
古
境
時
代
に
誇
サ
る
丈
化
の
傳
播
（
下
）
（
小
林
）

六
四

古
墳
時
代
に
お
け
る
文
化
の
傳
播
（
下
）

へづ

林

行

雄

　
【
梗
櫛
】
　
わ
が
國
の
古
墳
賭
代
文
化
は
畿
内
を
中
心
と
し
た
地
方
に
ま
ザ
獲
生
し
、
七
か
る
後
に
…
關
東
や
九
州
に
も
傳
播
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
化
の
傳
播
に
ば
腰
間
を
要
す
る
の
で
、
畿
内
に
お
け
る
沓
交
鋸
草
は
、
周
縁
地
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
縁
で
新
し
い
時
代
に
古
い
交
化
が
行
わ
れ
た
様
に
見
え
る
の
は
、
特
殊
な
理

由
の
あ
る
現
象
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
、
質
際
は
周
縁
敢
會
が
一
旦
古
墳
の
楼
避
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
周
壁
に
眩
い
て
も
當
特
の
畿
内
と

ほ
讐
同
じ
交
化
相
が
傳
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
交
化
の
尊
志
に
隠
聞
が
か
測
る
と
い
う
の
は
、
輿
え
る
側
の
厭
　
カ
の
蓄
租
と
、
受

け
る
側
の
受
入
態
勢
の
整
備
と
が
、
ど
も
に
満
た
さ
れ
て
は
じ
め
て
交
車
馬
播
の
機
講
が
塑
動
ず
る
と
い
弓
こ
と
で
、
爾
者
間
の
距
離
の
み
が
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

酌
な
要
素
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
古
墳
時
代
の
九
州
に
お
い
て
、
畿
内
文
化
が
波
及
す
る
ま
で
は
、
薩
接
大
陛
文
化
を
要
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
も
、
交
化
を
受
け
る
側
の
戦
卿
組
織
の
未
護
達
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（蔓δ3）

圏

衣

一、

?
　
嘗

ご
、
畿
「
内
丈
化
の
關
論
東
へ
の
櫨
叶
播
…
．
（
以
上
前
非
）

ヨ
、
’
畿
↓
内
丈
化
の
九
州
へ
の
薄
鈍

四
『
ム
八
雲
劇
化
の
九
…
州
昏
の
櫨
国
璽

三
　
畿
内
文
化
の
九
朗
へ
の
傳
播

　
前
方
後
圓
績
の
古
い
型
式
が
前
方
都
の
低
く
細
い
硯
洗
の
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

あ
る
と
い
う
臨
…
案
は
、
日
向
方
面
に
多
い
冷
温
後
圓
墳
の
大
蔀
分
が

こ
の
種
の
銚
子
塚
型
式
・
ー
ー
柄
鏡
型
で
あ
リ
ハ
し
か
も
天
孫
降
臨
の



地
で
あ
る
と
い
う
憩
話
を
め
ぐ
る
地
方
民
の
期
待
に
反
し
て
、
副
騨

昂
か
ら
推
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
古
墳
の
實
年
代
が
さ
ほ
ど
古
く
は
遡
ら

せ
得
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
か
え
っ
て
す
べ
て
の
前
方
部
の
狭
長
な
古

墳
の
年
代
を
慮
紳
・
仁
徳
爾
陵
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
最
盛
期
以
後

に
置
こ
う
と
し
た
、
從
來
の
學
者
の
思
い
す
ご
し
を
訂
正
す
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
さ
り
と
は
い
え
そ
れ
に
つ
れ
て
蘇
向
の
古
墳
の
實
年

代
ま
で
は
、
に
わ
か
に
鍵
更
を
許
さ
れ
る
べ
窒
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
九
州
に
凹
い
て
古
墳
－
時
代
丈
化
の
も
っ
と
も
早
く
移
植
せ
ち
れ

r
た
地
方
は
、
を
の
急
な
淋
話
の
國
で
あ
る
日
向
地
方
で
は
な
く
、
が

え
っ
て
仲
哀
紀
な
ぜ
に
ょ
う
や
く
天
皇
遍
歴
の
舞
台
と
し
て
傳
え
ち

れ
た
、
豊
箭
か
ら
筑
前
の
一
帯
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

r
筑
雨
露
に
遺
晶
の
多
い
彌
…
生
式
時
代
に
お
け
る
前
漢
乃
翌
漢
申
期

の
申
國
製
鏡
鑑
の
醐
葬
を
除
く
と
、
古
壇
欝
代
に
入
っ
て
か
ら
の
舶

載
鏡
の
獲
見
例
は
、
豊
前
一
二
に
お
い
て
壼
九
州
の
三
割
に
達
し
、

筑
前
。
上
向
を
し
の
い
で
第
一
位
に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
梅
原
博

　
　
　
．
T
｝
．

士
の
研
究
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

大
都
分
を
占
め
る
二
十
面
が
、
三
角
縁
榊
獣
鎖
の
型
式
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

、
、
う
の
は
、
同
式
鏡
の
分
布
密
度
と
し
て
は
大
和
の
一
工
一
面
に
次
い
で

　
　
　
　
　
　
・
古
縫
時
代
に
浮
蔓
噛
の
傳
播
（
下
）
ハ
小
林
）

鼠
講
第
二
位
と
い
う
注
目
す
べ
ぎ
現
象
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
ふ
一
薯
費
か
ら
の
み
で
も
、
豊
実
に
お
け
る
古
塁
時
代
馴
化

の
開
始
が
意
外
に
古
く
、
ま
た
そ
の
諸
礼
は
か
な
り
有
力
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
℃
し
か
も
費
際
の
古
墳
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
2
｝

い
て
調
べ
て
見
る
と
、
豊
前
國
京
都
郡
黒
風
村
南
原
層
塚
山
古
墳
の

如
ぐ
、
．
前
方
後
圓
墳
の
後
二
部
に
長
さ
三
間
、
・
幡
三
尺
、
高
さ
三
尺

と
斎
え
る
長
大
な
竪
穴
式
古
註
が
あ
っ
て
、
い
ま
ぱ
…
散
秩
し
た
が
十

四
面
の
鏡
と
銅
鐡
そ
の
他
を
獲
漉
し
た
と
い
う
様
な
、
畿
内
に
見
ら

れ
る
訪
期
の
古
墳
に
比
し
て
、
寸
毫
の
遜
色
な
き
も
の
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写
“

　
と
こ
ろ
が
一
歩
筑
溺
に
進
む
と
、
輻
岡
市
姪
濱
五
島
山
古
壌
の
如

く
、
副
葬
蔽
に
お
い
て
は
鏡
二
．
面
、
硬
玉
製
勾
玉
二
個
、
銅
鑑
九
個

ぞ
の
他
を
有
し
て
、
一
慮
畿
内
の
竪
穴
式
石
鎚
を
有
す
る
薗
期
古
墳

の
そ
れ
に
近
い
も
の
を
存
し
な
が
ら
、
内
部
．
縫
造
と
し
て
は
箱
式
棺

を
用
い
、
外
形
ま
た
小
規
模
な
る
山
田
上
の
圓
墳
た
る
に
す
ぎ
ぬ
程

度
の
も
の
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
同
じ
く
九
州
で
は
珍
ら
し
い
銅
鎌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
｝

・
と
、
鏡
。
甲
冑
な
ど
を
出
し
た
筑
前
園
宗
像
郡
田
島
村
上
高
宮
古
墳

に
お
い
て
も
、
内
蔀
構
蓬
は
副
葬
品
用
の
小
室
を
附
設
し
た
箱
式
棺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
護

（45d）



　
　
　
　
　
　
古
辮
訟
符
代
に
お
け
る
・
丈
化
の
織
即
播
（
下
）
　
（
小
林
）

で
あ
っ
た
ご
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
五
腸
山
古
墳
獲
見
の
夏
鳶
の

型
式
は
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
最
も
近
い
型
式
の

銅
鎌
を
出
し
た
山
城
國
乙
訓
郡
大
枝
村
妙
見
山
古
墳
の
後
圓
都
石
室

が
、
箱
式
棺
と
長
持
瓦
石
縮
と
の
中
間
型
式
と
も
い
う
べ
き
一
見
の

組
合
式
石
棺
の
前
後
に
、
．
割
石
積
み
の
副
食
贔
用
小
室
を
附
設
し
て

い
る
鮎
…
で
、
上
本
宮
古
墳
と
の
…
關
係
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
，
こ

れ
ら
の
筑
前
諦
國
墳
の
年
代
を
澱
糠
紀
後
牟
以
繭
に
遡
ら
せ
る
こ
と

は
困
難
で
あ
ら
う
と
考
え
る
。

一
さ
ら
に
粘
土
床
を
主
脳
と
し
、
三
角
縁
棘
獣
鏡
三
面
を
出
し
た
筑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
5
）

前
國
筑
紫
郡
二
日
市
町
武
藏
古
墳
や
、
梅
原
博
士
が
後
藤
…
碩
田
の
・
拓

本
帳
か
ら
探
し
出
し
て
、
豊
後
國
北
海
部
郡
淋
崎
村
ツ
キ
山
古
墳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

副
雛
晶
か
と
推
定
せ
ら
れ
た
二
個
の
鍬
形
石
の
存
在
な
ど
を
数
え
基

げ
て
も
、
そ
れ
が
五
島
山
古
墳
な
ど
よ
り
は
幾
分
畿
内
丈
化
の
色
彩

が
濃
い
と
は
い
い
得
て
も
、
五
島
山
古
熔
ハ
よ
り
古
払
蒔
代
に
m
濁
せ
も

め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
見
解
し
が
た
い
で
あ
ら
う
。
た
と

え
そ
れ
ら
の
年
代
の
決
定
は
他
日
に
護
る
と
し
て
も
、
蘭
方
後
圓
墳

の
形
制
を
有
し
、
内
部
三
囲
や
副
葬
最
の
量
質
に
お
い
て
も
、
畿
内

の
古
墳
と
同
格
に
あ
る
程
の
、
貫
に
畿
内
思
事
そ
の
も
の
と
い
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
口
叩

様
な
古
墳
が
筑
前
そ
の
他
の
地
方
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
や
は
り
五
世
紀
に
入
っ
て
か
ぢ
の
ご
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
つ

し
か
も
こ
の
揚
合
に
も
嗣
方
後
圓
壌
の
外
形
の
み
は
、
畿
内
に
比
し

て
古
い
型
の
残
存
期
が
永
か
っ
た
こ
と
は
馬
す
で
に
森
貞
次
郎
氏
が

「
畿
内
前
期
様
式
の
墳
丘
が
北
九
州
に
行
は
れ
た
の
は
、
畿
内
古
墳

　
　
　
　
　
　
（
7
｝

時
代
の
盛
期
に
漁
る
」
と
い
う
雷
葉
で
指
摘
さ
れ
た
下
り
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
北
九
州
に
計
い
て
前
記
の
諸
績
以
外
の
前
方
後
配
熔
ハ
で
明

確
に
五
世
紀
の
蕾
逡
に
か
玉
る
も
の
と
臨
じ
う
る
の
は
ど
れ
を
指
す

か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
」
自
分
は
ま
す
第
一
に
筑
後
國
浮
朋
郡
千
年

　
　
　
　
　
　
戸
8
｝

村
若
宮
月
の
岡
古
墳
を
學
げ
た
い
と
思
ふ
。
月
の
岡
古
壇
は
前
方
部

の
低
く
狭
い
前
方
後
圓
墳
で
あ
っ
て
、
後
二
部
に
割
石
積
み
の
大
規

模
な
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
そ
の
内
部
に
さ
ら
に
組
合
式
長
持
形
石

棺
を
安
橿
七
た
内
部
構
慧
を
も
つ
て
み
る
。
こ
の
種
の
長
二
形
石
棺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
9
》

の
行
わ
れ
た
年
代
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
梅
原
末
治
博
士
の
考
察
が

あ
っ
て
、
仁
徳
陵
の
前
方
部
に
あ
る
も
の
、
允
早
舟
と
推
定
せ
ら
れ

る
河
内
國
南
河
内
郡
津
堂
絨
山
蛇
骨
の
後
海
部
よ
り
獲
見
せ
ら
れ
夜

も
の
、
縫
騰
陵
に
比
定
せ
ら
れ
る
搬
津
國
三
島
郡
芥
規
準
今
城
塚
古

墳
の
陪
塚
た
る
、
岡
本
村
前
塚
に
あ
っ
た
も
の
な
ど
の
四
足
を
通
じ

（　en5　）



て
、
五
世
紀
初
頭
よ
り
六
世
紀
初
頭
に
留
る
間
に
、
畿
内
に
お
い
て

，
博
く
使
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か

も
月
の
岡
古
墳
の
揚
合
の
様
に
、
こ
の
長
持
形
石
棺
が
竪
穴
式
石
室

に
よ
る
完
壼
な
被
覆
を
俳
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、
仁
徳
陵
前

方
綿
や
礫
層
城
山
古
墳
の
如
く
、
む
し
ろ
長
持
形
石
棺
と
し
て
は
前

牟
期
に
當
る
五
枇
紀
中
葉
ま
で
の
諸
元
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
い
う
の
が
、
梅
原
博
士
の
考
察
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
月
の
岡
古
墳
の
墳
丘
の
外
形
が
畿
内
の
五
世
紀
の
欝
欝

に
從
わ
・
ず
、
古
い
騰
落
の
永
績
を
示
し
て
い
る
様
に
、
内
部
熊
逡
に

お
い
て
も
北
九
州
で
は
畿
内
よ
り
も
傳
統
の
残
存
が
永
か
っ
た
野
合

を
考
え
る
必
要
は
な
い
か
と
い
う
、
疑
問
を
抱
く
入
が
な
い
と
は
限

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
と
こ
ろ
が
幸
に
し
て
月
の
岡
古
音
と
仁
徳
陵
髄

　
　
　
戸
－
o
賦

面
部
埋
葬
と
の
爾
者
に
は
、
全
く
共
通
し
た
特
殊
な
一
副
葬
晶
が
あ

っ
て
、
そ
の
様
な
懸
念
の
不
必
要
な
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
定
心
こ
そ
は
す
な
わ
ち
金
鋼
装
眉
庇
碧
羅
に
ほ
か
な
ら
な

い
コ
月
の
岡
古
壌
の
遺
品
は
同
地
「
の
若
宮
融
肚
に
藏
す
る
と
こ
ろ
で
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

あ
n
み
仁
徳
陵
の
園
庇
付
添
は
再
び
埋
納
さ
れ
て
い
ま
そ
の
地
物
を

見
る
て
と
は
で
～
き
癒
い
が
、
和
泉
國
泉
南
郡
淡
輪
村
西
小
山
陵
古
墳

　
　
　
　
　
　
重
縫
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
惇
播
（
下
）
　
（
小
林
）

か
ら
獲
見
さ
れ
た
類
吊
に
よ
っ
て
、
ほ
穿
そ
の
實
際
を
推
知
し
，
う
る

で
あ
ろ
う
。

　
竪
穴
清
石
壼
と
長
持
形
石
縮
…
と
金
銅
装
眉
庇
付
冑
と
い
う
三
種
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
合
致
か
ら
出
三
七
て
、
こ
玉
で
．
し
ば
ら
ぐ
九
州
か

ら
は
な
れ
て
考
え
て
見
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
問
題
に
上

つ
旋
眉
庇
付
冑
の
年
代
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
眉
庇
付
冑
に
は
月
の
岡
古
墳
望
見
例
0
楽
な
金
銅
装
の
精
巧
華
麗

な
種
類
と
、
鐵
製
で
雨
者
に
比
べ
る
と
眉
庇
の
透
交
な
ど
の
簡
略
化

せ
ら
れ
た
種
類
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
鐵
製
冑
の
頂
部
の
み
に
鍍
金
し

た
、
越
前
國
香
田
嘉
吉
野
村
石
船
山
古
墳
獲
見
例
の
檬
な
一
群
も
あ

る
が
、
い
ま
は
そ
の
細
別
を
設
け
す
に
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
い
す

れ
に
し
て
も
日
木
以
外
か
ら
の
萬
土
例
と
し
て
は
、
朝
鮮
の
釜
山
附

近
か
ら
装
見
さ
れ
た
と
傳
え
る
一
例
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
分
布

の
黙
か
ら
い
え
ば
日
本
製
品
込
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
す

金
銅
装
，
の
精
巧
な
品
が
行
わ
れ
た
と
す
る
私
見
が
誤
っ
て
㌔
な
け
れ

ぼ
、
そ
の
薄
儀
と
い
い
動
議
刻
丈
の
手
法
と
い
い
、
ま
た
鍍
金
の
技

術
と
い
い
、
す
べ
て
わ
が
國
に
お
け
る
突
然
の
獲
案
と
は
考
え
が
た

い
も
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
金
銅
装
の
眉
庇
付
宥
が
大
陸
か
ら
の
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
暑

（　456　）



　
　
　
　
　
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
・
丈
化
の
櫨
騨
播
（
下
）
　
（
小
林
）

、
入
墨
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
分
布
は
大
陸
に
近
い
九
州
の
み
で

な
く
、
ま
た
當
時
の
丈
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
畿
内
に
も
た
ら
さ
れ

疫
ご
と
は
當
然
と
し
て
．
も
、
遠
く
關
東
地
方
に
も
傳
え
ら
れ
て
、
上

総
國
謝
津
郡
清
川
村
舐
國
古
墳
か
ら
、
こ
れ
ま
た
わ
が
國
で
は
稀
例

に
馴
す
る
金
銅
製
挫
甲
小
札
と
伴
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、
こ

れ
に
國
産
の
可
能
性
の
張
い
鐵
製
品
を
加
え
る
と
、
そ
の
分
．
布
は
一

庭
…
萬
遍
な
く
東
北
地
方
を
除
い
た
閣
内
の
各
地
域
に
及
ん
で
い
て
、

あ
る
時
期
を
代
表
す
る
遺
物
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
眉
庇
付
鷲
の
分
布
が
か
く
の
如
く
全
早
算
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
が
月
の
岡
古
手
や
仁
徳
陵
の
例
の
様
に
長
持
形
石
槽
の

副
葬
品
と
し
て
獲
見
せ
ら
れ
た
場
合
は
他
に
ゑ
く
見
ら
れ
な
い
。
長

持
形
石
棺
自
身
が
、
東
日
本
に
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
棺
の
型

式
で
あ
る
か
ら
、
上
組
紙
園
古
園
な
ど
の
場
合
に
同
じ
組
み
合
わ
せ

が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
致
し
方
が
な
い
と
し
て
も
、
眉
庇
付
冑
を

寓
し
た
古
墳
の
内
部
縫
…
邉
は
費
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
ド

從
來
の
懸
紐
が
こ
れ
を
短
甲
と
結
び
つ
け
、
全
角
付
冑
と
短
甲
と
の

組
み
合
わ
せ
と
の
…
封
比
に
よ
っ
て
爾
…
稀
…
の
就
装
の
併
行
を
考
え
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

の
年
代
を
限
定
し
な
か
っ
た
の
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
・

も
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
眉
庇
付
膏
を
出
し
た
古
墳
の
灯
影

・
平
造
が
す
こ
ぶ
る
鍵
化
茜
凋
む
と
い
う
ご
と
の
み
で
は
、
淡
し
て
そ

れ
か
ら
直
ち
に
こ
の
形
式
の
降
め
年
代
が
長
期
に
わ
た
る
ご
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
撫
討
を
要
す
る
新
譜
が
残
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
議
論
を
電
め
る
た
め
に
必
要
な
程
度
で
簡
軍
に
　
　
㌔

私
見
を
蓮
べ
て
見
よ
う
。

　
眉
庇
付
冑
が
竪
穴
式
石
室
か
ら
鄙
見
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
和
泉

西
小
山
陵
古
墳
と
河
内
南
河
内
郡
黒
山
村
黒
姫
山
古
墳
と
が
あ
る
。
　
・
の

竪
穴
砦
浜
開
墳
の
内
灘
逡
と
し
て
は
最
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
C
萄

た
も
の
で
あ
る
が
、
西
小
山
陵
古
壇
の
そ
れ
は
割
石
積
み
と
は
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
ー
マ

が
長
さ
十
一
尺
、
蟷
二
尺
三
四
．
寸
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
て
、
前
期
の
長

大
な
竪
穴
式
石
室
に
比
べ
る
と
長
さ
が
平
分
以
下
に
す
碧
な
い
差
異

が
あ
る
。
、
黒
姫
山
古
墳
の
石
室
も
同
様
な
規
模
の
も
の
で
あ
る
が
、

こ
0
息
合
に
は
そ
れ
が
遺
骸
埋
葬
の
た
め
の
量
で
な
く
、
副
葬
品
の

・
み
を
牧
．
容
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
理
由
が
求
め
ら
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
ご
で
は
室
壁
が
普
通
の
割
石
積
み
で
な

く
丸
石
積
み
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
竪
穴
式
石
室
と
し
て
は
や
玉
薪
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し
い
時
期
の
庵
の
に
類
例
を
見
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
前
方
蔀
の
幅
廣

く
獲
達
し
た
鷺
山
の
外
形
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
古
…
償
曄
時
代
に
痴
け
る
丈
化
の
繊
謬
欝
（
下
）
　
（
小
林
）

　
凝
次
岩
質
の
自
然
の
丘
頂
に
、
岩
盤
を
掘
り
凹
め
て
竪
穴
式
石
窒

嫌
の
壊
を
作
っ
た
、
播
磨
國
加
西
月
月
田
村
笹
倉
亀
山
一
一
の
竪
穴

画
1
2
）

式
土
壌
は
、
長
さ
十
五
尺
、
幅
二
尺
四
五
寸
あ
っ
て
、
板
石
を
並
べ

て
上
部
を
蔽
っ
て
い
る
こ
と
は
竪
穴
式
石
室
と
同
様
で
あ
る
。
壌
の

長
さ
が
十
分
に
長
く
な
い
こ
と
を
以
て
新
し
さ
を
感
じ
る
と
い
え

ぼ
、
高
い
丘
頂
に
位
置
す
る
古
壇
の
立
地
が
古
さ
を
想
わ
ず
と
い
わ

れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
極
端
な
自
然
の
材
料
の
利
用
に
よ
っ
て
石

｛
至
の
繊
禦
ハ
が
簡
略
化
さ
れ
た
…
檬
に
、
古
墳
の
立
地
も
ま
た
膚
然
の
山

形
を
活
用
す
る
た
め
の
特
殊
な
計
劃
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
は
す
で
あ
る
。

　
喰
徳
陵
や
月
の
岡
古
墳
ρ
稀
の
廣
い
竪
沢
式
石
室
に
入
れ
ら
れ
た

長
持
形
石
棺
に
つ
い
て
は
丸
明
を
要
す
ま
い
。
越
前
石
船
山
古
墳
の

　
　
（
1
3
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
「

舟
形
石
棺
は
、
後
期
に
盛
行
し
た
家
形
石
棺
に
先
行
す
る
石
棺
の
型

式
と
し
て
、
長
持
形
石
棺
と
並
行
し
う
燈
も
の
で
あ
る
。
石
棺
と
し

て
は
も
っ
と
も
二
軍
な
構
蓬
で
あ
る
箱
式
棺
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

ど
の
時
期
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
以
外
に
、
三
幅
上
か

ら
は
そ
の
年
代
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
様
に
笹
竹
形

木
棺
を
用
い
允
際
の
粘
土
床
そ
の
他
の
遺
存
物
は
、
概
…
逡
が
簡
軍
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
六
九

（　k，　o－8　）



　
　
　
　
　
　
古
田
弘
薩
コ
代
に
お
け
る
山
叉
ル
脚
の
傳
播
…
（
下
）
　
（
小
林
）

あ
る
と
い
う
理
由
で
古
い
年
代
を
輿
え
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
本
丁

木
棺
の
被
鞍
で
あ
っ
た
竪
穴
式
雨
気
の
雀
略
さ
れ
た
葬
法
で
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
繰
り
返
え
し
て
設
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
日
向
國
東
諸
搬
器
八
代
村
六
野
原
の
周
庇
付
冑
を
忘
し
た
二
個
の

　
　
　
食
）

地
下
式
横
穴
の
う
ち
、
第
十
號
墳
は
そ
の
直
上
に
圓
墳
が
あ
っ
て
地

下
式
横
穴
の
方
が
先
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
．
隠
語
が
注
意
さ
れ

て
い
る
し
、
第
八
號
墳
に
お
い
て
も
、
遺
骸
を
椴
く
部
分
に
は
「
封

土
墳
の
粘
土
柳
に
使
っ
た
の
と
岡
じ
き
粘
氣
の
多
い
白
い
精
良
の
粘

土
」
を
敷
い
て
あ
っ
た
と
い
う
。
從
來
地
下
式
横
穴
の
年
代
は
か
な

り
新
し
い
も
の
と
想
像
さ
れ
て
い
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
割
竹
形
木

棺
の
使
用
に
意
う
粘
土
床
を
内
部
継
遜
と
す
る
古
墳
の
な
お
行
わ
れ

て
い
る
時
代
に
、
す
で
に
こ
の
種
の
葬
法
が
焚
生
し
て
い
た
こ
と
が

明
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
眉
庇
付
冑
の
用
い
ら
れ
た
時
代
に
す
で
に
地
下
式
横
穴
が
行
わ
れ

て
い
る
以
上
、
横
穴
式
石
室
の
存
在
は
當
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
1
5
）

が
、
肥
後
國
玉
名
郡
彌
窟
回
顧
根
木
古
壌
の
横
穴
式
石
室
は
奥
行
七

尺
五
寸
、
旛
六
尺
二
寸
の
夕
景
と
、
奥
行
三
尺
、
．
幅
三
尺
七
寸
の
前

室
と
か
ら
な
り
、
扁
奉
な
板
石
を
小
口
積
み
に
し
た
鴛
隆
歌
の
梅
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
七
〇

を
竜
ち
、
主
窒
内
に
板
石
の
榔
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
、
ヒ
の
地
方
に
鳳

多
く
見
受
け
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
と
払
う
。
肥
前
國
東
松
浦
郡
鏡
．

　
　
　
　
　
　
　
　
戸
1
6
）

村
今
屋
敷
四
方
塚
古
墳
の
石
室
は
そ
れ
と
は
や
玉
異
り
、
主
室
の
奥

に
等
量
式
の
石
棺
身
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
古
鐘
か
ら
獲
見
さ
れ

た
眉
庇
付
胃
は
普
通
の
小
札
を
鋲
留
に
し
て
型
式
で
な
く
、
横
瀬
板

を
用
い
た
特
殊
な
も
の
で
あ
9
、
末
永
雅
雄
博
士
も
注
意
さ
れ
て
い

｛
8
》

る
様
に
、
一
種
の
退
化
形
式
で
あ
ろ
ヶ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

か．

轣
A
そ
れ
が
古
墳
の
内
部
樽
蓬
と
し
て
は
新
し
い
型
の
横
穴
雫
石

．
室
か
ら
盤
面
さ
れ
た
こ
と
も
」
一
慮
了
解
せ
ら
れ
る
勉
げ
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
眉
庇
付
和
を
癒
し
た
古
鎖
の
内
部
構
慧
は
前

期
に
曙
ぼ
ど
古
い
淫
事
を
擁
す
、
後
期
に
下
げ
る
ほ
ど
新
し
欝

乎
も
少
く
、
丁
度
そ
の
腰
間
の
時
期
の
特
色
を
も
つ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
は
眉
庇
付
由
同
が
わ
が

古
墳
窮
鼠
の
中
期
の
、
限
ら
れ
た
期
間
の
造
物
で
あ
る
ご
と
を
提
唱

し
奪
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
以
上
の
論
蓮
に
」
か
ム

　
　
　
　
　
へ

る
目
的
の
た
め
に
断
定
を
急
い
だ
傾
向
が
な
く
倣
な
い
か
と
危
ぶ
む

人
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
さ
ら
に
俘
出
口
㎜
に
つ
い
て
若
干
の

説
明
と
誰
明
と
を
加
え
よ
う
コ

（　459　）’



　
ま
す
最
初
に
注
意
を
喚
起
し
て
白
き
た
い
の
は
、
眉
庇
付
留
が
銅

…
鎌
や
碧
玉
製
腕
飾
の
類
と
俘
出
し
た
古
墳
が
一
例
も
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
つ
．
さ
う
い
ふ
黙
か
ら
い
え
ば
、
竪
穴
国
選
壼
に
入
れ
た
長

持
形
石
棺
を
警
部
概
…
造
と
し
、
銅
鍍
。
車
輪
石
。
巴
形
銅
器
な
ど
を

刷
擁
し
た
河
内
津
堂
城
山
古
墳
な
ど
は
、
こ
れ
を
允
判
型
に
推
定
す

る
こ
と
は
差
支
え
な
い
と
し
て
も
、
眉
庇
付
冑
の
行
わ
れ
た
仁
徳
陵

前
方
部
埋
葬
以
後
の
蒔
代
の
古
墳
と
す
る
こ
と
に
ぼ
新
な
疑
問
が
感

ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
後
で
述
べ
よ
う
。
r

石
製
模
聖
子
が
ま
だ
使
用
を
絶
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
上
野
國
太
田

　
　
　
　
　
（
1
7
｝

市
鳥
山
電
山
古
墳
に
お
い
て
滑
石
製
の
三
子
二
十
一
個
、
鎌
三
個
、

斧
頭
二
個
な
ど
を
俘
出
し
た
黒
檀
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が

石
製
嘉
事
品
が
後
期
ま
で
残
存
し
た
形
遜
の
あ
る
上
野
の
こ
と
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
な
ら
咲
和
泉
西
小
山
陵
古
墳
か
ら
棉
奉
な
滑
石
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
｝

勾
玉
が
十
六
個
以
上
獲
見
さ
れ
て
い
る
ご
と
を
翠
げ
れ
ぽ
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
眉
庇
付
髭
を
着
け
た
揚
合
の
甲
の
形
式
が
、
　
一
般
に
想
像
さ
れ
て

い
る
愚
な
捷
甲
で
は
な
く
、
短
甲
で
あ
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
こ
と

は
纂
實
で
あ
る
が
、
そ
の
短
甲
に
は
月
の
岡
古
畳
や
大
和
國
添
上
郡

　
　
　
　
　
　
、
古
墳
時
茄
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
懸
（
下
）
　
（
㍗
小
林
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
げ

帯
解
村
山
村
圓
照
寺
墓
山
景
一
両
古
壇
な
ど
の
嫌
に
、
三
角
板
革
綴

・
三
角
板
鋲
留
・
骨
導
板
鋲
留
な
ど
の
各
種
の
型
式
を
雲
隠
に
保
有

す
る
揚
合
も
あ
る
が
2
概
し
て
革
綴
の
も
の
は
例
が
少
く
、
そ
う
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
1
9
）

う
意
味
で
は
日
向
國
東
臼
杵
郡
吉
野
村
大
貫
浮
土
寺
山
古
墳
や
河
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
8
｝

準
準
河
内
郡
錦
郡
聖
旨
病
舎
横
古
墳
か
ら
獲
見
さ
れ
た
、
横
難
板
革

綴
短
甲
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
短
甲
が
革
綴
か
ら
鋲
留
に

移
行
し
た
と
い
う
こ
と
は
原
則
葡
な
愛
煙
で
あ
っ
て
、
一
環
の
蒔
期

を
以
て
前
後
に
分
割
し
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
眉
庇
付
冑
の
使
用

は
ど
ち
ち
か
と
い
え
ば
詩
聖
の
短
甲
の
多
く
な
り
っ
玉
あ
っ
た
時
代

に
毒
す
る
こ
と
が
V
え
る
様
で
あ
る
。

　
わ
が
國
に
お
け
る
挫
甲
の
初
現
の
時
期
は
未
だ
確
認
さ
れ
て
い
な

い
が
、
私
は
そ
れ
を
申
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い

る
。
和
泉
西
小
山
陵
古
壌
や
大
和
圓
照
・
寺
古
餅
ハ
に
お
い
て
嚢
見
さ
れ

た
数
百
枚
の
小
札
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
、
領
の
塁
上
の
副
子
を
考
え
る
べ

　
　
　
　
喉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
8
）

き
も
の
で
あ
9
、
上
総
砥
園
古
墳
の
数
種
の
金
銅
小
札
が
娃
甲
一
領

を
溝
威
す
る
に
足
る
こ
と
も
、
・
豪
胆
多
選
を
要
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
《
と
ム
で
は
は
じ
あ
て
金
銅
製
捷
甲
と
金
銅
製
眉
庇
付
冑
と
の

本
來
の
組
み
合
は
せ
を
考
え
番
ご
と
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働
一
．
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古
墳
時
代
に
お
骨
る
丈
化
の
傳
播
（
下
）
（
小
林
）

し
か
し
、
だ
か
ら
と
亭
っ
て
播
磨
亀
山
古
墳
の
場
合
の
様
な
、
た
と

「
え
地
方
民
の
嚢
堀
に
か
玉
る
た
め
に
散
干
し
た
も
の
が
多
い
と
い
う

理
由
が
あ
る
に
し
て
も
、
少
量
の
小
札
か
ら
で
は
娃
甲
の
存
在
を
考

え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
梅
原
博
士
が
推
定
さ
れ
た
様

声
1
2
）

に
、
短
甲
の
草
摺
な
ど
の
晶
，
部
に
推
定
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
い

す
れ
に
し
て
も
こ
の
小
札
の
存
在
は
、
亀
山
古
墳
が
す
で
に
わ
が
國

に
捷
甲
の
手
法
が
傳
え
ら
れ
て
か
ら
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
播
磨
亀
山
古
墳
ゐ
年
代
の
，
上
限
を
限
定
す
る
に
役
立
つ
遺
物
と
し

て
は
、
い
ま
一
つ
長
頸
工
匠
鎌
の
存
在
を
學
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

・
眉
庇
付
山
掃
し
」
長
頸
上
鐵
…
鍍
と
の
斗
出
は
噛
日
向
添
土
寺
山
古
園
、
旧

山
凹
山
ハ
野
原
轟
白
墳
、
　
和
肖
氷
認
閏
小
由
門
陵
古
墳
、
　
山
人
和
M
圓
照
…
出
角
層
口
踏
ハ
、
　
上
野

鳥
山
古
墳
及
び
肥
爾
今
屋
敷
古
墳
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
種

の
鐡
鎌
の
型
式
は
奈
良
時
代
ま
で
蓮
績
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
ら
、
こ
れ
を
あ
る
程
度
新
し
い
時
代
の
も
の
と
す
る
通
説
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
｝
「

し
て
・
は
、
　
「
古
式
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
」
と

い
う
末
永
博
士
の
警
告
が
あ
る
が
、
實
際
に
は
以
上
の
様
な
中
期
の

古
墳
に
至
っ
て
よ
う
や
く
現
わ
れ
る
も
の
で
、
前
期
の
古
壇
か
ら
装

モ
一
．
一

見
さ
れ
た
倒
は
管
見
に
存
し
な
い
。

　
筑
後
月
の
岡
古
墳
、
大
和
圓
照
焼
撃
壌
、
日
向
六
野
原
第
十
號
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
】

塁
砦
び
、
若
狭
國
遠
敷
郡
瓜
生
村
西
塚
古
墳
で
は
閥
豊
里
冑
と
馬
具

と
が
逸
出
し
て
い
る
。
わ
が
國
の
古
墳
に
お
け
る
馬
具
の
翻
葬
は
、

　
　
　
　
や

す
で
に
慮
帝
陵
陪
塚
丸
山
撃
壌
の
如
き
古
例
を
存
す
る
か
ら
、
俘
禺

の
聖
賢
そ
の
も
の
に
は
不
思
議
は
な
い
が
、
し
か
も
そ
の
費
例
の
な

お
寡
少
で
あ
る
鮎
に
、
蛙
甲
が
騎
馬
戦
用
の
甲
と
し
て
獲
達
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
推
論
に
も
か
玉
わ
ら
・
ず
、
わ
が
國
で
は
馬
具
の
刷

・
騨
が
ま
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
申
期
の
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
陶
質
土
器
の
伴
轟
例
が
ほ
占
ん
ど
な
く
、
わ
す
か
に
上
総

舐
園
な
ど
＝
一
を
暴
げ
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
、
同
じ
意
味
で
注

意
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
金
銅
製
冠
帽
や
金
製
耳
飾
な
ど
の
、
南
鮮
と
の
轡
接
な
關
係
の
考

え
ら
れ
る
一
蓮
の
遺
出
は
、
わ
が
國
で
は
丁
度
眉
庇
付
議
乏
交
替

に
、
中
期
末
・
後
期
初
頭
に
普
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
、
金
銅
冠
は
越

　
　
　
　
（
1
3
）

前
石
脂
山
古
壌
に
お
い
て
、
耳
飾
億
若
狭
西
塚
古
墳
に
謡
い
て
そ
れ

ぞ
れ
眉
庇
付
冑
と
共
隠
し
、
肥
前
三
型
敷
古
墳
で
は
三
者
が
ま
た
同

量
副
葬
ら
れ
て
い
る
窮
撫
あ
っ
て
・
眉
庇
付
馬
易
葉
期
を

（　：1一くS．t　）



著
し
く
限
定
す
る
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
駐
露
W
原
末
治
惰
汀
十
「
「
山
小
邦
古
培
面
岡
土
の
同
胱
氾
舳
幽
に
就
い
て
の
一
二
の
考

　
　
察
」
　
（
『
史
林
』
第
｝
二
十
谷
鱗
一
二
號
、
　
昭
和
二
十
年
）
。

　
⑨
島
…
川
ぬ
東
梅
畑
「
石
塚
山
の
古
墳
」
（
『
｝
鰍
岡
縣
史
一
風
名
勝
天
陥
然
紀
念
物
畑
瑚
査

　
　
隷
告
書
』
第
一
輯
、
大
斑
十
四
年
）
。

　
⑨
島
m
寅
次
郎
「
五
島
山
の
石
棺
」
（
『
陶
ト
噛
』
）
o

④
島
岡
寅
次
郎
「
石
器
と
土
器
・
古
墳
と
副
葬
品
」
（
『
藤
岡
縣
史
蹟
省
勝
天

　
　
然
紀
念
物
調
査
報
告
瞥
翫
第
＋
三
輯
、
昭
抑
＋
囚
年
）
。

　
⑤
島
田
寅
次
郎
「
異
例
の
古
墳
」
（
『
瓢
岡
縣
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報

　
　
告
書
』
第
十
韓
、
昭
和
十
年
）
。

　
⑥
梅
原
山
木
冶
繍
揮
十
「
「
豊
後
北
海
部
郡
に
於
け
る
一
ご
二
の
ゐ
白
墳
」
（
『
脈
阻
ゆ
押
と
締
姻

　
　
理
』
錦
十
二
巷
猿
三
蓋
、
火
正
十
二
年
）
。

　
⑦
環
象
只
次
郎
「
北
九
州
正
嫡
（
の
編
年
的
考
察
（
田
平
）
」
　
（
『
西
臼
山
小
史
學
』
．

　
　
隼
一
號
、
昭
細
こ
四
年
）
。

　
⑧
末
永
野
曝
博
士
『
薄
切
上
代
の
甲
曽
』
（
昭
和
九
年
）
。

　
⑨
梅
原
末
治
博
士
『
久
津
川
古
墳
研
究
』
（
大
正
九
年
）
。

・
⑩
年
林
惟
治
「
仁
穂
天
墓
陵
に
埋
ま
る
金
也
の
甲
胃
」
（
『
考
古
學
』
第
＋
谷

　
　
第
七
號
、
昭
和
＋
四
年
）
。
，

　
⑪
宋
永
雅
雄
博
士
「
淡
輪
予
習
小
山
古
墳
と
典
の
遺
物
」
（
『
大
阪
府
史
跣
名

　
　
　
　
　
　
、
古
贋
時
代
に
お
◎
。
丈
化
の
傳
播
（
下
）
（
小
林
）

　
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
臨
第
三
輯
、
昭
和
七
年
）
。
、

⑫
梅
原
巾
不
払
倶
櫨
即
士
「
隠
田
n
村
亀
山
　
古
墳
と
典
の
山
羊
」
（
『
垂
雪
厘
撫
史
蹟
名
勝
…

　
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
』
第
＋
愛
読
、
昭
利
＋
年
）
。

⑬
高
橋
健
霞
博
士
「
越
前
國
吉
田
郡
石
船
山
の
古
壇
及
び
獲
見
慧
物
」
（
『
考

　
古
界
』
第
七
篇
第
八
號
、
萌
治
四
一
年
）
。

⑭
瀬
之
口
偲
九
灘
『
六
野
原
古
墳
調
査
報
告
』
（
『
宮
崎
縣
史
蹟
名
勝
天
然
紀

　
念
物
調
査
報
告
旧
習
＋
三
輯
、
昭
和
十
九
年
）
。

⑮
梅
原
末
治
博
士
・
古
賀
徳
義
・
下
林
繁
夫
「
熊
本
・
縣
下
に
て
嚢
掘
せ
ら
れ

　
た
る
・
韮
要
な
る
山
自
墳
の
削
祠
査
（
第
一
回
）
」
　
（
『
能
…
本
職
更
馳
硯
〃
鳴
勝
天
臨
然
記

　
念
物
調
査
報
告
』
第
二
滞
、
大
疋
＋
四
年
）
。

⑯
後
藤
出
山
一
　
「
九
州
北
部
に
h
於
け
る
古
墳
の
】
ご
二
（
典
の
【
）
」
　
（
『
考
古
學

　
難
瀞
韓
第
十
二
谷
銘
四
號
、
穴
蕉
十
年
）
o

⑰
尾
崎
喜
左
雄
「
太
田
市
鳥
山
古
墳
に
つ
い
て
」
（
H
本
職
竹
単
葉
曾
第
三

　
回
総
會
研
究
嚢
表
、
昭
利
ご
閥
年
）
。

⑱
佐
藤
小
吉
。
末
永
雛
維
博
士
甲
山
照
寺
墓
山
第
一
號
古
墳
調
査
」
（
『
奈
良

　
縣
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
隠
第
十
一
燈
、
昭
利
五
年
）
。

⑲
鳥
屠
龍
臓
博
士
『
上
代
の
欝
向
重
岡
と
（
寛
典
＋
年
）
。

⑳
末
永
雅
耀
博
士
薗
、
口
本
上
代
の
武
器
b
（
昭
和
＋
六
年
）
。
、

’
⑳
上
眼
前
辮
『
砦
狭
及
び
越
前
に
於
け
”
Φ
古
代
抵
二
十
（
『
覇
井
縣
史
蹟
勝
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三

（　462　）



　
　
　
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
掻
（
下
）

調
査
報
告
』
第
一
珊
、
大
正
九
年
）
o

四
　
大
陸
交
化
の
九
州
へ
の
石
播

（
小
林
）

　
筑
後
月
の
岡
古
墳
の
年
代
の
推
定
に
關
宿
し
て
、
ま
す
決
め
て
置

か
ね
ば
な
ら
な
い
眉
庇
付
冑
の
所
属
時
期
の
問
題
の
た
め
に
、
い
ま

ま
で
多
く
の
紙
数
を
費
し
た
が
、
か
く
て
月
の
岡
古
墳
を
以
て
古
墳

時
代
申
期
に
お
け
る
畿
内
丈
短
の
霜
露
の
確
費
な
例
澄
と
見
る
こ
と

に
は
、
も
は
や
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
次
の
問
題
は
、
こ
の
様
な
畿
内
硬
化
の
徳
播
を
受
廿
容
れ
る

と
と
も
に
、
大
陸
丈
化
を
も
直
接
享
受
し
や
す
い
位
置
に
あ
る
北
九

州
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
い
か
な
る
文
化
複
合
の
現
象
が
見
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
．
か
つ
て
濱
田
耕
作
博
士
は
、
筑

後
・
肥
後
方
面
に
見
出
さ
れ
る
古
墳
の
表
庭
と
し
て
の
石
入
石
馬
の

類
を
以
て
、
大
陸
の
石
入
石
獣
を
短
し
傳
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
埴
輪
土
偶
の
源
流
を
な
し
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
、
九
州
を
繧
て

の
大
陸
丈
化
の
傳
播
と
内
そ
の
畿
内
あ
る
い
は
重
國
へ
の
波
及
を
も

　
　
　
　
　
　
　
蔦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢

論
定
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
そ
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

過
去
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
石
入
自
身
の
焚
達
が
、
豊
後
國
北

海
蔀
郡
下
北
都
留
村
熊
崎
臼
塚
古
…
墳
の
短
甲
形
の
様
な
、
甲
冑
を
表

わ
し
た
も
の
か
ら
人
鰹
の
表
現
に
移
行
し
た
過
程
が
推
察
さ
れ
、
そ

こ
に
器
財
塙
輪
か
ら
の
攣
化
が
考
え
ら
れ
．
る
上
に
、
筑
後
國
八
女
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

下
心
川
村
一
條
石
入
山
古
墳
起
お
い
て
、
す
で
に
石
人
は
入
物
埴
輪

や
動
物
鵜
と
共
存
し
嚢
見
ざ
れ
て
い
契
ら
で
あ
る
・
北
九
州

に
お
け
る
石
入
石
馬
の
獲
生
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
畿
内
丈
化
の

．
貧
血
と
、
こ
れ
を
受
容
し
た
地
域
に
お
け
る
加
工
し
や
す
い
阿
蘇
熔

岩
の
存
在
と
を
以
て
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
十
分
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
大

陸
が
ら
の
刺
激
を
待
つ
必
要
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
装
飾
古
墳
の
九
州
に
お
け
る
特
殊
な
分
布
も
、
ま
た
大
陸
の
墓
制

と
の
關
聯
に
お
い
て
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
現
象
で
あ
る
が
、

装
飾
古
墳
の
蝋
屈
で
納
馳
括
さ
れ
る
彫
刻
ま
た
は
彩
画
を
有
す
る
古
墳

の
申
に
は
、
あ
ま
り
に
も
時
期
を
異
に
し
威
立
の
事
情
を
濾
す
る
各

種
の
も
の
が
同
一
親
さ
れ
て
い
る
嫌
が
あ
る
。
少
く
と
も
朝
鮮
に
お

け
る
高
句
麗
時
代
や
百
墨
書
代
の
横
穴
式
石
室
に
見
ら
れ
る
壁
面
の

彩
画
と
の
關
係
を
考
慮
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
∩
九
州
で
は
石

棺
や
軽
忽
に
彫
刻
さ
れ
た
直
地
平
装
飾
よ
り
は
、
や
玉
串
れ
て
田
下
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し
た
墓
制
に
属
し
て
い
る
。
し
か
も
、
．
石
棺
や
梅
毒
に
直
弧
丈
を
適

・
用
す
る
と
い
う
議
案
は
九
州
で
は
じ
め
て
考
え
出
さ
れ
た
セ
と
で
あ

っ
た
と
し
・
て
も
、
嚴
重
な
構
圖
の
約
束
を
有
す
る
直
函
丈
自
身
は
、

畿
内
丈
化
の
う
ち
に
育
て
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
九
州
に
お
い
て
装
飾
古
壊
を
焚
生
せ
し
め
た
原
因
倣
、
と
れ
ま

た
石
人
石
馬
と
事
情
を
同
じ
く
し
、
時
期
を
等
し
く
し
て
、
畿
内
丈

化
の
傅
播
と
そ
れ
を
受
容
し
だ
地
域
の
特
殊
現
象
と
し
て
一
壷
理
解

・
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
．
で
あ
る
。

　
た
穿
し
、
こ
ム
で
注
意
を
逸
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら

め
直
二
丈
を
彫
刻
し
た
石
棺
と
い
え
ど
も
、
筑
後
石
人
山
古
墳
そ
の

他
の
挙
例
が
示
す
様
に
、
一
種
の
横
穴
式
石
室
の
申
に
誉
め
ら
れ
て

い
る
ば
か
り
な
く
、
そ
れ
自
身
が
横
口
式
石
棺
の
形
制
を
と
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
直
首
丈
を
刻
し
た
梛
壁
が
横
穴
式
石
室
の

構
造
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
ご
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
九
州
に
お
け
る
装
飾
古
墳
の
嚢
生
の
背
後
に
は
、
た
と
え

そ
の
決
定
的
な
要
因
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
す
で
に
大
陸
系
墓
制

の
影
響
が
潜
在
す
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
下
版
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
古
蟹
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
（
下
）
　
八
小
林
）

　
横
穴
式
石
量
が
軍
に
語
の
上
で
竪
穴
式
石
室
と
封
比
せ
ら
れ
る
に

す
磐
な
い
程
度
の
、
．
樽
慧
上
の
相
異
の
み
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
も

の
で
な
く
、
死
者
と
生
者
と
が
相
翻
し
ヶ
る
塗
聞
の
定
立
に
よ
っ

て
、
そ
れ
に
伴
う
中
々
の
鍵
化
と
器
物
の
黒
化
と
を
生
じ
た
こ
と
、

内
部
樽
逡
は
完
全
に
封
土
の
申
に
埋
淡
せ
ら
れ
て
、
壌
丘
の
二
面
が

一
方
的
に
生
者
を
迎
え
て
い
た
前
方
後
園
墳
に
お
い
て
、
横
穴
式
石
．

室
の
探
用
は
墳
丘
の
側
面
へ
の
石
室
の
開
口
を
導
き
、
こ
ム
に
新
し

い
墳
墓
の
正
面
を
現
出
し
て
、
．
前
方
後
圓
墳
の
意
義
を
喪
失
さ
せ
る

沈
至
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
幾
度
か
繰
9
返
え
さ
れ
て
逃
べ

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
横
穴
式
石
室
の
獲
生

は
、
異
な
る
葬
法
の
コ
櫨
の
傳
來
に
と
ど
ま
ら
す
、
大
き
な
影
響
力

を
も
つ
た
劇
化
傳
播
の
標
徴
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
足
る
で
あ
ろ

う
。
畿
内
丈
化
と
封
比
せ
ら
れ
る
大
陸
丈
化
の
傳
播
を
、
九
州
に
お

い
て
實
要
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
ま
さ
に
横
穴
式
石
室
こ
そ
は
格
恰

の
丈
化
現
象
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
す
で
に
彩
画
を
有
す
る
装
飾
古
聖
と
し
て
の
横
穴
式
石

室
が
、
九
州
に
お
い
て
最
初
に
獲
生
し
た
型
式
で
は
な
い
こ
と
を
指

摘
し
た
膚
分
の
立
揚
か
ら
い
え
ば
、
從
來
の
所
読
ほ
ど
簡
軍
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
颯
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古
毅
懸
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
（
下
）
（
小
林
）
、
・

横
穴
式
石
室
の
九
州
へ
の
直
接
の
渡
來
を
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い

・
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
畿
内
と
九
州
と
に
お
い
て
、
横
穴
式
石
室
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦

初
霜
の
時
期
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
ご
と
を
、
，
こ
玉
に
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
九
州
に
お
け
る
横
穴
式
石
壼
の
普
及
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

が
横
口
式
石
棺
を
生
じ
た
と
い
う
前
提
を
も
認
め
る
意
味
に
お
い

て
、
爾
者
が
一
つ
の
古
墳
の
内
部
構
逡
と
し
て
共
存
す
る
、
筑
後
石

入
山
古
墳
よ
り
も
以
前
に
考
え
ら
れ
為
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

前
方
後
品
形
の
墳
丘
上
に
、
石
人
及
び
各
種
め
形
象
埴
輪
を
有
す
る

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
副
葬
晶
の
不
明
な
石
人
山
古
墳
の
年
代

は
、
そ
れ
の
み
か
ら
は
推
鐙
が
園
難
で
あ
る
。
た
穿
同
じ
種
類
の
横

口
器
石
棺
を
直
接
後
宮
蔀
に
埋
め
た
、
肥
後
幽
玉
名
郡
江
田
寄
蔵
山

　
　
（
3
）

古
墳
と
、
相
近
い
も
め
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
が
許
さ
れ
る
な
ら

ば
、
金
銅
…
製
冠
帽
…
。
金
銅
製
沓
。
金
製
耳
飾
な
ど
の
、
特
色
あ
る
一

群
の
遺
物
を
、
豪
富
土
器
な
ど
と
共
に
謂
青
し
て
い
た
船
山
古
墳
の

年
代
は
、
ほ
穿
五
世
紀
の
後
篇
に
比
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
古
墳
か
ら
焚
書
さ
れ
た
一
口
の
環
頭
大
刀
の
銀
象
欲
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
プ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
い
　
　
つ
　
　
う

銘
交
を
、
　
「
治
天
下
豊
富
ミ
ヅ
歯
大
王
世
去
々
」
，
と
剰
煩
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
（
4
｝

豊
山
敏
男
博
士
の
研
究
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ご
れ
が
四
三
八
年
を
中

心
と
す
る
前
後
五
年
間
に
在
位
せ
ら
れ
た
反
正
天
皇
時
代
の
製
蔽
に

買
血
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
古
墳
の
年
代
も
上
限
を
決
定
せ
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
壼
幽
的
に
大
部
分
は
横
穴
式
石
室
か
ら
獲
見

せ
ら
れ
、
さ
童
の
眉
庇
付
噛
し
」
は
交
領
し
て
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ

る
金
銀
使
用
の
、
一
蓮
の
装
身
具
は
、
朝
鮮
で
は
た
と
え
五
世
紀
初
頭

に
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
わ
が
國
で
は
五
六
世
紀
の
交

に
年
代
を
求
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
ひ
と
P
江
田
船
山
古
墳
の
み
を
覧

世
紀
溺
牟
に
遡
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
、

・
船
山
古
墳
の
年
代
か
ら
推
定
し
て
、
筑
後
石
入
山
古
毅
も
ま
た
五

世
紀
後
牟
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
横
穴
式
石
｛
至
か
ら
周
庇
付

冑
を
漫
汗
し
た
肥
後
繁
根
木
古
墳
の
纂
實
も
、
ま
喪
合
理
的
に
解
繹

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
石
入
山
古
壌
の
年
代
が
五
世
紀

後
牟
に
推
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
九
州
に
お
い
て
横
穴
式
石
焼

の
普
及
が
、
新
な
横
湿
式
石
棺
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
時
期
で
あ

る
。
た
走
え
長
持
形
石
棺
、
あ
る
い
は
組
合
式
家
形
石
棺
か
ら
横
口

式
家
形
石
棺
へ
の
墜
化
が
、
　
一
側
遽
に
開
口
部
を
設
け
る
に
す
書
な

（　465　）



い
と
い
う
理
由
で
｝
き
わ
め
て
容
易
に
生
起
し
得
た
と
考
え
て
も
、

な
お
そ
れ
は
九
州
に
お
け
る
横
穴
式
石
窒
夢
現
の
時
期
の
決
定
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
、

’
そ
れ
で
は
他
に
よ
り
古
い
年
代
を
與
え
う
る
横
穴
式
石
室
の
費
例

が
、
九
州
の
ど
こ
か
に
見
禺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
ま
で
に
知

ら
れ
た
古
墳
と
し
て
は
、
た
穿
一
つ
、
筑
溺
國
糸
廃
髪
剃
階
寺
村
丸

　
　
｛
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

隈
山
古
墳
の
不
十
分
な
費
料
を
畢
げ
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
丸
隈
山
古
墳
の
後
圓
蔀
黒
々
の
褒
見
は
寛
永
年
間

の
こ
と
と
い
い
、
羨
道
あ
る
い
は
諮
室
な
ど
の
構
逡
は
い
ま
破
壌
さ

れ
て
知
る
由
も
な
い
が
、
手
早
な
劇
石
を
小
臼
積
み
に
し
た
講
窒
内

に
、
砂
岩
質
の
加
工
板
材
を
組
み
合
わ
せ
て
、
二
個
の
遺
骸
を
並
…
置

す
る
た
め
の
棺
を
設
備
し
て
い
る
欣
態
と
、
　
「
上
は
大
石
を
覆
ひ
口

も
又
石
を
以
て
是
を
ふ
さ
ぐ
」
と
い
う
『
筑
前
績
風
土
記
』
の
丈
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
本
県
横
穴
式
石
室
と
し
て
の
領
置
を
も
つ
て
い

た
こ
と
が
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
ゆ

　
さ
て
丸
隈
山
古
墳
の
年
代
の
推
｛
疋
に
役
立
つ
の
は
、
副
葬
晶
中
の

こ
面
の
彷
製
鏡
よ
り
も
、
二
個
の
紐
形
鋼
器
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の

圓
懸
歌
座
四
脚
式
の
紅
塵
銅
器
が
、
竪
穴
切
石
窒
を
内
部
縫
…
蓬
と
す

　
　
　
　
　
　
古
熔
ハ
時
代
に
お
け
超
丈
化
の
傳
懸
（
下
）
　
【
小
林
）

る
前
期
の
古
墳
か
ら
隙
見
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
源
流
は
彌

生
式
時
代
の
聾
棺
墓
に
ま
で
遡
り
う
る
ご
と
は
周
知
の
講
費
で
あ
る

が
、
い
ま
問
題
と
す
べ
き
も
の
は
む
し
ろ
そ
の
下
限
で
あ
る
。
そ
こ

で
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
備
申
國
都
窪
郡
加
茂
村
新
庄
下
馴
足
回

【
6
一

墳
に
お
い
て
、
直
弧
丈
を
刻
し
た
胸
壁
を
有
し
、
割
石
を
小
早
積
み

に
し
た
九
州
系
の
横
穴
式
石
室
の
外
部
か
ら
、
粘
土
床
を
内
部
穐
…
浩

と
す
る
別
個
の
埋
雛
の
副
葬
晶
と
し
て
、
十
二
個
の
巴
形
鋼
器
が
嚢

見
さ
れ
て
い
る
事
實
で
あ
る
。
後
者
の
県
単
が
横
穴
式
石
室
の
入
口

に
近
接
し
て
い
る
乙
と
か
ら
考
え
て
、
誓
事
石
室
築
丹
後
の
二
次
的

な
埋
葬
で
あ
る
ご
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
九
州
に
お
け
る
横

穴
式
石
室
の
普
及
が
遠
く
こ
の
地
方
に
そ
の
分
流
を
生
じ
た
後
に
、

な
お
鍵
形
銅
器
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
事
實
は
丸
隈
山
古
墳
に
お
い
て
横
穴
式
石
室
か
ら
巴

形
銅
器
が
獲
見
さ
れ
た
と
い
う
所
部
の
確
単
性
を
保
母
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
、
そ
の
年
代
の
決
定
に
は
な
お
十
分
の
装
言
を
も
た
な
い
感

が
あ
る
。

　
さ
ら
に
畿
内
に
眼
を
韓
じ
る
と
、
，
竪
穴
式
石
窒
内
に
長
持
形
石
棺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
7
）

．
を
早
め
た
河
内
無
毒
黒
山
古
捜
の
認
葬
晶
中
に
、
ま
旋
巴
形
銅
器
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
七
七
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ゐ
土
手
瀦
蒔
，
代
に
お
け
る
丈
化
の
錬
…
播
（
下
）
　
（
小
林
）

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
ゆ
こ
の
古
墳
が
正
し
く
は
生
害
陵
に
比
定
せ

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
蔀
墨
者
の
騰
落
が
容
れ
ら
れ
る
な

ら
ば
、
そ
σ
年
代
は
五
世
紀
申
葉
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
問
題
の
面
部
斑
古
墳
の
年
代
も
ま
た
、
巴
形
銅
器
が
唯
一

の
手
懸
9
と
さ
れ
る
限
り
、
少
く
と
も
五
世
紀
申
葉
ま
で
下
げ
う
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
新
な
面
心
の
的
と
な
る
の
は
、
同
じ
く
五
世
紀
言
葉
頃
に

考
え
ら
れ
た
丸
隈
山
古
墳
と
月
の
岡
古
墳
と
の
前
後
關
係
で
あ
る
。

漆
堂
城
山
古
墳
が
允
恭
陵
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
棺
の
特
殊
な
彫

刻
と
い
い
、
銅
…
簸
・
車
輪
石
な
ど
の
副
聾
晶
と
い
い
、
こ
れ
を
仁
徳

陵
山
方
部
の
皇
儲
付
冑
を
絆
つ
た
埋
葬
よ
り
新
し
い
時
代
に
索
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ψ

と
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
仁
徳
天
皇
の
崩
年
ぼ
『
宋
需
』
に
よ

っ
て
四
二
〇
年
代
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
ま
だ
獲
見
さ
・

れ
て
い
な
い
三
寿
部
の
埋
葬
の
年
代
で
あ
っ
て
、
後
に
蘭
方
部
を
利

用
し
て
巡
検
せ
ら
れ
た
長
持
形
石
棺
に
は
、
む
し
ろ
五
世
紀
懸
盤
以

後
の
年
代
を
與
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
て
か
り
に
畿
内

ひ
に
お
け
る
津
壁
號
山
古
墳
と
仁
徳
陵
前
方
部
埋
雛
と
の
麹
比
が
、
九

州
に
お
い
て
丸
隈
山
古
墳
と
月
の
岡
古
鱗
と
の
黒
革
と
し
て
再
現
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

れ
て
い
る
と
し
て
も
、
丸
隈
山
古
墳
も
ま
た
墳
丘
自
髄
は
畿
内
文
化

の
、
流
を
受
け
た
前
方
後
圓
墳
の
形
制
に
從
っ
て
い
る
購
費
を
思
え

ば
、
こ
れ
ら
の
二
面
壌
の
年
代
に
は
は
な
は
だ
し
い
詣
り
を
つ
け
が

た
い
こ
と
こ
そ
凝
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
北
九
州
一
帯
に
お
け
る
畿

内
丈
化
の
弧
力
な
傳
播
の
時
期
を
明
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
畿
内
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
の
初
現
は
い
つ
の
頃
に
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
近
江
國
高
島
郡
水
尾
黒

鴨
強
熱
山
古
籏
の
如
ぎ
を
も
っ
て
、
今
日
知
ら
れ
て
い
る
比
較
的
古

い
實
例
忙
推
そ
う
と
す
る
私
見
と
、
濱
田
。
梅
原
爾
博
士
が
こ
の
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
8
）

墳
を
五
六
世
紀
の
間
に
あ
P
と
論
ぜ
ら
れ
た
年
代
観
と
を
援
用
し

て
、
そ
の
時
期
を
五
世
．
紀
末
以
後
に
求
め
た
い
と
思
う
。
し
か
り
と

す
れ
ば
、
こ
ム
に
九
州
と
畿
内
老
で
は
、
横
穴
式
石
室
の
二
階
に
約

孚
枇
紀
の
開
ぎ
が
生
じ
．
範
ご
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
大
陸
の
新
し

い
墓
制
が
ま
す
九
州
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
後
、
畿
内
に
遡
源
し
た
と

い
う
所
説
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
繰
り
返
え
し
て
注
意
を
う
な
が
し
て
避
き
た
い
こ
と

は
、
尭
州
の
有
力
者
が
こ
の
様
な
大
陸
ρ
文
化
を
概
寓
す
る
た
め
に

（　467一　）
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は
、
旋
だ
大
陸
に
近
炉
と
い
ふ
地
理
的
事
件
の
ほ
か
に
、
新
し
い
大

陸
融
化
を
受
容
す
る
に
足
る
だ
け
の
基
礎
的
文
化
の
形
成
が
必
要
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『

あ
っ
た
き
思
わ
れ
る
こ
と
と
、
内
か
玉
る
丈
化
的
地
盤
の
準
備
は
、
ま

つ
畿
内
二
化
の
徳
播
を
ま
っ
て
用
意
せ
ら
れ
旋
ご
と
、
し
か
も
九
州

山
帯
に
戯
す
る
畿
内
転
化
の
普
及
に
先
行
し
て
、
豊
前
方
面
に
聴
す

る
畿
内
文
化
の
移
植
が
ま
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
「
九
州

に
お
け
る
豊
薗
の
役
割
り
は
、
ま
た
細
部
に
お
い
て
は
武
藏
に
よ
っ

て
果
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
あ
る
丈
化
の
獲
展
過
程
に
お
け
る
飛
躍
的
愛
化
の
動
因
を
、
外
部

か
ら
の
丈
化
の
傳
播
に
よ
っ
て
説
こ
う
と
す
る
者
は
、
や
ム
も
す
れ

ば
い
か
な
る
地
理
的
・
斑
族
的
障
害
を
も
超
越
し
旋
、
た
黛
高
い
丈

化
地
帯
か
ら
低
い
融
化
地
帯
へ
の
、
丈
化
そ
の
も
の
の
移
動
馬
脳
を

軍
純
に
考
え
る
傾
向
が
な
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本

の
様
な
荻
い
島
國
の
う
ち
に
お
い
て
も
、
’
生
前
の
軍
威
を
死
後
に
も

持
績
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
た
、
死
者
の
た
め
の
肚
平

な
墳
墓
の
鯉
山
と
い
ふ
、
各
無
難
理
事
の
樺
力
者
の
み
が
主
と
し
て

鍵
革
の
恩
慈
に
浴
し
う
る
様
な
文
化
現
象
の
徳
播
に
は
、
他
に
先
ん

じ
て
そ
れ
を
必
要
と
す
る
批
會
段
階
に
入
っ
た
大
和
國
家
の
政
治
力

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

。
軍
合
力
の
一
暦
の
蓄
積
と
、
新
し
い
鮭
禽
構
威
を
組
織
す
る
た
め

の
地
方
潮
力
の
凝
集
と
を
ま
た
す
し
て
は
、
傳
播
の
機
購
は
装
本
し

な
か
つ
旋
の
で
あ
る
。
古
墳
時
代
畿
内
交
化
が
よ
う
や
く
…
關
束
。
九

州
の
各
地
各
地
に
現
わ
れ
る
ま
で
に
、
畿
内
に
お
け
る
一
二
世
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

わ
た
渇
維
螢
を
必
要
と
し
た
と
い
う
の
は
、
距
離
の
み
が
潮
位
を
さ

ま
た
げ
、
お
く
ら
せ
た
の
で
は
な
か
つ
漁
。
な
る
ほ
ど
大
和
國
家
の

椹
力
の
仲
張
は
、
距
離
に
比
例
し
て
近
隣
か
ら
次
第
に
遠
隔
の
地
域

に
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
治
力
。
軍
纂
力
の
波
及
が
距
離

に
比
例
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
随
伴
し
た
丈
化
の
傳
播
が
、
同
じ

ぐ
距
離
に
は
黛
ま
れ
て
時
聞
を
要
し
た
様
に
見
え
る
と
し
て
も
、
一

旦
岡
目
の
文
化
圏
が
形
威
さ
れ
る
と
、
以
後
の
丈
化
の
傳
播
に
は
そ

の
聞
に
矩
離
を
意
識
さ
せ
る
様
な
時
間
的
遅
延
が
認
め
ら
れ
な
い
轟

實
が
、
そ
の
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
立
讃
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
大
陸
の
糖
化
が
い
か
に
高
度
の
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

丈
化
圏
へ
の
距
離
が
い
か
に
近
接
し
て
い
て
も
、
改
め
て
趾
差
構
蓬

が
、
こ
れ
を
受
容
す
る
ヒ
と
を
可
能
に
す
る
ま
で
は
、
朝
鮮
と
九
州

と
の
闘
に
す
ら
直
接
の
文
化
の
傳
播
が
認
め
ら
れ
な
い
時
期
が
あ

り
、
し
か
も
そ
の
期
聞
に
は
大
陸
と
は
距
離
の
遠
い
畿
内
が
そ
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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古
墳
時
代
に
お
け
る
丈
化
の
傳
播
（
下
）
　
（
小
林
）

化
の
享
受
者
の
地
位
を
占
め
て
い
た
と
と
も
暴
實
で
あ
る
。
そ
う
し

て
九
州
に
入
っ
た
大
陸
の
文
化
が
、
横
穴
式
石
室
の
蜴
合
の
様
に
畿

．
内
で
行
わ
れ
る
ま
で
に
諾
諾
の
時
間
を
要
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
距

離
の
問
題
で
な
く
、
二
一
内
に
お
け
る
古
い
文
化
の
．
構
い
樽
統
の
存
在

に
よ
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
備
中
千
足
実
話
の
飛
び
離

れ
た
一
例
の
存
在
を
見
て
も
知
ら
れ
る
様
に
、
九
州
に
入
っ
た
横
穴

式
石
室
は
、
ほ
と
ん
ど
時
を
置
か
す
し
て
遠
く
へ
だ
た
っ
た
土
地
に

そ
の
姿
を
現
わ
す
こ
と
も
で
き
た
、
の
で
あ
り
、
、
し
か
も
ま
た
、
そ
こ

で
は
す
ぐ
に
は
後
三
者
を
育
て
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の

も
、
こ
の
様
に
考
え
て
は
じ
め
て
論
明
の
つ
く
現
象
で
あ
る
。
・

　
か
く
の
如
く
文
化
の
傳
播
に
は
、
凱
ハ
え
る
側
と
受
け
る
側
と
の
枇

會
段
階
の
異
同
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
容
易
な
ら
し
め
る
揚
合
と
困
難

な
ら
し
め
る
揚
合
と
が
あ
る
こ
と
は
、
穂
播
に
よ
っ
て
丈
化
の
攣
革

を
説
く
者
の
特
に
留
意
す
べ
ぎ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
文
化
面
容

の
聞
題
も
ま
た
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
と
さ
ら
に
そ
れ

に
は
ふ
れ
な
い
で
置
き
た
い
。
　
欄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
、

　
蝕
酬
W
覆
田
鰭
桝
発
明
十
…
「
・
支
那
の
十
…
偶
μ
と
口
呈
小
の
勧
覗
輪
」
（
『
藝
交
』
第
二
届
†
第

　
　
一
號
、
明
治
四
四
年
）
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

⑨
梅
原
末
治
博
士
「
筑
後
國
、
ヴ
流
築
憩
肉
古
墳
の
調
益
報
告
」
（
『
史
蔵
出
第

　
九
巻
策
二
階
、
昭
利
礁
年
）
o

②
梅
原
末
治
博
士
「
乙
名
隠
江
剛
舩
山
古
墳
調
査
．
報
告
」
（
『
熊
本
縣
史
蹟
名

　
勝
天
然
記
念
物
劔
査
報
告
b
第
一
柵
、
火
弄
十
一
年
）
Q

④
醸
山
敏
男
博
士
「
江
m
渡
掘
穴
刀
及
び
隅
田
八
幡
紳
旋
鏡
の
製
作
年
代
に

　
　
つ
い
て
」
（
『
考
古
學
雑
誌
』
第
ご
四
春
第
ム
號
、
昭
和
九
年
）
o

．
⑤
島
田
寅
次
郎
「
丸
隈
由
古
墳
」
（
『
瀾
岡
縣
史
既
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報

　
告
書
臨
第
，
一
三
、
大
正
十
四
年
）
。

⑥
和
国
千
吉
「
備
中
醗
都
鑓
郡
断
三
下
古
墳
」
（
『
考
古
學
雑
誌
幽
策
九
巻
躯
‘

　
十
一
號
、
大
正
八
年
）
。
　
、
　
囁
　
　
　
　
　
、

⑦
大
道
二
三
「
河
内
網
小
山
村
資
見
の
大
石
棺
」
（
『
考
古
學
礫
誌
』
第
二
巻

　
　
第
九
號
、
明
治
四
五
年
）
o
　
内
　
　
　
、

⑧
濱
川
耕
作
・
梅
．
原
末
治
博
士
『
近
江
國
高
島
郷
水
尾
村
鴨
の
古
帳
一
貿
『
京

　
都
帝
國
大
尽
丈
布
部
考
古
學
研
究
報
告
轍
窮
八
三
、
大
鷲
十
二
年
）
。

⑨
し
た
が
つ
℃
、
三
世
紀
に
雪
雲
諸
國
を
代
表
す
る
様
な
勢
力
を
も
ち
、
直

　
接
大
陸
と
交
顕
し
た
と
鯨
へ
ら
れ
る
邪
馬
齢
國
臨
、
そ
の
丈
化
が
古
墳
時

　
代
に
腸
す
る
も
の
で
あ
る
限
サ
、
そ
の
位
置
を
九
州
に
求
め
る
こ
と
は
不

　
　
可
能
で
あ
る
。
か
つ
魏
代
の
鏡
百
面
を
鹸
撮
し
た
丈
化
を
古
墳
時
代
以
外

　
に
求
め
卵
。
こ
と
も
で
き
な
い
。
　
　
　
　
（
昭
和
二
五
年
三
月
稿
）
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