
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

齊
　
家
　
期
　
に

つ
　
い
　
て

1
中
国
先
史
時
代
の
一
研
究
一

六
〇

藤

沢

長

治

　
遺
物
を
手
に
と
っ
て
研
究
し
、
遺
蹟
に
行
き
、
さ
ら
に
は
自
分
で
発
掘
す
る
。

こ
の
ど
れ
も
出
来
な
い
地
域
の
考
古
学
を
研
究
し
て
も
、
紹
介
以
上
に
あ
ま
り

出
ら
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
発
掘
薫
蒸
害
が
不
充
分
な
も
の
で
あ

る
場
合
は
、
研
究
の
困
難
は
さ
ら
に
大
き
い
。
　
　
，

　
申
国
先
史
時
代
の
研
究
は
私
に
と
っ
て
は
以
上
の
こ
と
が
ら
が
よ
く
あ
て
は

ま
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
少
く
と
も
や
や
詳
し
い
報
告
霧
の
繊
て
い
な
い
時
期

と
地
城
に
関
し
て
は
考
察
を
し
ば
ら
く
差
し
ひ
か
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
■
な

ぜ
な
ら
ば
、
考
察
を
下
し
て
み
て
も
、
推
測
又
は
単
な
る
「
思
い
つ
き
」
の
程

度
を
あ
ま
り
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
半
山
期
・
馬
家
窟
期
（
両
期
を
合
せ
て
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
は
甘
粛
仰

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

罷
勘
と
呼
ぶ
）
に
つ
い
て
今
蜜
で
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
室

家
期
の
み
を
取
り
上
げ
る
．
．
所
謂
「
甘
粛
六
期
」
の
他
の
時
期
に
つ
い
て
も
、

改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
．
．

　
河
南
を
申
心
と
す
る
地
域
は
鍛
も
問
題
に
富
み
、
又
最
も
電
要
で
は
あ
る
が
、

新
し
い
発
掘
も
行
わ
れ
て
い
る
今
日
、
そ
の
第
一
の
聞
題
点
で
あ
る
層
位
無
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

実
が
今
少
し
明
ら
か
と
な
っ
た
後
に
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

　
齊
家
期
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
の
「
甘
粛
六
期
」
の
最
古
の
時
期
で
あ
る
。

こ
の
「
甘
粛
六
期
」
は
種
々
の
点
で
問
題
を
含
ん
で
い
て
、
全
般
的
な
再
考
察

を
要
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
最
も
明
瞭
な
誤
り
は
こ
の
齊
家

期
に
あ
る
。
現
在
で
は
こ
れ
を
最
古
の
時
期
と
す
る
見
解
は
全
く
否
定
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
論
ず
る
。

　
濟
家
期
を
論
ず
る
に
当
っ
て
の
墓
礎
資
料
は
、
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
一
、
齋
家
坪
遣
蹟
　
二
、
辛
店
C
遺
蹟

　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
三
、
羅
漢
堂
遺
蹟
　
四
、
半
山
食
鳥

　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
五
、
甘
粛
に
お
け
る
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
の
購
入
品
の
一
部

　
こ
れ
ら
の
資
料
を
次
に
概
心
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
個
々
の
問
題
は
そ

の
時
々
に
検
討
し
、
最
後
に
全
般
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一、

脂
ﾆ
坪
遺
陵
　
甘
論
黒
門
謡
曲
に
あ
り
、
黄
河
の
一
支
流
た
る
挑
河
の
中
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流
の
西
岸
に
面
し
、
一
九
二
四
年
夏
に
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
が
発
掘
。
遺
蹟
は

沸
河
の
水
面
よ
り
九
〇
～
一
〇
〇
米
高
い
罵
蘭
台
地
上
に
あ
り
、
南
西
の
方
向

に
続
く
狭
い
地
峡
を
除
い
て
は
、
急
傾
斜
の
断
崖
に
よ
っ
て
周
囲
か
ら
隔
絶
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
、
所
謂
「
甘
藷
型
の
立
地
」
の
好
例
を
な
す
。
文
化
層
は
広
く
厚
く
、
甘
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

地
方
で
は
珍
ら
し
い
と
言
わ
れ
る
大
遺
蹟
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
．
．
同
、
。
。
一
．
簿
．
．

の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
層
位
は
認
め
ら
れ
ぬ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
の
発
掘
は

そ
の
助
手
達
が
大
き
な
役
割
り
を
果
し
た
よ
う
で
あ
る
し
、
又
、
後
の
整
理
の

不
充
分
さ
か
ら
、
数
授
の
層
位
的
観
察
に
は
私
は
疑
問
を
特
っ
て
い
る
。
齊
家

勢
遺
蹟
に
お
い
て
は
、
単
に
層
位
は
認
め
ら
れ
ぬ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
裏
附
け
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

　
遺
蹟
が
現
在
の
耕
作
地
や
人
家
と
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
さ
し
さ
わ
り
の
少

い
個
所
が
発
掘
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
発
掘
地
点
の
詳
細
と
か
、
そ
の
範
囲
は
明

ら
か
で
な
い
。

　
遺
物
の
整
理
・
研
究
及
び
そ
の
発
表
は
童
舞
σ
q
算
ゆ
嘗
〒
》
一
戸
三
p
氏
が
行

っ
て
い
る
が
、
そ
の
研
究
は
詳
細
に
わ
た
り
、
問
題
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
大

体
の
目
的
を
達
し
て
い
る
。
以
下
、
氏
に
よ
り
つ
つ
説
明
を
進
め
る
。

　
土
器
の
分
類
で
は
、
概
形
土
器
の
少
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
黒
土
の
性

質
と
焼
き
を
主
な
規
準
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
器
形
・
製
作
抜
術
等
が
悪
露

　
　
　
　
　
　
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
も
前
者
を
重
視
し
、
琢
輸
討
ウ
微
底
的
に
行
わ
な

か
っ
た
た
め
に
問
題
を
残
し
て
い
る
。
同
様
な
方
法
に
よ
っ
て
行
っ
た
羅
漢
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

遺
蹟
の
土
器
の
分
類
は
、
そ
の
欠
陥
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
．
、
資
料
の
性
質

に
よ
り
本
遺
蹟
の
場
合
は
あ
ま
り
目
立
た
ぬ
が
、
や
は
り
同
様
な
欠
陥
が
含
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
充
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
土
器
は
こ
の
よ
う
な
規
準
に
従
っ
て
、
齋
家
1
・
X
・
遭
の
三
群
に
大
別
さ

れ
、
そ
の
内
に
更
に
小
分
類
が
設
定
ψ
．
ぐ
れ
て
い
る
。

　
工
は
技
術
面
か
ら
雷
っ
て
こ
の
期
の
最
高
の
水
準
を
示
し
、
数
も
最
も
多
い
。

器
形
も
変
化
に
冨
む
が
、
た
だ
装
飾
の
面
［
で
は
皿
に
劣
る
。
こ
の
1
中
の
も
で

相
当
の
差
異
が
あ
る
の
で
更
に
魚
・
恥
・
k
の
三
つ
に
細
分
さ
れ
る
。

　
血
は
中
で
も
最
高
の
技
術
を
示
す
。
即
下
は
均
一
に
し
て
極
め
て
良
質
で
、

少
量
の
石
灰
粒
を
含
む
に
す
ぎ
な
い
。
焼
き
は
堅
く
、
赤
褐
色
か
ら
淡
黄
色
に

至
る
種
々
の
段
階
の
色
遭
い
を
示
す
る
．
、

　
　
⑪

　
巴
弓
は
多
く
の
破
片
に
認
め
ら
れ
、
二
種
麺
．
が
あ
る
。
一
つ
は
胎
土
と
よ
く

似
た
色
合
い
を
示
し
、
他
は
白
色
で
厚
い
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
実
用
と
装
飾
と

の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
か
に
基
く
の
で
あ
ろ
5
。
．

　
器
形
ば
鮎
・
田
の
壷
、
2
の
鉢
、
3
の
大
型
鉢
等
で
あ
る
が
、
　
（
轡
形
に
関

　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
は
挿
図
参
照
）
他
に
立
派
な
把
手
片
が
少
数
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
把

手
の
装
着
さ
れ
た
器
の
形
は
不
明
で
あ
る
。
壷
の
頸
部
及
び
胴
上
部
、
鉢
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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齊
家
期
に
ワ
い
て
（
藤
沢
）

側
等
に
同
心
円
の
条
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
萱
の
底
部
に
編
物
の
圧
痕
を
止
め
る

も
の
が
あ
り
、
こ
の
種
の
編
物
の
存
在
の
唯
一
の
証
挺
を
な
す
。
壷
の
鯛
下
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

部
に
は
影
鋒
。
【
げ
琶
お
件
ぎ
も
尻
①
い
甑
。
蕊
あ
り
、
頸
と
胴
と
の
境
目
に
は
重
文

の
あ
る
膚
帯
が
囲
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
恥
は
魚
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
が
、
製
作
技
術
も
質
も
や
や
劣
る
。
数
量
の

面
で
は
工
の
内
で
は
こ
れ
に
属
す
る
も
の
が
最
も
多
い
。
底
土
は
比
較
的
良
質

の
粘
土
に
多
量
の
黄
土
と
相
当
量
の
石
灰
と
を
混
じ
た
も
の
を
基
調
と
し
、
ア

ル
カ
リ
長
石
又
は
石
英
砂
を
加
え
て
い
る
。
h
よ
り
も
や
や
低
い
温
度
で
焼
か

れ
た
ら
し
く
、
色
は
似
か
よ
っ
て
は
い
る
が
、
全
．
般
的
に
や
や
薄
い
。

　
・
・
一
な
は
数
．
の
上
で
は
全
体
の
約
五
分
の
一
の
破
片
上
に
認
め
ら
れ
、
色
は
胎

土
そ
の
も
の
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
．
．

　
器
形
で
は
玖
と
同
じ
く
、
M
・
佃
を
主
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
壷
形
土

器
内
で
の
小
変
化
に
富
鴛
他
に
4
の
鉢
・
6
の
小
型
「
ア
ン
ζ
ー
ラ
電
が

あ
り
、
特
殊
な
も
の
と
し
て
5
の
有
蓋
注
口
土
器
、
少
数
．
の
器
蓋
が
あ
る
。

　
装
飾
は
箪
・
1
8
に
限
ら
れ
、
例
の
頸
と
胴
の
境
目
に
あ
る
二
線
交
を
施
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

突
帯
と
そ
の
退
化
形
、
駒
部
の
三
角
形
圧
痕
列
（
唯
一
例
の
み
）
が
あ
り
、
h

に
お
け
る
と
同
じ
く
、
　
胴
下
半
部
に
は
置
p
一
〇
＝
）
ρ
昏
舞
診
冥
畠
切
幽
。
塁
が
常

に
存
す
る
。
叉
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
故
意
に
こ
の
一
二
箕
窪
・
・
一
。
冨
を
摸
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

　
h
は
や
や
雑
多
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
質
を
明
確
に
し
難
い
．
、
即
ち
、
或
点
で

は
田
に
つ
な
が
り
、
叉
、
或
点
で
は
一
と
X
と
の
申
間
的
な
性
格
が
あ
る
。
全

般
的
に
云
っ
て
、
恥
よ
り
も
更
に
一
段
と
粗
質
で
あ
る
。
東
土
に
つ
い
て
言
え

ば
、
混
合
せ
ら
れ
た
物
質
は
質
も
量
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
見
て
、

よ
り
多
量
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
焼
成
し
温
度
は
恥
よ
り
相
当
低
く
、

色
は
遜
常
黒
ず
ん
だ
褐
色
で
あ
る
。

　
。
・
一
弓
は
唯
二
片
に
の
み
認
め
ら
れ
、
白
露
が
か
っ
た
黄
色
を
呈
す
る
。
器
形

に
は
一
の
董
、
4
の
鉢
、
6
の
小
型
「
ア
ン
フ
ナ
ー
ラ
」
、
詳
細
不
明
の
大
型

の
甕
、
ラ
ン
プ
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
7
の
脚
あ
る
小
鉢
等
が
あ
り
（

そ
の
他
に
種
々
の
大
き
さ
の
器
蓋
、
糸
底
片
、
小
頭
苗
穂
が
あ
る
．
．

　
装
飾
で
は
例
に
よ
っ
て
ユ
の
壷
に
認
め
ら
れ
る
頸
と
胴
と
の
境
目
に
あ
る
刻

文
つ
き
突
帯
及
び
そ
の
退
化
形
の
他
、
器
蓋
の
縁
の
刻
文
や
そ
の
つ
ま
み
の
飾

り
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
最
も
注
意
す
べ
き
も
の
は
、
一
ヶ
の
幅
広
い
把
手
上
に

突
帯
を
以
て
表
出
さ
れ
た
蠕
で
あ
ろ
う
．
．
頭
部
は
欠
失
し
て
い
る
が
、
胴
部
に

深
い
圧
痕
列
ボ
あ
り
、
う
ね
う
ね
と
し
た
動
作
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
従
っ

て
こ
れ
を
蛇
と
推
定
し
て
先
づ
闘
違
い
は
あ
る
ま
い
。
蛇
の
表
現
は
漁
網
の
他

の
期
の
土
羅
の
装
飾
に
お
い
て
も
一
つ
の
著
し
い
特
徴
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
が
だ

あ
っ
て
、
代
表
的
な
例
と
し
て
は
半
山
期
の
人
形
の
器
蓋
に
ま
き
つ
い
た
突
帯

表
出
の
も
の
、
辛
湯
壷
の
彩
文
申
に
認
め
ら
れ
る
も
の
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
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嚢

来
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
破
片
を
齊
家
業
に
属
す
る
も
の
と
認
め
る
限
飯
、
こ
の

蛇
は
齋
家
期
に
お
け
る
稀
な
動
物
表
現
の
例
品
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
・
他
の
時

期
と
の
性
格
上
の
相
関
々
係
の
点
で
も
又
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
工
に
属
す
る
容
器
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、
破
損
の
著
し
い
一
ヶ
の
動
物
像

片
、
顔
料
を
磨
り
つ
ぶ
す
に
用
い
た
か
と
思
わ
れ
る
土
球
、
ラ
ン
プ
ら
し
き
も

の
（
上
述
の
7
と
は
全
く
異
る
）
、
紡
維
車
等
が
数
．
え
ら
れ
る
。

X
は
全
般
的
に
非
常
に
均
一
で
あ
る
が
、
な
お
二
つ
に
分
類
出
来
る
。
h
は

装
飾
が
あ
る
か
叉
は
胎
土
が
よ
り
良
質
で
あ
る
か
で
あ
る
が
、
通
常
こ
の
こ
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

質
は
共
存
す
る
。
恥
は
結
局
齋
家
期
の
粗
忌
日
常
用
土
器
（
火
に
か
け
て
用
い

る
土
器
）
の
大
部
分
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

　
血
は
仙
よ
り
胎
土
中
の
混
合
物
は
少
い
。
焼
成
し
温
度
は
相
当
低
い
が
色
は

明
る
く
、
黄
色
を
基
調
と
し
、
や
や
赤
色
乃
至
褐
色
を
帯
び
た
も
の
も
あ
る
。

　
・
・
暑
は
た
だ
一
・
二
片
に
淡
黄
色
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
器
形
は
8
の
甕
を
主
と
す
る
。
こ
れ
は
穏
や
か
な
丸
昧
を
も
つ
た
胴
と
、
上

に
向
っ
て
や
や
開
い
た
低
い
頸
を
征
し
、
胴
全
体
は
o
o
乙
。
「
彰
p
ニ
ヨ
冥
。
田
μ
？

誹
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
他
、
復
原
不
可
能
の
別
の
器
形
に
属
す
る
破
片

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
若
干
あ
る
よ
5
で
あ
り
、
別
に
、
有
蓋
・
注
口
附
の
複
雑
な
器
形
が
あ
る
。

　
斎
妙
な
も
の
と
し
て
は
、
成
形
後
切
断
さ
れ
、
そ
の
後
に
焼
き
上
げ
ら
れ
た

土
器
の
破
片
が
十
一
あ
る
。
そ
の
切
り
方
は
甚
だ
荒
い
。
共
通
の
特
性
と
し
て

器
壁
が
縦
に
直
線
に
近
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
用
途
に
つ
い
て
説
明

　
　
　
　
　
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

を
加
え
る
こ
と
は
誠
に
困
難
で
は
あ
る
が
、
土
器
を
成
形
す
る
際
に
用
い
た
外

型
と
す
る
推
定
は
一
応
考
慮
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

　
装
飾
は
口
縁
、
頸
と
胴
と
の
境
目
に
の
み
限
ら
れ
、
工
に
お
け
る
と
同
様
な

刻
交
を
附
し
た
突
帯
の
他
、
鋸
歯
状
の
突
帯
、
細
か
な
波
状
の
短
路
、
8
「
傷
嚢

ヨ
p
二
旨
冥
。
邑
。
塁
を
よ
ぎ
る
水
平
の
脱
線
等
が
あ
る
。

　
恥
は
齊
家
坪
の
最
粗
の
土
器
の
大
部
分
を
含
む
。

　
胎
土
は
砂
を
多
量
に
混
じ
、
砂
粒
は
特
に
土
器
の
内
壁
で
は
肉
眼
で
容
易
に

認
め
ら
れ
る
。
焼
成
し
温
度
は
低
く
、
多
分
摂
氏
五
〇
〇
～
山
祝
0
0
揚
程
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
色
は
黒
ず
ん
だ
褐
色
叉
は
灰
色
で
、
時
に
赤
色
又
は
黄
色
を

帯
び
た
も
の
も
あ
る
。
の
雛
℃
は
勿
論
認
め
ら
れ
な
い
。

　
破
片
の
殆
ど
す
べ
て
に
煤
が
附
い
て
い
る
。
そ
の
煤
の
層
は
厚
く
、
こ
れ
ら

の
土
器
が
炊
事
等
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
胎
土
に
砂
が
多
量
に

混
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
分
こ
の
用
途
と
関
連
す
る
。
砂
が
多
け
れ
ば
、
過

熱
さ
れ
た
場
合
に
も
土
器
は
容
易
に
壇
れ
な
い
。

　
器
形
の
主
要
な
も
の
は
8
の
甕
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
似
て
二
つ
の
把
手
を
有

す
る
9
の
甕
も
あ
る
。
そ
の
他
に
、
有
脚
の
鉢
、
特
殊
な
大
型
甕
、
隔
等
が
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
ら
れ
、
甑
と
推
定
さ
れ
る
破
片
も
存
在
す
る
．
、

　
E
は
数
は
少
い
が
非
常
に
均
一
で
、
工
・
豆
と
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
異
る
。
胎

土
は
黄
土
と
雲
母
を
含
み
、
畏
石
を
主
と
す
る
砂
粒
を
均
一
量
混
ず
。
可
成
り

低
い
温
度
で
焼
か
れ
た
ら
し
く
、
看
孔
質
で
あ
り
、
色
は
黒
ず
ん
だ
褐
色
・
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三

（261）



　
　
　
　
　
・
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

褐
色
。
淡
黄
色
・
灰
黄
色
等
の
一
聯
の
系
列
に
属
す
る
。

　
数
々
に
お
い
て
の
み
煤
の
附
蒼
を
認
め
る
。

　
器
壁
は
異
常
に
瀞
く
、
厚
さ
は
平
均
約
二
粍
に
す
ぎ
な
い
。

　
器
形
の
変
化
に
乏
し
く
、
主
要
な
も
の
は
1
0
の
高
さ
三
〇
～
四
〇
糎
の
壁
で
、

頸
は
低
く
、
胴
は
平
凡
な
丸
昧
を
帯
び
、
通
常
短
く
て
幅
広
い
二
ヶ
の
把
手
を

享
る
・
他
に
は
た
だ
一
例
の
み
や
や
形
の
異
っ
た
蒙
あ
詮
す
ぎ
な
胸

　
大
部
分
の
土
器
は
装
飾
を
有
し
、
す
べ
て
の
装
飾
は
草
叉
は
植
物
繊
細
に
よ

る
（
P
）
ぎ
暇
畠
鴇
。
舘
上
に
施
さ
れ
て
い
る
。

　
装
飾
要
素
と
し
て
は
第
一
に
櫛
目
文
が
あ
る
。
櫛
目
交
は
そ
れ
の
み
独
立
し

て
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
叉
、
他
の
装
飾
要
素
と
結
合
し
て
い
る
場

合
も
あ
る
。
即
ち
、
突
帯
心
に
施
さ
れ
た
櫛
目
、
交
様
の
全
般
的
構
成
の
上
で

他
の
装
飾
要
素
と
結
合
し
た
櫛
目
等
も
あ
る
。
配
列
方
法
と
し
て
は
、
水
平
線
、

平
行
す
る
斜
線
、
水
平
に
走
る
ジ
グ
ザ
グ
文
（
連
続
三
角
形
の
帯
）
、
二
重
の

山
形
、
刻
線
に
よ
る
子
安
貝
文
（
P
）
を
囲
む
連
続
せ
る
菱
形
等
が
あ
り
、
こ

れ
ら
が
壷
の
頸
部
・
胴
上
部
を
水
平
に
分
割
し
、
叉
、
把
手
を
も
飾
る
。

　
突
帯
文
は
工
・
豆
に
見
ら
れ
る
よ
5
な
半
ば
構
造
上
の
必
要
か
ら
生
じ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
た
に

の
で
は
な
く
、
純
粋
に
装
飾
的
で
あ
る
。
平
行
せ
る
何
条
か
が
一
束
を
な
し
、

胴
部
を
リ
ズ
、
、
・
カ
ル
に
分
別
す
る
効
果
は
目
新
ら
し
い
。
こ
れ
ら
は
往
々
鋭
い

角
度
で
方
向
を
変
え
、
時
に
は
簡
単
な
遡
上
を
な
し
、
動
的
な
効
果
を
増
々
強

　
　
　
　
　
た
ば
　
　
た
ば

め
て
い
る
．
、
束
と
束
と
の
間
に
残
さ
れ
た
や
や
広
い
空
間
に
は
、
時
々
簡
単
な

六
四

ジ
グ
ザ
ク
形
の
突
帯
が
置
か
れ
る
。

　
そ
の
他
、
把
手
上
又
は
頸
部
上
に
あ
る
脊
妙
な
円
形
小
突
起
も
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
円
形
刻
文
・
子
安
貝
を
摸
し
た
（
？
）
達
文
が
通
常
そ
の
上
に
認

め
ら
れ
る
・
こ
れ
ら
の
小
突
起
の
意
甕
三
蓋
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
な
㎏

　
刻
文
に
は
、
直
線
・
斜
練
・
誤
謬
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
結
合
し
て
や
や
複

雑
な
文
様
を
作
る
も
の
も
あ
る
．
、
櫛
目
文
又
は
円
形
小
突
起
と
結
合
し
た
子
安

貝
形
（
2
）
　
（
後
者
の
場
合
は
円
形
も
あ
る
）
の
刻
文
の
あ
る
こ
ど
は
述
べ
た

が
、
こ
れ
が
も
し
真
に
子
安
貝
を
模
し
た
も
の
と
す
れ
ば
（
少
く
と
も
そ
の
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

能
性
は
充
分
あ
る
）
、
他
と
の
関
連
の
上
で
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
他
、
稀
に
押
文
に
よ
る
穀
粒
形
、
小
菱
形
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
ら
に
、
虹
は
そ
の
装
飾
方
法
の
多
様
性
を
一
つ
の
特
色
と
す
る
が
、

そ
の
配
列
方
法
と
し
て
は
水
平
叉
は
稀
に
は
垂
直
の
帯
状
分
割
を
基
本
と
し
、

そ
の
構
成
要
素
か
ら
言
え
ば
、
直
線
が
殆
ど
大
聖
分
を
占
め
る
。
こ
の
こ
と
は

装
飾
方
法
か
ら
来
る
制
限
を
考
聾
す
る
と
し
て
も
、
彩
陶
盛
時
の
曲
線
の
占
め

る
大
き
な
役
割
り
と
対
比
し
て
興
昧
深
い
。

　
こ
の
皿
の
土
器
の
中
に
た
だ
の
数
片
で
は
あ
る
が
彩
色
を
有
す
る
も
の
の
あ

る
こ
と
は
、
他
の
期
の
彩
陶
と
の
関
連
上
澄
に
注
意
を
要
す
る
。
文
様
の
わ
か

る
の
は
こ
の
内
の
二
片
で
、
一
は
頸
部
内
側
の
太
い
縦
線
列
で
あ
り
、
こ
の
破

片
で
は
器
の
外
側
に
も
口
縁
部
と
抱
手
上
部
に
同
じ
顔
料
の
痕
跡
を
認
め
る
。

こ
れ
ら
の
彩
色
は
焼
成
し
以
前
に
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
一
様
に
逢
瀬
又
は
禍
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色
昧
が
か
っ
た
紫
色
を
呈
す
る
。

　
土
器
の
製
作
工
程
に
対
す
る
諸
」
W
・
1
＞
三
一
ぎ
氏
の
考
察
の
結
果
ほ
上
述
の

分
類
に
よ
く
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
氏
の
論
は
推
測
に
よ
る
と
こ
．
う
も
少
く
な

く
、
別
の
考
え
方
の
余
地
を
充
分
残
し
て
い
る
，
以
上
の
理
由
と
紙
面
の
都
合

上
ご
く
簡
単
に
述
べ
る
。

　
氏
の
考
え
は
す
べ
て
或
種
の
型
を
用
い
た
と
い
う
説
で
、
．
1
・
X
で
は
粘
土

を
あ
ら
か
じ
め
帯
状
に
し
て
お
い
て
押
し
つ
け
、
亙
は
軟
か
い
粘
土
を
塗
り
つ

け
た
も
の
と
い
う
。
土
無
上
に
残
っ
た
ご
鎖
ζ
雷
臨
。
塁
は
、
型
離
れ
を
よ
く
す

る
た
め
に
間
に
挾
ん
だ
も
の
の
痕
で
あ
る
と
す
る
．
、

　
こ
の
よ
う
な
面
に
対
す
る
考
察
は
重
要
で
あ
る
が
、
笑
物
を
見
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
論
を
進
め
る
こ
と
は
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
石
器
憶
他
の
中
・
国
先
史
時
代
遺
蹟
出
土
の
も
の
と
比
較
し
て
、
殆
ど
重
大
な

差
異
を
認
め
得
な
い
。
即
ち
、
磨
製
又
は
半
磨
製
の
両
刃
の
大
型
石
斧
、
石
の

み
、
有
孔
、
無
孔
の
矩
形
石
庖
丁
（
殆
ど
が
磨
製
）
、
磨
製
石
槍
（
石
剣
～
）
、

等
の
利
器
及
び
紡
緯
車
等
で
あ
る
。
石
斧
に
於
て
は
有
肩
を
示
唆
す
る
と
思
わ

れ
る
破
片
の
存
す
る
こ
と
、
鍬
は
今
迄
の
と
こ
ろ
全
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
等
が
や
や
注
意
す
べ
き
事
実
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
又
、
羅
漢
堂
、
朱
家
塞

等
の
遺
蹟
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
河
南
に
は
無
い
細
石
器
嵌
め
込

み
の
骨
製
ナ
イ
フ
も
こ
の
遺
蹟
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い
。

　
骨
器
と
し
て
は
、
大
小
の
藪
沢
、
編
棒
、
又
、
唯
一
の
装
身
具
と
し
て
小
さ

　
　
　
　
　
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

な
臼
玉
が
あ
る
が
、
．
こ
れ
ま
た
取
り
上
ぐ
べ
き
特
色
の
あ
る
も
の
は
な
い
。

　
そ
の
他
の
出
土
遺
物
で
は
、
先
の
分
．
類
の
ど
の
群
に
も
入
れ
る
こ
と
の
出
来

な
い
還
元
囑
で
焼
成
し
た
一
群
の
土
器
が
あ
る
。
こ
の
申
に
も
甑
の
破
片
が
あ

っ
て
注
意
さ
れ
る
が
、
果
し
て
こ
れ
ら
は
同
一
時
期
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
が

不
明
で
あ
る
の
で
余
り
閣
四
題
と
な
り
得
な
い
。

　
灰
色
の
土
製
の
環
も
少
数
あ
る
。
成
人
が
腕
環
と
し
て
使
用
す
る
に
は
や
や

少
さ
い
。
断
面
は
三
角
又
は
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
遺
跡
と
の
関
連
上
や
や
注

意
す
べ
き
で
あ
る
が
、
齊
帰
期
の
も
の
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
次
に
述
べ
る
彩

陶
片
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
多
い
。

　
藁
家
窟
期
の
彩
文
土
器
片
少
数
。
こ
れ
は
墨
家
期
の
時
代
を
論
ず
る
際
に
再

び
取
り
上
げ
る
。

　
漢
式
土
器
少
数
。
こ
れ
は
層
位
の
擬
製
の
程
度
を
知
る
上
に
躍
る
手
が
か
り

を
与
え
て
く
れ
る
。

　
以
上
が
齊
家
坪
遺
蹟
及
び
そ
の
出
土
品
の
大
体
の
概
観
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

最
も
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
は
層
位
的
事
実
の
明
瞭
で
な
い
こ
と
で
あ
り
、
従
っ

て
遺
物
の
中
に
弛
時
期
の
も
の
の
混
入
の
あ
り
う
る
こ
と
を
常
に
留
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
マ
〈
、
発
掘
が
あ
ま
り
大
規
模
で
な
い
た
め
に
、
な
お
重
要
な
薪
事

実
の
発
現
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
こ
と
竜
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
．
）

二
、
辛
店
C
遺
蹟

六
五

こ

の

遺
趾
は
ア

y
ダ
1

ソ

ソ

愚
心
の

助
手
た
る
9；“

B
農
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齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

（
荘
）
氏
に
よ
っ
て
発
掘
せ
ら
れ
た
．
－
極
く
小
規
模
の
発
掘
で
は
あ
る
が
、
一

ヶ
の
小
．
、
℃
。
集
9
。
．
内
か
ら
の
一
猛
遺
物
で
あ
る
点
と
、
割
合
い
に
完
全
な
土

器
が
多
い
点
と
が
注
目
に
価
い
す
る
。

　
出
土
の
土
器
は
エ
と
五
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
、
よ
く
齊
家
坪
に
於
け

る
土
器
の
分
類
と
照
応
す
る
。
翌
の
破
片
の
内
に
は
扇
が
一
ヶ
存
在
す
る
。
煤

の
附
着
は
五
に
の
み
認
め
ら
れ
て
一
に
は
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と
は
拙
家
坪
に
於
け

る
と
同
様
で
あ
り
、
又
、
1
と
X
の
数
量
の
比
例
も
両
遺
跡
と
も
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
．
、
た
だ
辛
店
C
に
於
て
は
皿
の
土
器
が
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
は
最
も
注

意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
何
分
に
も
小
規
槙
の
発
掘
で
あ
る
の

で
資
料
的
に
限
界
が
あ
り
、
こ
れ
の
み
か
ら
早
急
な
結
論
を
求
め
る
こ
と
は
危

険
で
あ
る
．
、

　
三
、
羅
漢
壁
遺
蹟
　
甘
撫
省
貴
徳
県
に
あ
る
こ
の
遺
跡
は
、
一
九
一
一
三
年
夏

の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
の
発
掘
に
係
り
、
馬
家
窟
期
の
代
表
的
住
居
肚
の
一
つ

と
し
て
豊
富
な
遺
物
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
発
掘
晶
申
に
、
少
数
で
は
あ
る
が

濟
家
塾
に
属
す
る
遺
物
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
両
時
期
の

遣
物
の
出
土
状
態
に
関
し
て
は
、
何
ら
層
位
的
観
察
が
発
表
さ
れ
て
居
な
い
の

で
、
時
代
の
先
後
等
は
こ
の
遺
蹟
で
は
確
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
こ
の
遺
跡
出
土
の
資
料
の
整
理
、
研
究
、
及
び
そ
の
発
表
は
、
齊
家
具
遺
跡

と
同
じ
く
ン
｛
●
翻
㍉
≧
夢
貯
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
前
に
も
少
し
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

れ
た
よ
5
に
土
質
及
び
焼
き
を
主
な
規
準
と
す
る
土
器
分
類
．
法
の
弱
点
が
、
こ

こ
で
最
も
明
瞭
に
露
塁
さ
れ
、
こ
れ
ら
両
時
期
の
土
器
を
分
離
す
る
こ
と
な
く

同
じ
規
準
に
よ
っ
て
一
括
し
て
取
り
叛
5
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
．
、
勿

論
、
明
瞭
な
も
の
は
そ
の
都
度
指
摘
さ
れ
て
は
居
る
。

　
本
遺
蹟
出
土
の
土
器
の
中
か
ら
、
確
実
に
茜
家
期
に
属
す
る
も
の
を
抽
出
す

る
な
ら
ば
、
大
体
次
の
如
き
も
の
を
数
え
る
こ
と
が
嵐
来
よ
う
。

　
1
の
大
型
壷
。
こ
の
種
の
も
の
の
全
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
た
だ
一
ヶ
で
は

あ
る
が
全
形
に
復
原
し
え
た
も
の
が
あ
る
（
齊
家
坪
住
居
鮭
出
土
品
に
は
可
憐

晶
が
な
い
）
．
、
そ
の
他
に
な
ほ
数
、
ヶ
の
破
片
が
あ
る
。

　
6
の
所
謂
小
型
ア
ン
フ
ォ
ー
ラ
。

　
8
の
璽
の
口
緑
片
。

　
他
に
も
齊
家
期
に
属
す
る
も
の
は
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
図
版
の
み
か
ら
は

こ
れ
を
取
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
装
飾
等
の
特
色
の
な

い
鉢
型
土
器
に
つ
い
て
特
に
去
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
少
数
の
資
料
か
ら
の
み
見
て
も
、
王
と
X
と
の
最
も
代
衰
的
な
器
形

は
殆
ん
ど
こ
の
遺
跡
に
お
い
て
も
認
め
得
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
単
な

る
偶
然
の
遺
葉
物
の
発
見
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
．
－
た
だ
こ
こ
に

於
て
も
亦
、
辛
店
C
遺
蹟
に
於
け
る
と
同
じ
く
、
皿
に
属
す
る
土
器
の
破
片
は

一
片
も
登
深
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
資
料
が
少
数
で
あ
る
と
の
理
由
に

よ
っ
て
観
過
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
遺
跡
の
資
料
を
検
討
し
て
行
く
に
従
っ
て
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
馬
家

容
期
の
粗
質
土
器
の
ぎ
箕
。
い
脇
凶
。
蕊
が
濟
調
戯
の
そ
れ
と
は
異
る
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
、
前
者
の
基
調
を
な
す
も
の
は
、
細
い
比
較
的
ま
ば
ら
な
撚
糸
交
で

あ
っ
て
、
こ
れ
と
濟
家
期
の
も
の
と
は
一
饗
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
．
、

こ
れ
に
は
一
応
二
種
類
の
区
別
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
、
一
は
そ
の
撚
糸
の
線

が
平
行
し
、
土
器
の
製
作
工
程
に
於
て
齊
三
期
の
も
の
に
似
た
方
漂
、
即
ち
、

或
種
の
型
の
要
点
を
予
想
し
て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
他
は
そ
の
線
が
部
分
的

に
は
平
行
し
て
ま
と
ま
り
な
が
ら
、
各
部
黒
々
々
に
よ
っ
て
そ
の
方
向
を
異
に

し
、
恐
ら
く
た
た
き
し
め
る
道
具
に
撚
糸
が
巻
き
つ
け
て
あ
っ
た
こ
と
に
起
因

す
る
と
考
え
ら
れ
、
異
っ
た
製
作
方
法
、
即
ち
普
通
の
「
巻
上
げ
」
叉
は
「
輪

積
み
」
の
方
法
を
予
想
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
．
、
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
と
言

え
ど
も
、
た
た
き
し
め
の
方
法
の
進
歩
せ
る
も
の
、
即
ち
撚
糸
の
線
が
一
定
方

向
に
な
る
よ
う
に
た
た
い
た
と
も
考
え
う
る
．
、
他
に
も
や
や
趣
き
を
異
に
し
た

ぎ
｝
）
お
い
玖
。
塗
も
あ
る
が
、
主
家
細
字
の
も
の
の
基
調
は
以
上
の
如
き
も
の
で

あ
る
と
歎
っ
て
も
大
し
た
誤
り
は
あ
る
蜜
い
．
、
こ
の
よ
5
に
、
職
質
土
器
に
お

い
て
少
く
と
も
重
要
な
一
要
素
が
両
時
期
で
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
十

分
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
四
、
半
山
の
墓
阯
　
こ
の
地
は
半
山
期
の
下
墨
肚
の
発
見
に
よ
っ
て
膚
名
で

あ
る
が
、
齊
終
期
の
墓
祉
は
正
薙
に
は
そ
の
半
時
よ
り
約
五
〇
〇
米
西
南
、
陽

　
　
　
　
　
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

窪
湾
と
呼
ば
れ
る
個
所
で
あ
る
．
民
国
三
十
四
年
（
一
九
四
五
年
掛
五
月
、
中

央
研
究
院
及
び
申
央
博
物
院
の
西
北
科
掌
考
察
団
の
夏
舘
氏
の
発
掘
に
係
る
。

　
発
掘
せ
ら
れ
た
墓
は
三
つ
、
内
一
つ
は
頭
骸
骨
の
み
に
て
既
に
大
部
分
破
壌

さ
れ
、
副
葬
品
は
当
主
で
あ
る
（
窮
零
号
墓
）
，
、
他
の
コ
基
（
第
一
、
第
二
号

墓
）
は
互
の
間
隔
は
僅
か
に
八
十
糎
、
相
似
た
構
造
の
矩
形
の
竪
穴
で
あ
っ
て
、

第
一
号
墓
を
例
に
と
る
と
、
墓
壌
は
長
さ
二
米
、
幅
七
〇
糎
、
現
在
の
深
さ

一
・
二
～
一
・
四
米
で
あ
る
．
、
い
つ
れ
も
頭
を
北
か
ら
や
や
東
に
偏
し
た
方
向

に
置
い
た
仰
臥
伸
展
葬
で
あ
っ
て
、
足
先
の
両
側
に
第
一
号
墓
で
は
五
ケ
、
第

二
号
で
は
四
ヶ
の
土
器
を
置
き
、
他
の
副
葬
晶
と
し
て
は
、
第
一
号
墓
に
は
骨

栓
（
～
）
一
、
第
一
言
写
墓
に
は
骨
錐
一
が
数
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
副
葬
の
土
器
は
す
べ
て
齊
家
期
の
特
徴
を
よ
く
そ
な
え
、
上
述
せ
る
分
類
の

一
・
■
に
属
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
亜
の
土
器
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

器
形
と
し
て
は
6
の
所
謂
「
小
型
ア
ン
フ
ォ
ー
ラ
」
三
ケ
、
こ
れ
に
似
て
や
や

小
さ
い
一
ヶ
の
把
手
を
有
す
る
小
型
の
壷
三
ケ
、
麗
質
土
器
た
る
8
の
壷
三
ケ

で
あ
る
。
骨
器
は
特
徴
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
土
掘
は
、
今
迄
全
く
例
の
知
ら
れ
な
か
っ
た
齊
家
期
の
墓
祉
の
出
［
現
と

い
う
点
に
意
義
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
濟
家
期
の
時
代
考
定
の
点
に
お
い
て
も

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
即
ち
、
第
二
号
墓
の
確
鷹
　
ハ
な
覆
土
中
よ
り
、
馬
家
構
期
の
彩
陶
片
ニ
ケ
が
発

見
さ
れ
た
．
．
そ
の
一
は
地
豪
下
一
・
工
米
で
遺
賑
の
骨
盤
上
僅
か
に
一
糎
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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申
脅
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

は
地
蓑
下
一
・
四
米
で
遺
骸
の
頭
騨
に
近
く
、
．
深
さ
は
こ
れ
と
等
し
い
．
．
か
く

の
如
く
、
こ
の
二
つ
の
破
片
は
遺
鷺
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
後
世
の
驚
嘆
に
よ

っ
て
入
り
込
ん
だ
も
の
と
ほ
考
へ
難
く
、
又
、
墓
墳
の
下
半
約
八
十
糎
は
黄
土

が
頗
る
堅
く
、
土
の
移
動
さ
れ
た
形
跡
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
．
、
従
っ

て
、
こ
の
事
笑
は
時
代
の
先
後
を
渋
是
す
る
に
あ
た
り
、
確
実
な
証
拠
と
な
り

う
る
も
の
で
あ
る
．
、

　
五
、
君
禽
省
に
於
け
る
ア
ン
ダ
葦
ソ
ン
教
授
の
購
入
品
の
一
部
　
こ
れ
ら
は

勿
論
購
入
品
で
あ
る
故
、
資
料
と
し
て
の
価
値
は
劣
り
、
取
扱
い
に
慎
重
を
要

す
る
が
、
そ
れ
で
も
猶
若
干
の
示
唆
す
る
点
を
有
す
る
。

　
完
全
に
三
家
期
に
属
す
る
も
の
と
誌
む
べ
き
は
次
の
如
き
も
の
で
お
る
。

　
1
の
壷
。
そ
の
中
に
は
や
や
変
っ
た
も
の
と
し
て
三
下
三
部
に
写
箕
。
段
。
蕊

を
歓
く
も
の
が
あ
る
。

　
6
の
所
謂
小
型
ア
ン
プ
庁
ー
ラ
．
、

　
5
の
膚
蓋
注
口
土
器
。
こ
の
器
の
主
体
は
小
型
ア
ソ
フ
ォ
ー
ラ
と
酷
似
し
て

い
て
、
そ
の
同
時
代
性
を
証
明
し
て
い
る
。

　
小
型
ア
ン
フ
ォ
ー
ラ
の
変
化
形
と
認
め
ら
れ
る
一
系
列
の
土
器
は
、
多
分
時

代
的
な
変
身
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
金
属
製
容
器
を
模
し
た
こ
と
の
綴
…
め
て
明
瞭
な
有
蓋
注
口
土
器
の
存
在
の
重

要
性
は
早
く
か
ら
梅
原
教
疲
の
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
、
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

前
記
の
5
の
膚
蓋
注
口
土
器
と
蓋
本
的
な
点
、
例
え
ば
蓋
と
注
口
の
形
、
把
手

の
附
け
方
、
等
に
於
て
は
一
致
す
る
が
、
胴
の
形
の
特
殊
性
や
、
大
き
な
糸
底

形
の
品
等
の
絹
違
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
．
確
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
両
者
の
相

違
が
、
同
時
代
内
に
於
け
る
精
粗
の
差
か
、
叉
は
時
代
的
な
差
か
が
問
題
と
な

る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
確
証
は
勿
論
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
蓋
と
注

口
の
形
が
、
土
器
製
作
そ
の
も
の
か
ら
生
れ
得
る
と
は
考
え
難
く
、
叉
、
両
者

が
基
本
的
な
点
で
は
一
致
す
る
所
も
多
い
の
で
、
両
者
の
関
連
を
否
定
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
右
蓋
注
口
土
器
の
存
在
を
以
て
、
少
く
と
も
端
唄

期
に
対
す
る
金
属
文
化
の
影
響
の
証
拠
と
見
倣
す
こ
と
が
撮
来
る
。

　
六
、
齋
家
期
の
問
題
点
　
以
上
に
よ
っ
て
、
現
在
迄
に
知
ら
れ
て
い
る
三
家

期
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
検
討
を
一
応
終
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
そ

こ
に
含
ま
れ
て
い
る
全
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
に
齋
家
坪
住
居
坊
に
お
け
る
皿
⑤
土
器
、
即
ち
櫛
目
文
土
器
は
、
果
し

て
茜
家
子
の
文
化
内
容
に
無
条
件
に
含
め
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
5
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
、
、
窯
9
ご
■
1
≧
3
貯
も
こ
れ
に
対
、
し
て
は
相
当
懐
疑
的
な
態
度
を
取

っ
て
い
る
、
、
齊
家
坪
住
居
肚
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
決
定
は
、
正
に
遺
跡
の
層

位
的
観
察
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
全
く
明
瞭
に
さ
れ
て

い
な
い
今
日
、
こ
の
方
面
か
ら
す
る
追
究
は
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
鍛
も
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
実
は
、
こ
の
種
の
土
器
が
｛
齊
家
坪
住
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居
坑
を
除
く
そ
の
億
の
す
べ
て
の
齊
家
主
出
土
遺
跡
に
お
い
て
全
く
発
見
さ
れ

て
い
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
、
．
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
発
掘
が
少
規
模
で
あ
っ
て
資
料

的
に
や
や
不
安
が
あ
る
と
は
云
え
、
こ
の
事
実
と
、
斑
は
工
及
び
夏
に
較
べ
て
、

胎
土
の
性
質
、
器
形
、
装
飾
、
　
一
琶
や
曾
。
践
。
話
、
製
作
方
法
等
、
殆
ど
あ
ら
ゆ

る
点
に
於
て
可
成
り
の
書
展
の
存
在
す
る
こ
と
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

現
在
の
と
こ
ろ
で
は
両
者
を
一
応
分
離
し
て
考
え
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
。

た
だ
頂
に
伴
う
確
実
な
粗
質
土
器
が
少
数
で
あ
り
、
漁
家
坪
住
居
肚
出
土
品
に

お
い
て
石
器
そ
の
他
の
中
に
何
ら
特
殊
な
も
の
が
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と
は
、
両
者

を
分
離
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
説
の
弱
点
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
両

者
は
時
代
的
に
も
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
叉
は
、
こ
の
櫛
自
文
土
器

は
務
家
期
文
化
の
一
部
に
入
り
込
ん
だ
異
質
的
な
要
素
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
結
論
を
保
留
し
て
、
将
来
の
新
事
実
の
発
見
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
こ
の
齊
　
家
坪
住
居
鮭
出
土
の
櫛
請
文
土
器
は
、
北
欧
・
西
露
の
櫛
目

文
土
器
と
は
直
接
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
累
・
罵
・
1
≧
筈
言
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
儲
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本
来
の
櫛
目
文
土
器
を
よ
く

研
究
し
た
上
で
な
い
と
批
判
は
差
し
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
中
篇
彩
陶
論

に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
の
彩
文
土
器
と
の
無
批
判
的
対
比
と
同
じ
誤
り
が
、
、
こ
の

櫛
自
文
土
器
の
場
合
に
お
い
て
も
起
り
う
る
こ
と
を
充
分
に
警
戒
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
・
．
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
本
来
の
櫛
目
文
土
器
の
濟
家
坪
の
そ
れ

　
　
　
　
　
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

に
対
す
る
闘
接
的
な
影
響
を
否
窪
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
．
、
御
櫛
冒
文
土
器

の
関
係
の
細
目
に
つ
い
て
も
ま
た
、
現
在
の
資
材
の
み
か
ら
陥
．
心
解
決
ゆ
、
ρ
困
難
で

あ
り
、
早
急
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
差
し
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
齋
家
鼠
を
所
謂
「
甘
粛
六
期
」
の
最
も
古
い
段
階
と
し
て
設
定
す
る
ア
ン
ダ

ー
ソ
ン
教
護
の
見
解
に
対
し
て
は
、
早
く
か
ら
凝
間
の
持
た
れ
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
勿
羅
臼
、
ア
ソ
ダ
ー
ソ
y
教
授
白
H
身
に
し
て
も
、
こ
の
「
甘
粛
六
期
…
」

を
仮
定
的
な
も
の
と
し
て
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
実
年
代
の

面
の
訂
正
は
行
っ
て
い
て
も
、
順
序
そ
の
も
の
は
全
く
変
更
し
て
い
な
い
。
今
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
が
齊
家
島
の
時
代
考
定
の
蓬
礎
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の

を
列
挙
す
る
に
、
大
体
次
の
三
つ
と
思
わ
れ
る
。

e
、
町
家
坪
に
お
け
る
層
位
的
事
笑
。
齊
家
期
の
文
化
層
の
厚
い
堆
積
上
に
彩

　
　
陶
（
所
謂
「
甘
爾
蟻
掛
期
」
即
ち
馬
家
窟
期
の
も
の
）
の
薄
層
、
叉
は
偶

　
　
然
的
な
散
布
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
表
面
採
集
に
よ
っ
て

　
　
彩
陶
片
が
比
較
的
多
く
得
ら
れ
る
事
笑
、
及
び
、
齊
家
期
の
蒼
黒
層
の
上

　
　
の
方
か
ら
の
み
彩
陶
片
が
出
土
す
る
事
実
に
よ
っ
て
立
証
せ
ら
れ
る
。

⇔
、
金
属
器
の
全
く
欠
除
せ
る
こ
と
。
従
っ
て
齊
家
期
は
純
粋
な
石
器
時
代
で

　
　
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

⇔
、
土
器
に
彩
文
が
殆
ど
認
め
ら
れ
ぬ
事
実
か
ら
、
彩
文
の
行
わ
れ
る
以
前
の

　
　
段
階
に
属
す
る
と
考
え
る
。

　
e
に
対
し
て
は
窩
凸
｝
W
㌔
〉
三
ヨ
園
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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暦
位
的
事
実
は
導
く
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
の
思
い
違
い
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、

齊
家
期
の
文
化
晒
の
深
位
に
お
い
て
も
彩
陶
片
は
発
見
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
こ

と
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
自
身
の
発
掘
メ
モ
の
中
に
あ
る
．
　
表
面
採
集
が
比
較

的
多
い
の
は
彩
陶
片
が
よ
く
目
立
つ
か
ら
か
、
又
は
こ
れ
に
特
に
注
意
し
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
い
つ
れ
に
し
て
も
あ
ま
り
重
要
な
事
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
⇔
の
金
属
器
の
欠
除
の
聞
題
に
つ
い
て
は
、
発
掘
が
大
規
模
で
な
い
た
め
に
、

た
と
え
こ
の
時
期
に
少
数
の
金
属
器
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
偶
然
発
見
さ
れ
な

か
っ
た
公
碑
昇
も
大
き
い
し
、
η
〈
、
既
に
述
べ
た
よ
5
に
、
有
蓋
注
口
土
器
の
存

在
は
、
こ
の
期
の
文
化
が
、
少
く
と
も
金
属
器
（
そ
れ
も
利
器
で
は
な
く
、
よ

り
進
歩
し
た
段
階
に
現
わ
る
べ
き
金
属
製
容
器
）
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
推
測
せ
し
め
る
の
で
あ
ワ
’
9
。

　
⇔
の
土
器
に
彩
交
の
な
い
事
実
（
少
数
例
の
あ
る
の
は
頂
の
櫛
目
文
土
器
の

み
で
、
本
来
の
齊
三
期
の
土
器
に
は
全
く
な
い
）
は
何
ら
時
代
の
遡
る
こ
と
を

決
逢
す
る
証
拠
と
な
り
得
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
5
．
、
殊
に
、
河
南
を

申
心
と
す
る
先
史
土
器
を
見
る
に
、
今
の
と
こ
ろ
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
段

階
に
お
い
て
彩
文
土
器
は
既
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
時
代

の
進
む
に
従
い
、
或
時
期
（
河
南
の
不
招
魂
遺
蹟
を
標
式
と
す
る
時
期
）
に

至
っ
て
彩
丈
土
器
は
全
く
消
滅
す
る
と
い
5
課
程
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
甘
粛
に
お
け
る
特
殊
事
情
（
甘
爾
と
河
南
と
の
各
時
期
の

縮
互
の
多
野
が
明
確
で
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
に

七
〇

し
て
も
、
君
粛
に
お
い
て
は
彩
文
土
器
の
伝
統
が
、
河
南
と
比
較
し
て
、
或
程

度
穿
く
象
で
持
続
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
事
実
）
を
考
慮
に
入

れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
事
実
は
む
し
ろ
逆
の
時
代
考
定
に
有
利
な
も
の
と
考
え

る
方
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
の
所
論
は
、
す
べ
て
の
成
立
根
拠

を
失
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
呼
応
期
の
時
代
考
定
の
間
題
を
ど
の
よ
う

に
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
ろ
5
か
。

　
第
一
に
は
、
既
述
せ
る
如
き
半
山
墓
駈
に
お
け
る
新
し
い
発
掘
の
示
す
と
こ

ろ
を
、
基
本
的
な
証
撚
と
し
て
最
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
齊
家
期
の

墓
頭
の
確
宙
不
な
覆
土
中
か
ら
馬
二
藍
期
の
彩
陶
…
片
が
出
土
し
た
事
実
か
ら
結
論

さ
れ
る
こ
と
は
、
夏
舘
氏
が
述
べ
ら
れ
て
居
る
よ
う
に
、
上
家
期
が
時
代
的
に

馬
家
感
量
よ
り
下
る
こ
と
を
の
み
意
癒
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
、
夏
驚

氏
は
そ
の
他
の
証
拠
を
も
考
え
合
せ
て
、
こ
の
よ
う
に
准
論
さ
れ
た
の
で
あ
る

に
し
て
も
、
こ
の
事
実
の
み
か
ら
で
は
、
墨
家
期
が
馬
家
窟
期
と
同
じ
時
期
の

こ
れ
と
は
異
っ
た
文
化
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
こ
こ
に
確
実
に
立
証
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
書
家
期
は
少
く
と
も
馬
家
竈

期
と
同
時
代
又
は
そ
れ
以
後
で
あ
っ
て
、
決
し
て
馬
丁
霧
期
よ
り
以
前
で
は
な

い
と
い
5
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
粗
質
土
器
そ
の
他
に
よ
る
相
対
的
年
代
の
推
定
は
可
能
と
考
え

ら
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
庶
家
窟
期
と
猫
家
期
と
の
夫
々
の
宝
蔵
土
器
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上
に
認
め
ら
れ
る
四
三
）
「
聖
臥
。
塁
に
は
明
ら
か
な
相
違
が
あ
る
．
、
こ
れ
と
同
じ

柑
違
は
、
河
南
に
お
い
て
も
、
彩
陶
に
伴
う
粗
質
土
器
と
黒
陶
に
伴
う
声
質
土

　
　
　
　
⑤

器
叉
は
灰
陶
と
の
聞
に
認
め
ら
れ
る
。
結
論
か
ら
先
に
言
う
な
ら
ば
、
齊
家
期

の
土
器
は
黒
陶
の
流
れ
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
黒
陶
の
影
響

を
認
め
て
は
じ
め
て
有
蓋
注
口
土
器
の
存
在
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
。
又
、
工
・
■
の
土
器
上
の
繭
琶
震
。
の
臥
。
震
は
、
そ
れ
ら
に
対
応
す

る
も
の
を
す
べ
て
河
南
の
黒
陶
に
伴
う
粗
質
土
器
及
び
灰
陶
に
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
齊
家
期
の
文
化
と
河
南
の
黒
陶
∵
灰
陶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
の
関
聯
を
認
め
る
と
な
る
と
、
河
南
彩
陶
（
所
謂
「
仰
紹
期
し
）
と
あ
象
り
大

き
な
時
代
的
距
り
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
馬
家
風
期
を
、
齋
異
異
と
同
じ
時
期

の
異
質
文
化
と
見
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
極
く
接
近

し
た
地
域
に
両
時
期
の
遺
跡
の
存
す
る
こ
と
（
遣
跡
が
互
に
重
な
り
合
っ
て
い

る
場
合
も
あ
る
）
か
ら
も
当
然
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
馬
家
書

期
に
は
全
く
確
証
の
な
い
隔
・
甑
の
器
形
が
少
数
な
が
ら
も
濟
家
学
に
見
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
、
齊
家
期
と
河
南
の
黒
陶
∵
灰
陶
と
の
関
係
を
肯
定
す
る
資

脳
と
な
る
で
あ
ろ
5
．
．
今
迄
の
と
こ
ろ
で
は
、
河
南
の
所
謂
仰
認
期
の
遺
蹟
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
器
形
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
そ
の
出
現
は
そ
の
後
に

求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
器
形
の
齊
家
道
に
お
け
る
存
在
は
極
・

く
少
数
で
あ
る
か
ら
、
層
位
的
観
察
の
充
分
で
な
い
今
日
、
こ
れ
ら
が
確
実
に

賛
家
期
に
属
す
る
も
の
と
断
定
す
る
に
は
な
お
若
干
の
考
慮
を
要
す
る
が
、
辛

　
　
　
　
　
齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

膚
住
居
祉
の
所
謂
小
．
．
℃
o
o
ぎ
庁
．
．
内
よ
り
の
一
跡
遺
物
中
に
も
趣
意
片
が
あ
り
、

大
体
に
お
い
て
青
嫁
し
て
も
よ
い
。

　
河
南
の
．
黒
陶
・
灰
陶
と
の
関
聯
を
見
る
場
合
、
こ
こ
に
附
言
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
齊
家
期
の
土
器
上
の
ぎ
落
盤
。
・
ぎ
塁
の
性
質
で
あ
る
。
河
爾
の

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
た
た
き
自
」
の
手
法
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
充

　
　
　
　
　
　
⑭

分
な
理
由
が
あ
り
、
そ
れ
と
同
性
質
と
考
え
ら
れ
る
平
家
期
の
一
・
兀
の
土
器

の
ぴ
⇒
℃
お
い
甑
。
蕊
の
説
明
に
あ
た
っ
て
、
　
竃
・
じ
ご
・
1
≧
夢
写
の
よ
う
に
難
し
く

考
え
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
は
当
然
問
題
と
な
ろ
う
、
．
図
版
か
ら
観
察
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
1
・
正
の
土
器
は
通
常
の
巻
上
げ
又
は
輪
積
み
の
手
法
に
よ
っ
て

作
り
、
そ
の
際
「
た
た
き
」
（
訂
纂
窪
）
を
も
っ
て
た
た
き
締
め
た
も
の
と
い
う

考
え
に
矛
盾
す
る
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
．
、
そ
し
て
又
、
型
に
よ

る
と
考
え
る
場
合
、
相
当
の
丸
味
を
も
つ
た
壷
形
土
器
の
胴
を
ど
の
よ
う
に
し

て
作
る
か
も
問
題
と
な
ろ
5
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
は
そ
の
器
財
の
異
常
な
薄

さ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
法
で
は
や
や
説
明
が
つ
き
難
い
の
で
、
こ
れ
は
別
に

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
、
河
南
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
陶
器
の
専
門
家
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
て
型
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
の
説
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
製
作

工
程
の
問
題
は
私
に
は
未
だ
割
り
切
れ
ぬ
段
階
を
出
ず
、
な
お
実
物
に
よ
る
精

密
な
検
討
を
必
要
と
す
る
。

　
途
中
に
や
や
別
の
聞
題
も
入
っ
た
が
、
要
す
る
に
粗
樫
土
器
の
性
格
か
ら
云

っ
て
、
齋
家
期
は
馬
事
窟
期
と
同
時
代
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
以
後
に
下
げ
る

七
一
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齊
家
期
に
つ
い
て
Ω
膝
沢
）

べ
き
で
あ
る
と
い
5
推
定
が
成
り
立
つ
と
言
え
る
。
馬
家
窟
期
と
半
山
　
期
と
の

問
題
、
言
い
か
え
れ
ば
、
ア
ソ
ダ
ー
ソ
y
の
誓
う
「
賛
粛
仰
詔
期
」
の
日
常
用

土
器
と
千
徳
土
器
と
の
関
係
の
問
題
は
、
未
だ
種
々
の
疑
点
が
あ
っ
て
、
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

な
解
答
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
土
器
の
間
に
認

め
ら
れ
る
近
親
性
－
例
え
ば
、
胎
土
、
焼
き
、
顔
料
、
　
ぎ
箕
。
い
・
・
δ
暴
馬
に

お
け
る
一
か
ら
云
っ
て
、
た
と
え
両
者
を
直
ち
に
同
一
時
期
に
お
け
る
異
っ

た
稲
と
断
定
す
る
こ
と
は
購
躇
さ
れ
る
と
は
云
え
、
両
者
聞
に
大
き
な
時
代
差

を
認
め
る
こ
と
も
ま
た
妥
当
で
は
な
い
。
又
、
両
者
が
同
一
系
統
の
文
化
に
属

し
、
互
に
密
接
な
関
聯
を
膚
す
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
こ
の
文
化
系
統
の
甘
粛
に
お
け
る
変
造
を
、
そ
の
葬
用
土
器
の
発
達
に
よ

っ
て
大
体
跡
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
え
よ
う
、
．
こ
の
発
展
は
所
謂
半
山
期

に
つ
い
て
は
竃
p
・
同
餐
良
の
慈
に
よ
っ
て
よ
く
た
ど
ら
掩
・
そ
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

終
相
と
し
て
は
朱
論
纂
造
説
の
出
土
品
が
あ
る
．
写
こ
れ
に
続
く
馬
廠
期
は
、
そ

の
資
料
の
殆
ど
す
べ
て
が
購
入
品
か
ら
成
り
、
し
か
も
薙
多
な
土
器
も
相
当
多

く
含
ま
れ
、
そ
の
内
容
に
は
統
一
が
な
く
、
そ
の
す
べ
て
を
一
時
期
と
し
て
設

定
す
る
こ
と
も
困
難
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
基
本
を
な
す
土
器
の
文
様
を
考
察

す
る
に
、
や
や
断
層
は
あ
る
に
し
て
も
、
半
山
期
の
土
器
の
系
統
を
5
け
、
こ

れ
に
続
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
従
っ
て
上
述
せ
る
種
々
の
事
実

と
、
半
山
∵
馬
素
両
期
の
連
続
性
と
い
う
界
磁
か
ら
、
齊
家
計
を
更
に
馬
喪
祭

以
後
に
下
げ
る
の
が
穏
当
で
あ
る
．
、

七
二

　
辛
店
。
寺
窪
の
両
翼
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
少
い
上
に
相
互
の
関
聯
を
明
確

に
す
る
証
鎚
に
乏
し
く
、
こ
れ
ら
と
貴
家
期
と
の
関
係
や
、
時
代
の
先
後
を
論

ず
る
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、

彩
陶
以
後
、
所
謂
「
漢
式
土
器
」
迄
の
期
間
、
　
「
仰
叢
論
」
の
時
代
考
定
を
如

何
に
す
る
か
に
よ
っ
て
或
程
度
の
変
動
は
あ
る
と
し
て
竜
、
こ
の
可
成
り
長
い

期
聞
を
こ
れ
ら
の
土
器
の
み
に
よ
っ
て
埋
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
将
来
、

資
料
の
増
加
す
る
の
を
待
っ
て
解
決
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。

　
な
お
、
遺
跡
出
土
の
動
物
骨
か
ら
云
っ
て
、
家
畜
は
喪
家
霧
住
居
玩
に
お
い

て
は
豚
を
・
三
と
し
、
他
は
犬
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
齊
家
坪
住
居
趾
出
土

の
も
の
は
、
犬
・
豚
・
牛
。
山
羊
・
羊
等
の
多
種
類
に
及
び
、
少
く
と
も
家
畜

の
面
か
ら
は
、
後
者
が
い
ち
じ
る
し
く
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
時

代
考
定
の
上
で
一
つ
の
参
考
と
な
る
か
も
知
江
な
い
。
な
お
、
こ
の
牧
蕾
颪
の

発
達
と
、
漁
家
坪
住
居
駈
に
お
け
る
鱗
の
敏
失
と
は
認
る
開
戦
が
存
す
る
の
で

は
な
い
か
と
愚
わ
れ
る
．
、

　
以
上
、
縮
対
的
年
代
に
つ
い
て
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
説
を
批
判
し
、
齊
家
期

を
仰
瀦
・
馬
事
両
期
の
後
に
す
る
を
妥
当
と
す
る
見
解
に
到
達
し
た
。
こ
れ
ら

信
門
先
更
土
器
の
絶
対
年
代
に
つ
い
て
も
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
仮
説
は
あ
る
が
、

私
は
あ
く
ま
で
こ
れ
は
根
拠
に
乏
し
い
単
な
る
推
定
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
．

や
や
妥
当
な
推
定
を
下
す
た
め
に
は
、
河
南
を
中
心
と
し
て
先
輿
土
器
の
変
遷

を
究
め
、
設
嘘
の
実
年
代
を
基
礎
と
し
て
遡
っ
て
年
代
を
考
え
、
更
に
河
南
と
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甘
粛
の
「
仰
翻
期
」
の
関
聯
を
確
定
し
て
か
ら
決
定
す
る
手
順
を
踏
ま
ね
ば
な

ら
な
い
。

①
ア
ン
ダ
茎
ソ
ン
教
授
は
、
甘
粛
仰
翻
期
と
称
す
る
こ
と
に
よ
D
、
こ
れ
ら

　
が
河
南
榔
動
㎜
期
と
時
代
を
等
し
く
す
る
と
い
う
考
え
を
表
現
し
て
居
り
、

　
更
に
、
半
山
墓
地
と
馬
家
審
・
羅
漢
堂
等
の
住
居
蛙
と
を
全
く
同
一
時
代

　
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
わ
ら
は
今
の
と
こ
ろ
何
れ
も
決
定

　
的
な
証
拠
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
半
山
期
・
売
家
三
期
の
名
称

　
に
よ
っ
て
、
　
↓
応
区
別
し
て
置
く
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

②
私
は
両
時
期
の
資
料
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
特
に
重

　
要
な
結
論
は
吻
璽
料
に
制
限
さ
れ
て
導
き
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

③
管
見
に
よ
れ
ば
、
河
南
を
中
心
と
す
る
先
王
時
代
の
最
も
重
要
な
問
題
は

　
彩
陶
と
黒
陶
と
の
願
位
関
係
で
あ
る
う
現
在
迄
の
と
こ
ろ
、
仰
翻
減
等
の

　
遺
跡
で
は
両
出
個
は
層
位
的
に
混
在
し
て
瞠
順
り
、
三
四
瞬
。
大
　
賓
店
等
の
壷
墨
跡
．

　
で
は
両
者
の
層
位
の
別
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
果
し
て
発
掘

　
方
法
の
不
備
か
ら
来
た
電
の
で
あ
る
の
か
、
地
域
的
な
絹
違
で
あ
る
の
か

　
が
確
定
さ
れ
な
い
限
り
、
彩
陶
と
黒
陶
と
の
蘭
…
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上

　
紘
綱
を
進
め
る
こ
と
が
出
皿
米
な
い
。
戦
後
、
仰
翻
村
凶
憲
蹟
の
再
発
掘
が
行
一
わ

　
れ
、
最
近
、
概
報
”
を
読
み
え
た
が
、
や
は
U
層
位
関
係
に
つ
い
て
は
結
縁
㈱

　
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
（
参
照
、
考
古
研
究
所
河
酉
省
調
査

　
団
「
河
南
灘
病
的
史
前
櫛
占
」
科
学
通
報
、
第
二
巻
、
第
九
期
、
　
一
九
五

　
　
一
年
九
月
、
北
京
）

④
基
礎
資
料
と
し
て
は
竃
P
轟
謬
⇔
覧
貯
一
〉
一
二
忌
μ
心
経
6
㏄
誇
翫
。
剛
Ω
二

　
Ω
り
冒
H
）
、
ぎ
q
p
ご
鳥
H
b
賦
琵
回
、
一
、
．
p
ご
Q
貯
以
舘
戻
戸
　
切
。
ツ
8
　
喝
．
　
野
　
〉
。

　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

｛鱈

ﾆ
期
に
つ
い
て
（
藤
沢
）

　
ス
ρ
隔
㏄
■
Q
O
仲
8
繧
5
ご
詳
一
¢
尚
ρ

⑤
同
右

⑥
同
膚

⑦
夏
辮
、
齊
家
期
重
葬
的
新
発
見
及
其
年
代
的
改
訂
．
．
申
国
考
古
学
報
、
第

　
三
欝
、
上
海
、
　
一
九
四
七
年
。

③
④
に
同
じ
，

⑨
現
在
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
河
南
の
彩
陶
遣
蹟
の
多
く

　
は
、
元
来
ゆ
る
や
か
な
平
原
中
に
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
は
何
ら
外
敵
に
対

　
す
る
地
形
的
な
保
護
を
な
す
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

　
甘
粛
の
晒
遺
蹟
の
多
く
は
主
河
谷
を
す
ぐ
限
繭
闘
に
望
む
二
四
蘭
台
地
上
に
位
置

　
し
、
造
二
二
の
周
囲
は
更
に
小
漢
谷
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
勘
兀
全
に
隔
絶
さ
れ
、
そ

　
れ
ら
の
瞼
し
い
急
斜
衝
は
容
目
卿
に
外
徹
の
近
づ
く
を
許
さ
な
い
。
か
か
る

　
立
地
は
主
河
谷
か
ら
の
遠
近
に
よ
っ
て
規
完
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
必
ず

　
し
も
河
南
と
甘
気
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
地
を
厳
密
に
と
っ
て
い
る
の
で
は

　
な
い
よ
う
で
あ
る
．
、
「
甘
粛
型
の
立
地
」
と
は
便
宜
的
な
名
称
に
す
ぎ
な
い
。

⑩
円
錘
形
の
竪
穴
で
あ
っ
て
、
大
小
静
様
々
あ
る
が
、
多
分
住
居
で
は
な
く
、

　
地
下
貯
蔵
庫
と
し
て
彬
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
っ
河
南
の
仰
謡
村
住
居

　
祉
蝶
・
に
於
て
も
多
数
姻
艘
め
ら
れ
る
ぐ

⑳
こ
の
欠
陥
に
つ
い
て
は
、
羅
漢
嚢
竃
㎏
蹟
の
項
塩
分
照
．
、

⑫
例
え
ば
、
高
。
観
が
こ
の
時
代
に
あ
っ
た
か
否
か
の
問
題
な
ど
は
こ
れ
と

　
関
連
が
深
い
．
、

⑬
以
下
ロ
ー
マ
数
字
は
質
に
よ
る
分
類
を
示
し
、
ア
ラ
ビ
ア
数
宇
は
器
形
に

　
・
よ
る
分
類
を
示
す
．
、

七
三
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齊
家
期
に
つ
い
て
（
藤
．
沢
）

⑭
い
犠
℃
と
は
器
の
表
面
に
良
質
粘
土
を
化
粧
ぬ
り
し
た
も
の
を
言
う
。

⑱
こ
の
挿
図
は
ヒ
d
・
フ
自
。
男
国
・
｝
累
ρ
蜀
に
よ
っ
た
が
、
2
等
は
復
原

　
　
の
誤
η
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑯
こ
の
上
葉
は
訳
し
て
し
ま
う
と
非
常
に
玉
器
さ
れ
た
意
味
に
な
る
恐
れ
が

　
　
あ
る
の
で
、
そ
の
性
絡
に
未
だ
不
明
瞭
な
も
の
を
残
し
て
居
る
今
日
、
こ

　
　
と
さ
ら
に
原
語
の
ま
ま
を
使
用
し
た
。

⑰
こ
の
名
称
は
、
勿
論
ギ
リ
シ
ア
の
瓶
の
ア
ン
フ
ォ
ー
ラ
に
似
て
い
る
の
で

　
用
い
ら
わ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
単
に
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云

　
う
迄
も
な
い
。

⑲
冨
●
切
㌔
｝
三
五
静
上
掲
書
、
豆
●
磨
倉

⑲
同
　
　
　
　
　
　
冨
鈴
H
b
。
．

⑳
前
蓮
せ
る
如
き
層
位
的
観
察
の
不
足
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
明
瞭

　
で
は
な
い
。

⑳
ソ
戸
戸
．
i
＞
三
里
口
嚇
上
掲
書
、
営
．
P
回
．

⑳
同
、
　
　
　
　
　
　
℃
回
。
メ
届

⑳
同
、
　
　
　
　
　
箕
同
唐
戸

⑳
1
．
∬
に
見
ら
れ
る
頚
と
胴
の
篤
い
目
に
あ
る
突
帯
は
、
両
者
の
継
ぎ
矯

　
を
強
化
す
る
目
的
を
菟
有
し
て
い
た
こ
と
は
充
分
に
推
測
出
来
る
。

⑳
例
え
ば
、
金
属
…
製
鋲
等
の
模
倣
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、

　
何
も
証
拠
は
な
い
。

⑳
子
安
貝
は
智
蘭
川
先
史
時
代
に
於
て
も
重
要
な
役
割
り
を
持
っ
て
い
る
。
例

　
え
ば
朱
家
塞
出
土
の
骨
製
婁
造
晶
、
半
山
期
。
馬
廠
期
の
土
器
上
の
彩
丈

　
に
よ
る
表
現
な
ど
。

七
四

⑳
】
≦
・
μ
一
〉
一
笛
同
幽
＝
　
上
掲
鋤
珂
、
嘗
・
口
卜
3
噂
α
．
執
｝
手
上
部
の
金
属
椥
次
鋲
頭
の
燈
憐

　
造
は
、
金
属
製
容
器
の
原
型
た
る
、
こ
と
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
し
て
い
る
。

⑳
こ
の
場
合
、
灰
陶
と
は
、
彩
陶
・
黒
…
陶
に
伴
う
粗
質
土
器
を
含
ま
な
い
。

　
時
代
的
に
黒
陶
に
次
ぐ
土
器
と
し
て
の
灰
陶
を
意
味
す
る
。
以
下
、
灰
陶

　
と
い
う
言
葉
を
こ
の
意
味
で
使
用
す
る
。

⑳
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
は
河
南
彩
陶
の
全
体
に
対
し
て
「
仰
適
期
」
の
名
称

　
を
用
い
る
．
、
勿
論
こ
囁
の
申
に
多
く
の
段
階
あ
り
、
よ
り
細
密
な
分
類
を
要

　
す
る
が
、
今
は
そ
の
必
璽
ハ
も
薄
い
の
で
、
暫
く
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
の
使

　
用
法
に
順
ヶ
。

⑳
河
南
の
土
器
製
法
に
つ
い
て
は
、
坪
井
申
宿
足
斑
の
示
教
に
よ
る
と
こ
ろ
が

　
多
い
．
、

⑭
白
軍
氏
の
示
教
に
よ
る
。

⑫
②
に
お
い
て
も
述
べ
た
が
、
　
一
応
両
者
を
別
の
時
競
の
も
の
と
す
る
立
揚

　
か
ら
検
討
し
て
み
た
け
れ
ど
も
、
決
定
的
な
証
拠
は
見
出
し
え
な
か
っ
た
。

　
む
し
ろ
大
き
な
立
場
か
ら
類
似
性
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
う
。

⑳
瓢
駿
℃
巳
ヨ
噸
窪
罰
内
p
塁
口
回
昌
。
錘
瓢
q
震
蕊
o
h
二
お
頃
p
挿
ω
プ
p
箒
弩
負

　
鼠
p
Ω
蜀
昌
σ
q
げ
q
【
三
熱
●
℃
鉱
島
山
掌
お
Q
o
伶

⑧
H
晒
ρ
》
鼠
Φ
誹
。
雪
目
δ
Q
。
瞑
瞑
。
。
h
Q
岩
Ω
営
Q
慧
．
や
言
石
彫
〉
●

　
頃
ρ
冒
参
照
。
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　挿岡：甕家埣遺蹟土器型式圖

（Margit　Bylin・Althin氏による）
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