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齢

【
梗
概
】
　
わ
が
國
の
古
墳
時
代
文
化
は
畿
内
を
中
心
と
し
た
地
方
に
ま
ず
群
生
し
、
し
か
る
後
に
關
支
．
や
九
州
に
も
傳
肥
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
交
信
の
傳
播
に
は
昨
聞
を
要
す
る
の
で
、
畿
内
に
お
け
る
各
交
化
覇
は
、
淘
級
馬
方
で
は
一
二
世

紀
ず
つ
お
く
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
ふ
の
が
從
來
の
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
周
．
豫
で
新
し
い
時
代
に
古
い
文
化
が
行
わ
れ
た
様
に
見
え

る
の
は
、
特
殊
な
理
学
の
あ
る
現
象
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
、
實
際
は
局
綴
融
會
が
一
旦
古
墳
の
樽
造
を
必
要
と
す
る
よ
5
に
な
る
と
、
淘
繊

に
お
い
て
も
當
時
の
畿
内
と
ほ
穿
同
じ
丈
受
認
が
傳
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
化
の
傳
播
に
畔
聞
が
か
玉
る
と
い
5
の

は
、
照
和
え
る
側
の
磁
力
の
蓄
稜
と
、
受
け
る
側
の
受
入
態
勢
の
整
備
と
が
、
と
も
に
満
…
た
さ
れ
て
は
じ
，
め
て
文
化
傳
播
の
機
．
構
が
醗
動
ず
る

と
い
5
こ
と
で
、
爾
蒋
聞
の
距
離
の
み
が
決
定
的
な
要
素
で
は
な
い
で
あ
ら
5
0
古
墳
臨
代
の
九
州
川
に
お
い
て
．
，
畿
内
交
、
化
が
波
及
す
る
ま

で
は
、
直
接
大
陸
交
化
を
駁
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
交
化
を
受
け
る
側
の
靴
愈
組
織
の
未
護
蓬
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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一
、
序
　
誉

二
、
三
内
交
化
の
闘
東
へ
の
健
播
（
以
上
本
號
）

三
、
畿
内
丈
化
の
九
州
へ
の
傳
播

四
、
大
陸
丈
化
の
九
州
へ
の
傳
播

古
鱗
豊
代
に
お
け
る
交
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

　
お
よ
ユ
」
あ
る
時
代
に
お
け
る
｛
入
化
の
瓢
張
移
を
考
え
る
細
腰
武
曾
に
は
、

そ
の
文
化
を
生
長
さ
せ
攣
化
さ
せ
る
一
訴
因
が
、
そ
の
｛
X
化
自
記
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
厄

ち
に
あ
る
か
、
外
月
部
か
ら
の
影
群
響
が
こ
れ
に
曾
加
わ
り
、
あ
る
い
は
ま
．

三
九



　
　
　
　
宵
墳
時
代
に
お
け
る
交
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

た
そ
の
主
因
と
な
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
封

照
的
な
二
つ
の
現
〃
象
を
、
㎝
販
密
に
は
一
安
畳
国
で
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、

か
り
に
丈
雁
の
嚢
展
と
丈
化
り
傳
播
と
い
う
言
葉
で
置
き
か
え
て
見

よ
う
。

　
あ
る
丈
化
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
そ
の
丈

化
の
存
在
す
る
地
域
的
な
振
が
り
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
二
化
圏

が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
前
記
の
意
味
で
の
文
化

の
獲
展
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
理
化
圏
は
閉
ざ
さ
れ
た
箪
】
の

も
の
で
事
足
る
が
、
・
馬
事
の
傳
播
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
丈

化
を
逡
り
出
す
地
域
と
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
地
域
と
が
、
あ
る
い

は
一
つ
の
開
化
圏
内
に
お
け
る
夢
心
と
周
縁
と
し
て
、
あ
る
い
は
二

つ
の
文
化
圏
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
理
の
當
…
然
で

あ
る
。

　
申
心
か
ら
周
縁
へ
の
よ
叉
ル
伽
の
使
四
播
に
・
も
、
転
κ
と
え
ば
古
い
⊥
又
化
畑
…

ぼ
ど
画
く
び
う
が
る
と
い
っ
た
風
な
類
型
の
設
定
が
試
み
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
が
、
あ
る
⊥
叉
化
圏
の
周
縁
の
特
定
の
一
地
域
に
お
い
て
は
、

必
ず
し
も
中
心
に
磯
生
し
た
す
べ
て
の
写
象
が
、
そ
こ
に
順
序
正
し

く
波
及
す
る
も
の
と
は
さ
ま
っ
て
い
な
い
こ
之
も
事
實
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

、
文
化
圏
の
男
縁
に
お
い
て
は
、
中
心
に
存
す
る
あ
る
丈
化
相
の
腕
薄

や
、
二
つ
の
文
化
相
が
同
時
に
、
あ
る
い
は
順
序
を
攣
更
し
て
到
着

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
…
封
外
的
に

は
一
つ
の
丈
化
圏
と
認
め
ら
れ
る
地
域
内
の
文
化
現
象
で
あ
っ
て
も

そ
こ
に
申
心
か
ら
周
縁
へ
の
文
化
の
聖
画
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
丈
化
照
【
内
に
お
け
る
父
化
の
嚢
展
の
賢
㎝
臓
を
知
る
た
め
に

は
、
ま
ず
丈
化
圏
の
二
心
に
お
い
て
こ
れ
を
確
か
め
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
丈
化
圏
の
周
縁
に
お
い
て
槻
察
せ
ら
れ
た
も
の
を
以
て
全
睡
を

推
ず
こ
と
は
、
重
大
な
誤
り
を
撰
す
こ
と
に
な
る
危
瞼
が
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
次
に
そ
の
｛
入
化
略
閲
に
外
一
部
か
ら
の
丈
化
無
類
が
加
わ
っ
た
場
置
月
、

そ
れ
が
常
に
蔵
接
申
心
に
謝
し
て
の
み
流
入
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は

前
の
場
・
曾
と
ほ
雲
同
じ
結
果
に
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
周
縁

に
ま
ず
影
響
を
輿
え
、
二
つ
の
文
化
圏
の
隔
按
姻
脚
面
に
お
い
て
文
化
接

燃胸

ﾌ
現
象
中
に
生
じ
た
場
…
A
淵
に
は
、
そ
の
・
文
化
圏
内
の
・
文
化
の
一
算
展
は
．

多
元
門
的
に
な
ら
ざ
る
卓
に
得
な
い
た
め
に
、
↓
甲
心
地
鳳
域
の
研
究
の
み
を

以
て
は
實
艦
を
つ
か
め
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
は
費
際
の
文
化
の
研
究
に
お
い
て
、
わ
れ
く
が
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し
ば
し
ば
直
面
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
．
わ
が
國
の
古
墳
時

代
文
化
は
、
彌
生
式
時
代
文
化
の
漸
進
的
な
稜
達
と
し
て
で
は
な

く
、
現
在
認
知
し
う
る
範
園
で
は
、
突
然
長
薯
と
も
欝
す
べ
き
形

で
、
す
で
に
一
定
の
完
成
せ
る
形
態
を
も
つ
た
も
の
と
し
て
見
出
さ

れ
”
る
の
で
、
そ
の
地
方
の
三
二
の
文
化
と
の
閣
議
を
比
較
的
重
要
観

す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
畿
内
を
欝
欝
と
し
て
生
起
し
た
思
し
い
丈

化
の
書
展
と
、
そ
の
國
内
へ
の
憐
播
の
問
題
乏
し
て
取
り
扱
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
畿
内
よ
ゆ
は
お
く
れ
て
新
し

噛
い
文
化
が
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
關
東
地
方
の
古
墳
時
代
丈
化

の
研
究
は
、
　
一
つ
の
文
化
圏
内
に
お
け
る
磁
心
か
ら
周
縁
へ
の
文
化

傳
播
の
事
例
と
し
て
、
模
式
的
に
親
察
さ
れ
ろ
で
あ
ろ
う
レ
、
ま
海

畿
内
に
謝
し
て
は
聴
罪
と
同
じ
關
係
に
立
つ
九
州
の
古
墳
時
代
文
化

の
場
合
に
は
、
他
方
に
高
い
文
化
を
有
す
る
大
陸
に
近
接
し
て
い
る

と
い
う
特
殊
條
件
を
加
算
し
て
、
文
化
の
獲
展
が
多
元
的
に
行
わ
れ

や
す
い
ど
い
う
可
能
性
を
含
ん
だ
地
域
と
し
て
、
別
個
な
興
味
あ
隔
Φ

鮒謝

ﾛ
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
ず
こ
エ
に
あ
ら
か
じ
め
決
定
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
一
〇

の
問
題
が
あ
る
。
な
る
醸
ど
古
墳
時
代
文
化
が
畿
内
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

獲
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
畿
内
に
お
け
る
あ
る
程
慶
の
文
化

の
解
毒
の
後
に
、
閣
土
の
東
西
に
簿
播
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
記
紀
に
お
け
る
豊
本
諦
武
奪
の
蝦
夷
・
能
｛
襲
征
伐
の
物
轍
四
の
歴
史

的
眞
単
性
を
信
ず
る
と
否
と
に
か
N
わ
ら
ず
、
考
古
墨
的
事
實
な
り

と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
關

東
や
九
州
に
お
け
る
古
墳
時
代
文
化
が
、
畿
内
の
そ
れ
に
比
し
て
お

く
れ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
理
由
拡
、
畿
内
に
お

け
る
あ
る
文
化
相
が
、
常
に
傳
播
に
時
間
を
要
す
る
た
め
に
、
時
聞

的
に
お
く
れ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
文
化
の
開
始
は
お
く
れ
た
が
、
畿
内
に
お
け
る
あ
る
新
し
い
文

化
相
が
ま
ず
地
方
に
も
あ
ら
わ
れ
た
後
は
涯
ゴ
畿
内
と
即
行
し
て
、

棚
似
た
獲
展
遜
程
を
た
ど
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
エ
に
理

論
翌
閏
な
一
つ
の
～
困
…
薙
が
あ
る
。
そ
れ
は
棚
陣
播
に
要
す
る
時
間
の
問

題
で
あ
る
。

　
　
つ
の
文
化
圏
の
中
心
と
周
縁
と
に
・
同
｝
現
象
が
存
す
る
場
合

に
、
そ
こ
に
丈
化
憐
播
の
事
實
を
認
め
る
以
上
、
傳
播
に
要
し
た
時

間
の
萱
　
だ
け
、
偽
者
の
置
戸
に
時
闇
差
を
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

理
論
上
は
一
町
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
一
膿
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

ど
の
程
慶
の
時
間
差
が
計
算
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
く
が
普

涌〃

ﾉ
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
繭
…
地
黒
’
閣
四
の
地
理
的
な
距
離
の
み

で
あ
る
ゆ
は
た
し
て
文
化
傳
播
に
要
す
る
時
間
差
が
、
地
理
的
距
離

の
蝶
近
の
み
に
よ
っ
て
測
り
ヶ
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
う
い

う
人
が
あ
る
が
も
知
れ
な
い
。
丈
化
圏
の
中
心
と
周
縁
と
に
お
い
て

同
】
現
象
が
明
か
に
時
間
差
を
示
す
遺
物
を
件
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
場

合
の
獲
見
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
そ
れ
が
早
場
年
代
を

示
す
紀
年
銘
の
如
き
も
の
で
な
い
限
り
、
周
縁
に
見
出
さ
れ
る
新
し

い
年
代
を
示
す
遺
物
の
年
代
は
、
そ
こ
に
一
方
的
な
文
化
の
傳
播
の

み
が
考
え
ら
れ
る
限
．
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
場
合
に
も
ま
た
申
心
に

お
け
る
同
一
物
に
比
し
て
、
傳
播
に
よ
る
未
知
の
時
間
差
を
加
算
し

て
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
つ
い
に
問
題
の
解
決
を
不
可
能
に
す
る
に
す

ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
丈
化
隔
圏
の
周
縁
に
お
け
る
あ
る

丈
上
相
の
は
じ
ま
り
は
、
申
心
か
ら
の
混
播
に
要
し
た
時
間
だ
け
お

く
れ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
故
に
、
も
し
周
縁
に
乱
心
と
同

一
の
現
象
が
見
出
さ
れ
て
も
、
周
縁
の
文
化
は
時
代
を
下
げ
て
考
え

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
論
位
し
得
な
い
循
環
論
法
を
遜
け
る
た
め

に
、
た
と
え
傭
…
播
に
要
す
る
時
間
を
考
慮
の
外
に
囲
置
い
て
も
、
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

離
島
果
や
九
州
の
漁
業
時
代
文
化
は
、
畿
内
の
そ
れ
に
比
し
て
時
間
剛

に
お
く
れ
て
焚
生
し
た
も
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
事
實
に
よ
っ

て
離
農
し
て
見
た
い
と
思
う
。

　
な
お
．
・
か
工
る
問
題
の
考
繊
漏
に
は
、
現
時
の
墨
・
界
で
悼
逓
澄
し
て
い

る
様
な
、
古
墳
時
代
を
前
後
ま
た
は
薪
古
の
二
大
別
に
の
み
塵
志
す
・

る
年
代
槻
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
も
し
か
x
る
概
念

を
以
て
す
れ
ば
、
關
東
に
も
九
州
に
も
古
式
の
古
墳
の
豊
侃
轡
田
な
｛
仔
山
仕

を
静
思
応
せ
ね
ば
な
ら
な
く
占
な
り
、
そ
れ
「
ら
が
畿
r
内
の
置
バ
に
＋
卜
い
交
h
固

相
に
比
し
て
い
か
な
る
位
置
に
立
つ
か
を
、
十
分
に
設
明
す
る
に
足

る
尺
山
皮
と
し
て
は
役
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
塗
こ
で
自
分
は
古
墳

時
代
を
前
・
申
・
後
の
三
期
に
匿
養
し
て
考
察
を
進
め
た
い
と
思

う
。
自
分
が
古
墳
時
代
中
期
と
爾
す
る
も
の
は
、
四
世
紀
末
か
ら
五

世
紀
茄
俊
牟
・
に
か
け
て
の
百
年
絵
り
の
期
閣
四
で
あ
っ
て
、
畿
’
内
で
は
鷹
…

晶騨

E
仁
徳
・
履
脇
中
興
陸
燈
な
ど
の
、
鵡
鮒
山
万
部
が
よ
う
や
く
後
㎜
中
部
よ
り

も
大
き
く
な
り
は
じ
め
、
壇
丘
の
周
幽
に
築
紫
な
周
渥
を
め
ぐ
ら
し

た
形
の
、
豊
一
型
的
な
前
方
後
m
圓
墳
の
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
ほ
貰

從
來
前
期
と
継
稽
さ
れ
て
い
た
時
代
の
後
孚
に
射
る
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
そ
れ
が
内
部
縮
㎜
造
や
華
麗
汁
品
に
お
い
て
秘
蹟
際
に
い
・
か
な
る
内

C　307　）



容
を
も
つ
か
は
、
す
べ
て
本
稿
の
記
述
を
通
じ
て
明
か
に
し
た
い
と

思
う
。

　
自
分
と
同
じ
く
古
壌
時
代
を
前
・
申
・
後
の
三
期
に
涯
分
し
て
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

え
よ
う
と
し
た
人
に
、
す
で
に
後
藤
守
一
氏
が
あ
る
が
喝
氏
の
予
期

の
認
識
は
前
方
後
山
墳
の
外
形
攣
遽
の
一
時
期
と
し
て
摘
出
さ
れ
た

程
度
を
多
く
出
ず
、
副
葬
晶
な
ど
の
特
色
が
、
前
期
と
後
期
と
は
古

く
か
ら
鮮
や
か
に
鉗
比
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
饗
』
て
、
從
來
後
期
の

齢符

F
と
さ
れ
陽
て
い
た
も
の
を
、
わ
ず
か
に
詫
農
期
の
終
講
か
ら
後
期
に

か
け
て
の
こ
と
と
と
職
茜
い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
晶
甲
介
の
勃
囎
識
の
不

「
十
分
さ
を
糊
塗
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
・
本
稿
が
撰
題
の
論
旨
の
ほ

か
に
、
漁
婚
期
の
難
訓
論
に
多
く
の
軸
員
を
　
費
さ
ね
ば
占
な
ら
な
・
か
っ
た
の

は
、
そ
う
い
う
事
情
が
別
に
あ
っ
た
か
、
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
諒

と
せ
ら
れ
た
い
。

滋
①
後
藤
守
一
『
ヨ
本
の
丈
化
（
黎
明
篇
）
』
（
昭
和
十
六
年
）

二
　
畿
内
月
一
の
一
三
へ
の
昌
昌

　
古
墨
時
代
二
化
の
周
縁
へ
の
傳
播
の
時
期
を
論
ず
る
に
は
、
ヒ
の

時
代
の
開
始
と
と
も
に
獲
生
し
．
か
つ
こ
ρ
文
化
の
代
表
的
現
象
の

　
　
　
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
交
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

一
と
い
う
に
足
る
晶
罰
⊥
万
後
闘
厩
繊
を
取
り
上
げ
、
そ
の
簿
鳳
捨
の
｛
新
築
蘭
を

擬
察
す
る
の
が
適
當
な
方
法
で
あ
ろ
う
。

　
幸
に
し
て
關
…
繭
果
地
方
の
前
方
後
駆
墳
に
つ
い
て
は
、
後
藤
守
一
氏

が
上
…
野
地
⊥
万
の
一
＋
口
機
群
に
照
閉
す
る
…
数
々
の
賢
例
、
か
ら
齢
蹄
納
…
せ
ち
れ
鴨

た
外
形
攣
眼
槻
が
あ
る
。
し
か
も
こ
の
研
究
は
、
丈
化
圏
の
周
縁
に

暴
い
て
…
観
滅
狐
せ
ら
れ
た
交
題
獲
「
展
の
渦
竈
任
を
以
て
、
全
艦
の
そ
れ
を

推
す
の
は
危
瞼
で
あ
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
一
般
論
と
は
反
鍬
に
、

上
野
に
お
け
る
結
果
か
ら
全
國
の
そ
れ
を
も
類
推
し
う
る
と
い
う
提

言
を
含
ん
で
い
る
黙
で
、
前
方
後
玄
馬
研
究
奥
上
に
劃
期
的
な
意
義

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
い
ま
、
上
…
野
國
多
野
一
躍
雫
井
村
白

　
　
　
　
　
①

石
古
墳
群
の
研
究
か
ら
出
平
し
た
、
氏
の
＝
逼
の
論
凱
葡
を
た
ど
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ま
つ
後
藤
氏
の
博
論
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
考
察
の
出

獲
黙
と
し
よ
う
。

　
後
藤
氏
に
よ
る
と
、
白
石
古
墳
群
に
お
け
る
七
基
の
前
方
後
圓
壇

は
、
そ
の
外
形
に
お
い
て
「
前
方
部
は
後
圓
部
よ
珍
高
さ
低
く
か
っ

長
く
延
び
て
い
る
が
、
前
方
部
の
張
り
出
し
が
少
」
い
第
一
様
式

（
銚
子
旗
振
式
一
前
期
）
と
、
「
前
方
部
と
後
影
部
と
の
高
さ
は

略
ぼ
相
等
し
く
か
つ
前
方
部
の
前
端
は
思
ぴ
切
ら
て
長
く
張
」
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
撮
（
上
）
（
小
林
）

第
二
様
式
（
二
子
山
型
式
－
中
期
）
と
、
「
前
方
部
は
後
学
部
と

高
さ
を
等
う
し
て
い
る
が
、
そ
の
長
さ
も
短
く
、
前
端
の
張
り
も
短

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
」
第
三
様
式
（
双
墓
型
式
－
後
期
）
と
の
三
者
に
分
類
さ
れ
、

が
つ
こ
の
順
序
に
、
前
方
後
追
壇
の
型
式
は
攣
遽
し
た
と
考
え
ら
れ

る
と
い
う
。
も
っ
と
も
氏
の
分
類
に
は
、
こ
玉
に
恐
げ
た
外
形
の
墨

堤
の
他
に
、
爆
口
墳
の
山
払
地
、
形
象
鮪
燃
物
の
種
類
、
周
「
湿
、
内
部
構
一
造

な
ど
の
籾
…
違
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
銚
子
塚
型
式
の
毛
の
が

申
口
い
と
い
う
結
払
細
の
愛
轡
肉
性
に
つ
い
て
は
、
「
關
即
東
地
｛
力
以
一
四
の
地
に

於
い
て
も
多
く
其
の
侵
畳
園
性
を
勿
脚
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後

畿
出
門
地
方
及
び
中
…
國
地
方
に
於
い
て
も
、
一
同
一
結
論
…
に
噛
運
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
あ
る
ま
い
か
と
ぼ
患
う
て
い
る
」
と
、
相
當
の
自
信
の
あ
る
こ
と

が
醸
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
そ
れ
以
後
の
著
作

に
お
い
て
、
白
石
古
填
群
の
研
究
に
よ
っ
て
構
想
せ
ら
れ
た
前
方
後

圓
墳
の
攣
遜
槻
が
、
そ
の
ま
エ
塗
國
的
な
規
準
と
し
て
採
用
さ
れ
る

に
い
だ
っ
た
こ
と
も
、
あ
え
て
不
審
左
抱
く
に
は
當
ら
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
次
い
で
氏
は
白
石
申
口
熱
一
群
に
お
け
る
前
期
型
式
の
蜜
年
代
を
、
そ

の
籍
荷
山
古
墳
に
つ
い
て
五
世
紀
代
に
求
め
、
後
期
型
式
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

を
、
　
一
二
の
副
葬
品
の
年
代
槻
か
ら
七
世
紀
前
孚
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
e
し
か
し
て
こ
れ
を
、
畿
内
に
お
い
て
は
前
期
型
式

が
ほ
里
三
世
紀
に
は
じ
ま
り
、
後
期
型
式
が
六
世
紀
末
を
以
て
終
　
っ

て
い
る
野
江
と
比
較
し
て
、
　
こ
X
に
上
野
地
方
に
お
い
て
は
、
驚
阿

聯
繋
圓
墳
推
移
の
メ
ー
タ
ー
が
畿
内
地
方
の
そ
れ
と
は
少
く
も
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

世
紀
の
遅
延
を
閨
閥
め
な
け
れ
ば
な
ら
へ
な
い
し
と
い
う
涌
一
則
ゆ
乞
導
き
出

さ
れ
払
の
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
様
な
後
藤
鯉
氏
の
砧
肺
瓢
澗
に
は
、
上
…
野
地
方
に
お
け
る

槻
察
を
以
て
全
署
の
そ
れ
を
推
し
う
る
と
さ
れ
た
理
論
の
不
備
ぽ
別

と
し
て
も
、
な
お
舞
台
を
要
す
る
一
二
つ
の
…
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、
前
方
後
園
墳
の
型
式
憂
遷
擬
に
蔑
す
る
も
の
で
、
こ

れ
を
濱
田
耕
作
博
士
が
畿
内
の
皇
陵
に
つ
い
て
考
察
せ
ら
れ
た
、
前

方
部
の
狭
く
低
い
型
式
か
ら
、
そ
の
難
く
高
い
型
式
へ
、
　
】
方
向
的

　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
攣
化
し
て
行
っ
た
と
す
る
型
式
…
槻
と
比
較
す
る
と
、
後
出
型
式
の

解
澤
に
か
な
り
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
少
く

と
も
い
な
か
る
型
式
を
古
い
と
す
る
か
と
い
う
黙
で
は
、
ほ
父
爾
読

は
こ
蚊
を
示
し
て
い
る
様
で
あ
る
か
ら
、
議
論
を
進
め
る
た
め
に
．

こ
N
で
は
こ
れ
以
上
追
求
し
な
い
で
置
き
た
い
。
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第
二
の
…
尚
齢
題
は
．
後
藤
氏
が
畿
内
の
前
方
後
圓
［
墳
の
乱
甲
期
型
式
は

慮
聯
・
仁
徳
爾
陵
を
代
表
と
し
た
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
の
．

も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
を
と
り
つ
x
、
し
か
も
上
野
地
方

に、

ｨ
け
ろ
前
期
型
式
の
實
年
代
を
、
五
世
紀
代
に
求
め
ら
れ
た
と
こ

ろ
が
ら
出
褒
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
す
で
に
五
世
紀
代
が

前
方
後
圓
壌
の
中
期
型
式
の
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
と
い
う
以
上
、

前
期
型
式
に
脇
…
す
る
と
い
う
稻
荷
山
古
墳
の
年
代
を
、
一
一
四
世
紀

代
以
前
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
、
あ
る
い
は
前
期
型
式

と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
が
實
際
に
は
前
期
の
み
で
な
く
、
申
期
に

も
行
わ
れ
た
こ
と
を
承
認
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
後
藤
氏
は
そ
れ
が
關
東
地
方
は
畿
内
地
方
に
比
し
て
「
文
化
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

展
の
大
勢
に
多
少
の
遅
れ
の
あ
る
」
た
め
で
あ
る
と
し
、
こ
の
問
題

を
前
期
型
式
の
開
始
の
時
期
の
相
違
に
よ
っ
て
論
明
し
よ
う
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
氏
の
論
理
に
お
い
て
は
．
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
後
期
型

式
の
年
代
に
も
、
爾
…
地
⊥
万
の
閤
岡
に
〃
差
異
が
あ
る
と
い
う
理
鯉
凹
と
雷
瓢
ね

A
却
わ
せ
ら
れ
て
、
コ
醐
方
谷
翻
墳
推
移
の
メ
ー
タ
ー
」
の
遅
延
を
嘱
H

え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
玉
に
第
三
の
問
題
が
胚
胎

　
　
　
　
・
古
墳
時
代
に
診
け
る
丈
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
．
あ
る
鉱
化
現
象
の
開
始
が
他
よ
り
お
く
れ

だ
だ
の
に
、
そ
の
絡
末
も
ま
た
他
よ
り
塞
く
れ
る
と
い
う
肉
…
果
關
…
係

が
成
山
弔
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
開
始
よ
り
終
末
宏
で
の
闇
…
に
一
｛
疋

の
段
階
的
獲
展
、
あ
る
い
は
一
定
の
時
聞
的
経
懸
を
必
要
と
す
る
場

合
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
比
較
せ
ら
れ
る
二
つ
の
文
化

が
．
治
π
全
な
梢
似
形
と
し
て
考
え
う
る
際
に
の
み
歳
エ
曝
す
る
論
理
で

あ
る
。
そ
の
故
に
ま
た
後
曲
燧
氏
に
お
い
て
は
、
墨
東
の
晶
筆
頭
後
圓
墳

の
型
式
攣
口
唱
の
過
程
を
も
つ
て
．
畿
内
そ
の
他
め
そ
れ
を
推
知
し
う

る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
前
方
後
囲

墳
の
攣
遷
の
如
き
な
、
必
ず
し
も
常
に
そ
の
様
な
段
階
的
∵
織
劇
的

生
長
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
追
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
前
方
後

圓
壇
の
螢
造
を
必
要
と
感
じ
た
杜
會
が
、
も
は
や
そ
れ
を
要
求
し
な

く
な
る
ま
で
に
は
、
あ
ス
之
狸
の
朝
命
闘
襟
㎎
域
の
嚢
展
を
経
過
せ
ね
ば
ら
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
‘
前
方
後
圓
墳
の
型
の
一
つ
】
つ
に
は
、
そ
れ
に

關
即
醸
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
葬
法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
…
教
的
槻
弓
の

攣
漂
噛
が
考
え
ら
れ
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
轟
入
化
の
撫
陣
鉦
…
の
遡
鰹
へ
を
加
誌

め
、
そ
れ
ら
が
常
に
文
化
圏
の
欝
欝
に
お
け
る
磯
展
の
反
映
と
し
て

周
縁
に
攣
化
を
與
え
る
こ
と
を
考
え
る
以
上
、
丈
化
を
傳
播
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
國
五

（　．fi．10　）



　
　
　
　
宵
墳
時
代
に
お
げ
〉
る
交
化
の
傳
撤
（
上
）
（
小
林
）

中
心
の
堅
力
の
攣
化
を
考
慮
せ
ず
に
、
畢
面
的
な
壮
心
か
ら
局
縁
へ

の
踊
離
…
の
み
に
山
払
八
一
し
て
～
あ
る
一
時
期
に
お
け
る
墨
田
…
凝
鮒
陛
延
を

憂
艦
を
逓
じ
て
の
菊
池
と
考
え
、
あ
る
い
は
闘
始
期
の
懸
延
と
絡
末

期
の
遍
羅
と
に
必
然
的
關
係
あ
り
と
速
断
す
る
こ
と
は
、
許
す
べ
き

で
は
な
か
δ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
上
里
地
方
に
お
け
る
前
期
型

式
の
前
方
後
山
踏
酒
の
出
現
が
、
畿
内
地
山
力
に
比
し
て
お
く
れ
た
と
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『

ら
れ
る
現
象
は
、
た
雲
そ
れ
の
み
の
問
題
と
し
て
、
ま
ず
深
く
探
究

さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
と
、
後
鹸
…
氏
が
稻
荷
∵
山
古
墳
の
年
・
代
を
五

世
紀
と
さ
れ
た
の
は
、
　
い
・
か
な
る
岩
根
捺
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
か

が
、
、
必
ず
し
も
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
。
氏
の
報
告
書
に
は
、
た
父

「
前
篇
の
記
述
の
如
く
ん
ぱ
、
稻
荷
山
古
墳
は
四
紀
五
世
紀
前
後
に

　
　
ほ

比
定
し
得
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
本
古
墳
の
副
葬
品
そ
の
他
を
見
れ
ば
、

お
の
ず
か
ら
そ
の
年
代
は
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
態
度
の
様
で

あ
る
。
も
っ
と
も
別
に
、
白
石
古
墳
群
の
七
基
の
古
項
の
う
ち
で
噴

番
新
し
い
前
方
後
圓
墳
の
年
代
を
七
世
紀
前
年
に
あ
り
と
七
、
】
代

を
約
二
十
五
年
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
七
代
を
遡
る
と
丁
．
度
五
世
紀
に

な
る
と
い
う
特
殊
な
計
算
が
、
傍
誼
と
し
て
蓮
べ
ち
れ
て
い
る
が
、

四
六

こ
れ
は
取
上
げ
て
批
判
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

　
稻
荷
山
古
墳
の
様
な
前
方
部
の
低
く
狭
い
前
方
後
避
難
の
型
式

が
、
　
上
野
に
お
い
て
は
古
い
古
壇
の
形
で
あ
り
、
　
畿
内
に
お
い
て

も
、
前
期
に
屡
す
る
型
式
で
あ
る
と
す
る
と
「
そ
れ
が
畿
内
か
ら
傳

期
し
て
上
野
に
あ
ら
わ
れ
た
年
代
は
い
つ
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
論
ず

る
た
め
に
は
．
も
う
一
度
わ
れ
わ
れ
の
立
場
γ
か
ら
、
稻
燕
美
山
古
墳
の

年
代
槻
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
稻
荷
山
・
吉
墳
の
内
部
構
造
は
、
後
軍
部
に
東
閥
に
並
列
し
て
二
個

の
埋
葬
．
が
獲
見
さ
れ
て
い
6
が
、
い
ず
れ
も
割
竹
形
木
棺
を
直
接
封

土
申
に
埋
め
る
葬
法
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
も
と
木
棺
を
据
え
る
た

め
に
使
用
し
た
礫
｝
床
」
が
残
っ
て
い
ち
程
由
皮
に
す
ぎ
な
い
。
後
藤
…
氏
が

こ
れ
を
竪
穴
式
石
室
と
早
し
て
い
る
の
は
誤
解
で
あ
っ
て
、
私
見
を

以
て
す
れ
ば
。
か
》
る
葬
法
は
竪
穴
式
石
室
の
簡
略
化
と
し
て
の
意

味
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
の
み
を
以
て
直
ち
に
古
墳
の
年
代
を
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

陣
す
る
論
題
と
は
な
し
が
た
い
。
ま
た
形
象
埴
輪
の
種
類
に
つ
い
て

見
る
と
．
稿
荷
山
古
墳
に
は
八
個
の
家
形
埴
輪
と
一
個
の
短
甲
形
埴

輪
が
磯
見
さ
れ
て
い
る
が
、
人
物
及
び
動
物
を
象
っ
た
埴
輪
は
楡
出

さ
れ
て
い
な
い
。
畿
「
内
で
は
仁
徳
陵
に
女
子
埴
輪
の
嚢
見
が
あ
り
、
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喉…

N
年
に
は
馬
や
・
水
鳥
な
ど
の
動
物
埴
輪
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る

、
か
ら
．
　
こ
の
鮎
か
ら
い
え
ば
、
　
コ
叢
雲
世
拍
紀
末
以
晶
罰
の
塘
凋
輪
四
の
用
法
・

を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
ろ
が
、
あ
る
種
の
も
の
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
以
て
年
代
を
決
め
る
規
準
に
す
る
の
は
、
や
工

速
漸
に
堕
ち
鞍
壷
瞼
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
次
に
内
部
か
ら
獲
見
せ
ら
れ
た
副
葬
編
を
見
う
と
、
雨
礫
床
と
も

に
…
滑
石
㎝
製
の
・
模
肌
這
口
開
を
主
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
集
．
杵

・
堵
・
…
股
な
ど
の
大
型
で
一
ロ
悶
が
一
二
靴
訓
ず
つ
単
一
め
ら
れ
て
い
る
も

の
と
、
要
説
・
勾
玉
・
悪
形
品
な
ど
の
、
同
種
の
品
が
そ
れ
ぞ
れ
百

個
以
上
に
上
る
も
の
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
本
古
籏
の
年
代
を

決
定
す
る
軍
要
な
鍵
で
あ
る
。
さ
て
石
製
模
造
晶
の
年
代
に
つ
い
て

は
、
・
か
つ
て
は
こ
れ
を
＋
自
墳
時
代
の
田
虫
期
に
麗
さ
せ
る
べ
し
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
①

八
木
爽
一
二
郎
氏
の
所
用
説
も
あ
っ
た
が
、
　
こ
の
種
の
臨
旭
口
㎎
を
集
大
成
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
れ
た
高
橋
健
閂
自
博
士
の
研
究
に
紋
っ
て
、
「
石
製
模
造
器
具
嚇
彼
見

の
山
終
講
は
乱
禾
だ
家
形
石
棺
の
行
は
れ
ざ
り
し
時
代
に
島
」
し
、
、
「
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

製
模
造
器
具
の
多
く
用
ひ
ら
れ
し
は
埴
輪
時
代
の
前
期
と
も
零
す
べ

き
」
こ
と
は
、
・
ほ
璽
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
て
ろ
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
畿
内
に
お
い
て
石
製
同
罪
輔
遁
ロ
㎜
を
噛
彼
領
し
た
古
墳
を
詳
し
く
比

　
　
　
・
古
墳
時
代
に
蓄
け
る
丈
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

押
し
て
見
る
と
、
　
一
律
に
石
製
摸
造
ロ
四
と
網
肥
せ
ら
れ
陽
る
も
の
の
↓
甲
に

も
性
格
を
異
に
す
る
二
ご
一
の
種
類
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
年
代
に
も
多

少
の
差
異
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
私
見
を
硲
蓮
す
る
と
．
畿
内
に
お
い
て
は
ま
ず
石
製
模
造
晶
が
副

葬
せ
ら
れ
は
じ
め
た
當
初
に
は
、
主
と
し
て
碧
玉
製
晶
と
し
て
出
現

し
完
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
母
樹
そ
れ
が
滑
石
結
晶
に
移

・
上
し
た
槻
が
あ
る
、
少
く
と
も
大
和
國
狂
蕩
城
郷
河
合
村
佐
味
田
寳

　
　
④

塚
古
墳
の
例
の
「
加
押
く
．
旧
時
・
馨
・
斧
・
鎌
な
ど
の
燈
楡
這
ロ
悶
が
滑
石
で

作
ら
れ
て
い
る
場
…
合
に
も
、
盒
の
様
な
種
類
の
品
は
碧
玉
製
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
が
古
い
慣
習
で
あ
っ
た
が
、
山
城
國
久
世
郡
久
津
川
村
車
塚
古
墳

に
お
い
て
は
．
盆
も
ま
た
滑
石
製
に
な
る
と
い
う
様
に
、
時
代
が
下

る
と
と
も
に
碧
玉
製
模
遙
品
が
消
失
す
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。
そ

う
し
て
．
こ
れ
に
呼
画
し
て
古
く
は
｝
品
＝
一
画
ず
つ
で
あ
っ
た
石

製
模
造
口
㎜
が
、
滑
石
製
の
小
型
粗
製
の
同
種
贔
を
多
数
に
副
葬
す
る

，
傾
向
に
攣
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
山
蜂
國
久
津
川
村
車
塚
古
壌

に
お
い
て
、
滑
石
の
盒
∴
推
挙
一
個
の
ほ
か
に
、
刀
子
四
十
個
以
上

勾
玉
，
五
典
個
以
上
を
出
し
た
と
い
う
の
は
そ
の
一
例
で
あ
り
傷
最
近

響
百
欝
赤
畑
町
力
・
ン
ボ
山
古
艶
ら
・
釜
ハ
個
鎌
＋
三
個
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲
七

（312）



　
　
　
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
（
上
〉
（
小
林
）

創
一
個
、
鏡
｝
個
な
ど
の
石
製
模
造
品
と
と
も
に
、
刀
子
…
二
百
六
十

・
個
、
勾
玉
七
百
二
十
置
個
、
白
玉
約
五
千
個
な
ど
の
、
同
種
晶
を
多

数
に
夢
見
し
た
事
費
も
ま
た
顯
著
な
實
例
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
畿
内
に
お
い
て
こ
の
主
な
同
種
多
量

の
石
製
模
一
幕
口
㎜
を
副
明
葬
す
る
風
習
び
行
わ
れ
た
實
な
＋
代
を
、
　
い
つ
頃

に
求
め
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
種
の
石
製
模
造
口
㎜
が
多
藍

に
納
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
そ
の
一
部
は
刀
子

の
形
で
あ
る
が
、
二
子
三
十
四
個
の
副
葬
は
す
で
に
大
和
佐
味
田
三

遍
古
墳
に
も
見
ら
れ
た
と
と
て
ろ
で
あ
る
。
た
冥
佐
味
田
古
墳
や
、
＼

守
崖
孝
藏
氏
の
所
一
賊
に
か
エ
る
山
人
益
虫
生
一
宇
郡
轡
田
寒
村
大
和
田
茶
臼

山
山
猛
追
｛
彼
見
の
石
製
凝
俣
造
ロ
噸
群
申
に
含
ま
れ
た
合
子
の
場
A
口
に
は
、

そ
の
申
に
精
巧
な
大
型
品
を
含
み
、
　
一
概
に
後
出
の
適
例
と
は
同
一

…親

箔
ｾ
な
い
も
の
が
あ
る
〇
七
た
が
っ
て
、
同
種
買
㎜
が
多
量
に
副
…
略
せ

ら
れ
る
様
に
な
っ
た
際
に
、
そ
の
一
種
と
し
て
刀
子
が
選
ば
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
淵
源
は
こ
の
邊
に
潔
し
て
い
る
、
と
見
る
程
度
に
と
め

て
鳳
鳳
く
の
が
侵
當
で
は
な
い
・
か
と
灯
心
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
確
實
に
一
同

繍…

ｽ
量
’
の
石
…
製
模
造
口
㎜
の
副
｛
葬
と
訓
爬
め
う
る
、
一
比
較
的
早
い
實
例
四

如
何
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
管
見
を
以
て
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畷
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

和
國
三
士
城
一
郡
一
馬
胤
川
村
三
士
口
撒
果
山
＋
口
調
猟
の
加
〃
き
が
墨
げ
ら
れ
る
の
で

は
な
い
「
か
と
考
え
る
。
滑
石
製
勾
玉
三
十
五
個
、
刀
子
十
一
個
、
斧

一
個
と
い
う
、
脚
諮
碧
海
に
保
山
番
さ
れ
て
い
る
石
鋤
稔
俣
一
造
口
㎜
の
働
陥
は
少

い
が
、
刀
懸
は
小
型
粗
造
で
み
り
、
勾
玉
は
多
く
は
網
走
で
あ
る
と

い
う
か
ら
、
ま
さ
し
く
彙
の
多
き
を
目
的
と
し
た
模
造
品
の
一
群
で

あ
る
。

　
集
山
古
墳
は
勘
兀
垂
な
周
溌
を
も
つ
た
前
方
後
圓
壇
で
、
傍
｛
閲
部
径

三
六
〇
尺
、
同
高
さ
約
八
一
尺
、
前
方
部
．
幅
三
［
一
尺
、
同
高
さ
七

十
尺
と
い
う
数
字
は
、
ま
だ
前
方
部
が
後
圓
部
を
凌
駕
す
る
ま
で
に

嚢
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
く
び
れ
部
の
造
り
出
し

は
す
で
に
完
備
し
て
い
る
。
後
出
部
及
び
前
方
部
に
そ
れ
ぞ
れ
竪
穴

式
石
室
が
あ
り
、
車
輪
石
・
鍬
形
石
・
石
釧
・
銅
釧
な
ど
が
前
記
の

石
頭
〃
繊
い
造
ロ
叩
と
と
も
に
採
隼
〃
さ
れ
て
い
る
ほ
、
か
に
、
地
心
暴
民
が
古
鏡

及
び
〕
土
一
難
の
護
団
兄
を
傳
え
る
と
い
う
。
こ
の
王
一
冠
と
轍
構
せ
ら
れ
「
る
も

の
が
．
正
し
く
金
銅
面
戸
幡
の
類
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
…
瀞
の

副
葬
品
の
年
代
は
や
』
時
代
を
下
げ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
が

少
く
と
も
太
「
古
墳
に
は
三
回
の
埋
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ

る
か
ら
、
上
述
し
た
既
知
の
資
料
に
よ
っ
て
、
本
古
項
の
督
遙
年
代

（　313　）



は
殴
堂
五
世
妃
初
篇
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
山
城

久
辮
懐
古
警
つ
．
塗
総
築
治
彗
の
義
瓜
に
詳
婆
れ

て
い
る
か
ち
．
こ
エ
に
は
そ
れ
が
後
声
部
輕
二
八
五
尺
、
同
学
さ
推

定
四
十
尺
内
外
に
押
し
、
前
方
部
幅
三
一
四
尺
、
同
高
さ
二
九
尺
を

有
す
る
粘
町
方
後
圓
墳
で
あ
っ
て
、
現
在
は
耕
地
化
さ
れ
て
形
を
三
っ

て
い
る
が
、
當
然
昏
黄
を
有
し
た
と
…
思
わ
れ
る
こ
と
と
、
”
梅
原
博

士
は
太
古
墳
の
年
代
を
堆
薫
製
皐
前
後
に
求
め
、
五
世
紀
の
後
二
期

の
潜
造
と
推
定
さ
れ
た
が
、
今
日
で
は
む
し
ろ
雄
略
天
皇
以
前
の
五

世
紀
中
葉
に
営
て
る
こ
と
が
で
き
る
0
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

附
書
す
る
に
と
支
め
る
。
ま
た
、
和
泉
カ
ト
ン
ボ
山
古
墳
は
、
仁

…
徳
・
履
申
爾
…
陵
を
含
む
古
櫨
似
群
言
の
一
基
と
し
て
、
同
じ
く
五
世
紀

中
葉
に
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
畿
内
に
お
け
る
一
己
一
二
多
量
の
石
製
模
轟
蔑
ロ
㎝
磁
心
葬
の
憎
風

習
が
、
五
世
紀
の
初
頭
か
ち
申
葉
に
か
け
て
行
わ
れ
た
現
象
で
あ
る

と
い
う
私
見
が
容
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
が
傳
馨
し
て
關

東
に
も
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
、
上
野
に
お
け
る
同
種
多

量
の
石
製
模
浩
…
品
を
藪
す
る
古
墳
の
年
代
も
ま
た
、
五
世
紀
以
前
に

上
し
…
得
な
い
こ
と
は
い
う
宏
で
も
数
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
費
．
味

　
　
　
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
答
上
）
（
小
林
）
、

で
は
後
藤
氏
が
稀
荷
山
古
墳
の
年
代
を
五
世
紀
に
求
め
ら
れ
た
こ
と

ぼ
、
穏
鴬
な
見
解
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
ふ
る
槻
黙
か

ら
い
ま
二
貰
集
荷
山
古
墳
の
賓
龍
を
見
る
と
、
内
部
構
造
が
着
床
の

み
を
淺
存
す
る
葬
法
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
割
竹
形
木
棺
が
竪
穴

式
石
室
か
ら
分
離
し
て
直
接
土
中
に
埋
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
五

世
紀
代
に
お
い
て
も
一
般
に
行
わ
れ
た
葬
法
の
一
種
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
し
．
人
物
埴
輪
及
び
動
物
埴
輪
を
　
彼
見
し
て
い
な
い

こ
と
も
．
畿
内
に
お
い
て
も
特
殊
な
皇
陵
を
除
い
て
は
、
五
世
紀
前
㌧

孚
に
は
ま
だ
こ
の
種
の
埴
輪
の
使
用
が
顯
著
で
な
い
纂
實
と
、
必
ず

し
も
相
背
反
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
以
上
の
謝
讃
黙
に
つ
い
て
は
稲
燕
何
山
古
墳
は
五
世
紀
鵡
撫
牛

に
お
け
る
畿
内
の
葬
制
を
、
そ
の
ま
エ
薫
化
圏
の
周
縁
に
傳
え
て
再

現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
副
葬
品

と
し
て
優
良
な
茶
話
や
碧
玉
製
腕
飾
の
類
を
逸
し
て
い
る
こ
と
は
、

申
央
と
地
方
と
に
お
け
る
経
濟
的
：
文
化
的
穴
…
準
の
差
と
し
て
許
容

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
醐
蜥
瓜
側
山
古
墳
に
お
い
て
は
、
そ
の
墳
丘
の
外
形
の
み
は

後
劇
震
氏
が
こ
れ
を
以
て
鵡
馴
期
前
方
後
一
等
墳
の
典
型
と
さ
れ
た
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
九

（3N　）



　
　
　
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
（
上
）
（
小
林
）

前
方
部
σ
低
く
細
い
黙
に
お
い
て
畿
内
に
懸
け
る
三
四
世
紀
の
古
墳

の
形
に
近
い
も
の
が
あ
り
、
少
く
と
も
五
世
紀
代
の
鵡
附
⊥
万
部
が
磯
仙
運

し
て
周
濠
を
師
瀧
ら
す
管
制
に
從
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
エ
る
事

實
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
上
野
地
方
。
に
は
稻
荷
山
場
墳
よ
り
も
古
い
年
代
を
與
え
る
こ
と
が

で
き
て
、
そ
の
年
代
に
ふ
さ
わ
し
い
外
画
形
・
内
｛
谷
を
億
…
え
た
鵡
沖
方
茄
俊

圓
墳
が
他
忙
あ
る
か
否
か
は
、
脇
型
來
の
巡
見
の
豫
想
を
も
考
慮
し
て

考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
範
幽
を
廣
く
全
図
東
に
求
め
る
な
ら

ば
、
武
藏
嗣
川
崎
市
凪
吉
加
瀬
山
古
園
の
如
き
を
そ
の
一
例
と
し
て

繋
げ
る
ζ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
問
題
の
解
決
は
、
か
く
の
如

き
稲
荷
山
古
墳
に
先
行
す
る
前
方
後
園
壌
が
關
東
地
方
に
見
出
さ
れ

　
⑩
　
　
　
　
　
　
・

る
以
上
、
上
野
地
・
方
に
も
そ
れ
が
有
る
か
無
い
か
と
い
う
こ
と
に
か

エ
わ
ら
ず
同
一
の
鱈
恥
甑
㎜
を
蓮
V
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
丈
化
に
つ
、
い

て
獲
展
と
い
博
播
と
の
ほ
か
に
考
え
ら
れ
る
帥
博
統
の
闇
掃
遡
で
あ
る
。

　
丈
化
の
糠
騰
馬
が
新
し
い
現
象
の
燈
一
掬
に
よ
っ
て
生
調
子
る
と
す
る
な

ら
ば
、
申
恥
い
現
恥
象
を
模
倣
し
つ
買
け
よ
う
と
す
る
の
が
傳
紳
腕
の
株
楠
緒
…

で
あ
る
。
＋
口
墳
の
外
月
形
の
加
輝
く
、
常
時
人
々
が
槻
ぴ
ゑ
し
う
る
山
脚
化
現

象
の
　
槙
倣
に
あ
た
っ
て
、
新
し
い
形
四
重
の
繊
弱
播
よ
り
も
士
口
い
｝
博
統
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

保
隷
四
に
彼
等
の
閣
…
心
が
振
向
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
帯
陶
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の
種
の
可
搬
性
を
久
く
現
象
の
欝
捲
が
、
中
央

と
周
縁
と
を
直
結
せ
ず
に
、
騨
傳
式
に
｝
歩
一
歩
と
模
倣
に
よ
っ
て

撰
げ
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
稻
荷
山
古
墳

の
瞥
造
が
五
世
紀
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
外
形
の
み
は
五
祉

紀
の
畿
内
の
風
を
寛
冒
し
得
な
か
っ
た
の
は
、
手
近
か
に
繊
…
倣
す
べ
き

傳
統
の
所
在
が
知
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
．
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
古
墳
の
示
す
と
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
も
周
縁
地
帯

に
お
け
る
申
期
古
墳
時
代
の
等
化
の
様
相
で
あ
り
、
そ
の
外
形
の
特

色
は
だ
と
え
前
期
の
そ
れ
に
似
て
い
る
と
し
て
も
、
事
費
は
中
期
に

お
け
る
前
期
型
式
の
残
存
者
で
あ
り
、
典
型
的
な
前
期
型
式
と
し
て

取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
論
謹
に
よ
っ
て
、
後
藤
氏
が
上
野
の
一
地
域
に
お
け
る
七

基
の
前
方
後
園
墳
の
請
作
に
よ
っ
て
、
発
國
的
な
同
填
の
外
　
形
纐
伽
遷

の
大
綱
を
細
み
得
た
と
さ
れ
だ
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
結
果
に
お
い

て
近
似
億
…
遊
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
方
法
論
的
に
不
完
毫

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
氏
の
中
期
か
ら
後
期
へ
の
纐
匹
化
と
直
せ
ら
、
隠
る

も
の
も
、
．
改
め
て
輸
脚
討
を
要
す
る
乙
と
は
明
か
に
な
っ
た
と
思
う
“
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し
か
し
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
多
く
の
皐
者
が
前
方
後

口
壇
の
外
形
の
時
代
的
攣
化
の
法
則
…
を
探
’
郷
し
ょ
う
と
試
み
て
乙
と

ご
と
く
失
敗
し
た
後
に
、
し
か
も
濱
田
博
士
が
皇
陵
の
實
測
圓
を
入

手
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
凶
興
蟹
を
明
か
に
せ
ら
れ
る
に
先
ん
じ
て
、

よ
く
眞
組
　
に
近
い
湘
観
寂
黙
を
下
・
さ
れ
た
後
ハ
隙
…
氏
の
瀕
藁
績
を
、
⊥
力
一
法
論
的

な
不
完
歪
さ
の
た
め
に
抹
消
し
去
ろ
う
と
す
る
の
で
は
決
し
て
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
、
關
東
の
古
墳
時
代
丈
化
が
畿
内
の
そ
れ
に
比
し

て
お
く
れ
て
い
る
と
訓
固
め
ら
れ
る
理
由
は
、
從
來
漠
献
浦
乏
考
え
ら
れ

て
い
た
様
な
、
丈
化
圏
の
中
心
か
ら
周
縁
へ
の
距
離
の
．
隔
だ
り
に
閥

聯
し
転
κ
、
使
四
播
に
逝
印
す
る
時
…
闇
の
…
尚
題
「
、
か
ら
で
は
な
く
、
畿
「
内
評
に
↓
4
5

け
る
丈
化
の
高
揚
が
そ
の
丈
化
を
周
縁
へ
押
し
出
す
厭
出
力
を
蓄
え
、

あ
る
い
は
周
縁
も
ま
た
巾
・
心
の
・
文
化
に
劉
す
る
受
入
能
心
仏
を
赦
拙
え
る

ま
で
の
時
間
の
問
題
と
し
て
理
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
周
縁
が
受
け
入
れ
た
も
の
は
か
っ
て
中
心
に
行
わ
れ
た
文
化
で

は
な
く
、
そ
の
時
行
わ
れ
「
て
い
た
・
文
化
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
周

縁
に
は
常
に
申
心
の
各
丈
連
騰
が
＝
一
世
紀
も
お
く
れ
て
到
引
し
、

ま
た
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
繹
は
、
は
な
は
だ
漿
わ
し
い
こ
と

を
曙
び
か
に
轟
9
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
。

古
墳
時
代
に
診
け
る
丈
化
の
徳
播
（
上
）
（
小
林
）

誰
①
後
藤
搾
寸
一
・
相
川
醸
…
雄
『
多
野
郡
単
㏄
井
村
白
石
稻
弗
何
山
古
墳
』
　
（
糊
群
馬

　
　
縣
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
膏
廉
第
三
脚
、
昭
和
十
哺
年
）

　
④
後
藤
穿
噌
．
「
前
方
後
圓
墳
無
考
」
（
瞬
歴
史
公
論
臨
第
四
巻
第
七
號
、
昭
和

　
　
十
年
）

　
①
濱
田
耕
作
博
士
「
前
方
後
麟
墳
の
譜
問
題
」
（
『
考
古
準
雌
羊
㎞
第
二
六

　
　
巷
第
九
號
、
昭
和
十
一
年
、
『
考
古
學
研
究
』
三
二
）

　
①
八
木
一
三
耶
「
古
墳
時
代
の
競
、
一
門
に
就
て
」
（
『
東
京
人
類
學
脅
難
誌
朗

　
　
嵐
山
－
七
巻
第
一
九
六
號
、
　
明
治
一
層
五
年
）

　
④
高
橋
健
自
博
士
盤
、
古
墳
獲
見
石
製
模
造
器
具
の
研
究
戯
（
聯
．
帝
叢
博
物
館

　
　
果
報
㎞
第
二
研
、
大
正
入
年
）

　
④
梅
原
末
治
慷
士
『
佐
味
閏
及
新
山
古
墳
研
究
師
（
大
二
十
年
）

　
⑦
梅
原
末
治
博
士
『
久
溝
川
古
墳
研
究
』
（
三
二
九
年
）

　
⑨
森
浩
一
コ
ナ
持
勾
王
の
研
究
」
（
『
古
代
畢
研
究
』
第
一
號
、
昭
和
二
四

　
　
年
）

　
⑨
上
田
三
兄
「
夕
山
古
墳
」
（
螢
．
更
急
調
寳
報
告
』
第
三
、
昭
和
二
年
）

　
⑩
た
y
し
私
見
を
以
て
す
れ
ば
、
　
蘭
康
に
は
三
世
紀
代
に
遡
り
う
る
古
れ
贋

　
　
の
獲
見
は
ま
だ
な
い
。
こ
の
殿
た
と
え
ば
大
塚
初
点
氏
陥
h
上
総
附
近
に

　
　
駈
け
る
前
期
古
墳
築
造
年
代
は
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
と
見
ら
る
べ
く
」
と

　
　
翅
べ
ら
れ
た
様
な
見
解
に
は
饗
葱
を
下
し
が
た
い
。
大
藪
初
重
「
上
鵠
能

　
瀧
…
寺
古
墳
獲
掘
調
査
報
告
」
　
○
、
考
窃
畢
集
剥
』
銘
ミ
珊
、
昭
和
二
四
年

　
）
滲
照
。

五
一
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