た
通
り
、
そ
の
生
産
単
位
は
多
角
経
営
的
な
側
面
を
有
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
が
、
製
晶
が
独
占
的
に
商
圏
を
確
保
す
る
様
相
と
、
多
様
な

製
品
が
競
合
・
補
完
す
る
在
り
方
の
い
ず
れ
が
進
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

評
者
に
も
解
答
の
用
意
は
な
い
が
、
北
陸
の
集
落
資
料
に
お
い
て
は
中
国
製

陶
磁
器
・
国
産
陶
器
・
土
器
お
よ
び
漆
器
や
鉄
製
鍋
釜
の
中
世
的
器
種
分
業

が
、
畿
内
や
瀬
戸
内
よ
り
も
早
く
か
ら
明
確
な
形
で
貫
徹
し
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
そ
し
て
中
世
の
地
域
性
は
、
土
師
器
・
瓦
器
生
産
が
卓
越
す
る
畿
内

と
尾
張
瀬
芦
施
紬
陶
器
生
産
を
独
特
の
様
相
と
し
、
東
海
・
北
陸
・
瀬
戸
内

が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
様
相
を
も
ち
つ
つ
相
似
た
水
準
で
中
世
的
に
転
換
し
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た
可
能
性
を
考
え
た
い
。

　
著
者
の
考
え
の
現
在
の
到
達
点
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
注
②
文
献
に
お
い

て
は
、
一
一
倣
紀
中
頃
と
＝
ハ
世
紀
末
～
一
七
世
紀
初
葉
を
中
世
の
始
期
と

終
期
と
お
さ
え
た
上
で
、
三
段
階
6
期
に
分
け
て
記
述
し
て
い
る
。
そ
し
て

権
門
に
よ
る
海
上
権
の
掌
握
、
中
核
港
湾
を
拠
点
と
す
る
問
丸
商
人
の
活
躍
、

朝
倉
氏
庇
護
下
の
敦
賀
新
興
廻
船
問
屋
の
海
上
権
握
裳
と
い
う
三
段
階
区
分

は
、
日
本
海
域
の
中
世
海
運
史
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
視
点
を
与

え
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
た
い
。
な
お
畿
内
・
瀬
戸
内
の
場
合
に
は
、

南
北
朝
期
を
境
と
し
て
中
世
前
・
後
期
の
二
段
階
に
区
分
す
る
方
が
理
解
し

や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
著
者
の
示
す
通
り
そ
の
農
開
に
差
が
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
評
者
は
、
そ
の
差
を
む
し
ろ
、
洋
本
海
域
の
方
が
中

国
製
陶
磁
器
の
流
通
が
目
立
つ
こ
と
と
関
係
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
土
器
・
陶
磁
器
の
中
世
的
特
質
を
一
言
で
表
現
す
る
と
ど
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
中
世
陶
器
の
特
質
を
「
民
間
必

需
の
非
自
給
物
資
」
の
生
産
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
評
者
な
り
に
理

解
す
る
と
、
中
世
社
会
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
民
衆
と
流
通
と
い
う
二

つ
の
視
点
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
う
。
現
在
、
評
者

は
こ
れ
を
敷
衛
し
て
中
世
を
「
商
工
業
者
が
権
力
に
対
し
て
相
対
的
に
自
立

性
を
高
め
た
時
期
」
と
表
現
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
の

研
究
に
轟
か
れ
つ
つ
、
評
者
は
中
世
初
期
に
食
器
生
産
が
瓦
生
産
と
分
離
し

専
業
化
し
て
い
く
こ
と
、
お
よ
び
近
世
初
期
に
城
下
町
の
形
成
と
軌
を
一
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
て
新
た
な
生
産
・
流
通
体
制
が
編
成
さ
れ
た
り
、
瓦
生
産
体
制
が
復
活
し

　
　
　
　
　
⑧

た
り
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
そ
の
間
の
変
容
過
程

に
つ
い
て
も
著
者
の
膿
尾
に
付
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
以
上
、
著
者
の
説
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
蛇
足
を
付
け
加
え
た
。

た
だ
吉
岡
氏
の
考
察
は
、
緻
密
で
あ
り
、
慎
重
な
表
現
が
多
い
。
本
稿
で
は

書
評
と
い
う
性
格
か
ら
、
著
者
の
考
え
を
か
な
り
単
純
化
し
て
要
約
し
た
た

め
、
重
要
な
論
点
を
捨
象
し
た
り
、
本
来
の
意
図
に
反
し
て
評
し
た
部
分
が

多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
。
申
世
考
古
学
に
興
味
を
持
た
れ
る
方

々
は
、
是
非
、
本
書
を
熱
濡
し
、
箸
者
の
考
え
を
直
接
に
理
解
し
て
頂
き
た

い
と
思
う
。
そ
こ
に
日
本
中
世
考
古
学
の
到
達
点
と
今
後
の
可
能
性
と
が
、

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

①
　
吉
岡
康
暢
「
中
世
陶
器
の
生
産
経
営
形
態
一
能
登
・
珠
洲
窯
を
中
心
に
一
」

　
『
嗣
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
智
』
第
＝
一
幕
、
一
九
八
七
年
。

②
　
吉
岡
康
暢
「
北
東
日
本
海
域
に
お
け
る
中
世
陶
磁
の
流
通
」
『
国
立
歴
史
民
俗

　
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
九
集
、
一
九
八
九
年
。

③
吉
岡
康
暢
・
小
野
正
敏
・
水
野
九
衛
門
・
田
中
照
久
『
東
日
本
に
お
け
る
中
世

　
窯
業
の
基
礎
的
研
究
』
一
九
入
九
年
。

④
　
井
上
寛
司
「
中
世
諸
国
一
宮
制
と
地
域
支
配
権
カ
一
『
日
本
史
研
究
』
第
三
〇

　
八
弩
、
一
九
八
八
年
。

⑤
　
脇
田
晴
子
「
中
世
土
器
の
生
産
と
流
通
」
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
』
∬
、

　
一
九
八
六
年
。

⑥
　
北
陸
古
代
手
工
業
生
産
史
研
究
会
『
北
陸
の
古
代
手
工
業
生
産
』
一
九
八
九
年
。

⑦
　
前
川
要
「
織
豊
期
に
お
け
る
瀬
戸
・
美
濃
窯
生
産
技
術
…
の
地
方
伝
播
」
　
『
美
濃

　
の
古
陶
』
第
三
号
、
一
九
八
九
年
。

⑧
　
久
保
智
康
「
近
世
中
～
後
期
越
前
に
お
け
る
赤
瓦
の
生
産
」
『
福
井
考
古
学
会

　
会
誌
』
第
七
号
、
一
九
八
九
年
。
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A
5
版
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興
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版
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円
）
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