
九
州
古
墳
墓
の
性
格

樋

口

隆

康

（

婁
約
〕
古
婆
化
に
お
け
る
農
性
の
問
讐
・
．
潔
く
か
最
浮
ら
れ
な
が
ら
も
実
際
に
遺
ま
り
解
明
さ
鷲
き
う
が
婁
か
・
な
こ
の
場
一

ム
衆
爺
域
別
の
蘂
華
の
設
舞
欝
欝
．
。
れ
ね
露
な
い
垂
れ
そ
れ
の
畿
に
お
け
る
籍
の
藁
；
の
覇
業
な
し
曜
、
鴇
私
…

は
煮
墳
編
年
の
第
一
の
尺
度
た
る
鏡
を
再
操
作
す
る
駒
㍗
戸
偏
に
よ
つ
ば
、
．
、
従
来
の
欠
陥
を
克
服
し
て
み
よ
5
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
九
州
の
古
墳
墓
の
実
相
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
古
墳
文
化
圏
内
と
し
て
、
畿
内
の
支
配
下
に
あ
り
な
が
ら
竜
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
地
域
憐
が
い
か
に
勢
現
さ

れ
る
か
を
眺
め
て
み
た
。
こ
の
場
合
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
周
辺
文
化
と
し
亡
、
隣
接
の
大
陸
先
進
文
化
圏
を
ひ
か
え
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
の
交

渉
が
、
中
心
一
辺
倒
か
ら
や
や
も
す
れ
ば
離
脱
せ
ん
と
す
る
動
き
を
み
せ
て
い
た
。
そ
の
遜
展
は
南
鮮
地
域
と
ほ
ぼ
弼
時
代
的
に
変
化
し
て
行
っ
た
こ
と
、
顧
　
　

穴
式
墓
の
難
か
・
推
す
・
・
が
で
き
ゑ
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
…

九州古壇蕊の性格（樋口〉

騨
、
地
域
研
究
と
し
て
の
九
三
古
畷

　
九
州
の
古
墳
墓
を
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
意
図
は
、
従
来
の
学
界
に

お
い
て
つ
よ
く
要
望
せ
ら
れ
な
が
ら
も
、
適
切
な
解
答
の
与
え
ら
れ

な
か
っ
た
二
つ
の
問
題
に
応
ず
る
た
め
で
あ
る
。
日
本
の
古
墳
墓
の

研
究
が
、
い
よ
い
よ
精
緻
さ
を
伽
え
て
き
た
こ
と
は
、
す
で
に
承
’
知

ず
み
の
こ
と
な
が
ら
、
し
か
竜
な
ほ
、
優
れ
た
先
学
の
諸
高
著
を
竜

っ
て
し
て
も
、
め
れ
わ
れ
の
疑
問
を
十
分
に
満
し
て
く
れ
な
い
問
題

が
種
々
残
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
地
域
的
分
析
で
あ
る
。
今
臼
の

古
墳
に
関
す
る
系
統
約
な
編
年
並
び
に
内
容
の
知
見
は
、
そ
の
主
流

を
な
す
畿
内
を
中
心
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
て
を
り
、
地
方
の
屯
の
に

対
し
て
は
、
畿
内
と
の
対
比
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
類
似
す
る
竜
の

が
あ
げ
ら
れ
、
あ
る
い
は
特
殊
な
例
が
指
摘
せ
ら
れ
る
に
止
ま
っ
て
、

そ
れ
ら
が
各
地
域
に
お
け
る
全
体
の
う
ち
で
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
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れ
る
か
と
い
う
点
は
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
地
域
的

分
析
と
い
う
こ
と
が
、
今
後
の
古
墳
研
究
に
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
課

題
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
本
論
の
第
一
の
意
図

ぞ
あ
る
。

　
こ
の
古
墳
文
化
の
地
域
性
を
考
え
る
と
き
、
畿
内
に
次
ぐ
重
要
な

地
点
と
し
て
九
州
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
は
日
本
の
古
墳
黒
化
圏
内

ぞ
は
周
辺
地
域
に
あ
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
上
代
文
化
発
展

の
刺
戟
の
源
泉
と
な
っ
た
先
進
大
陸
文
化
圏
に
接
し
て
い
る
と
い
う

地
理
的
条
件
と
、
さ
ら
に
前
代
の
弥
生
式
時
代
に
は
、
畿
内
に
も
優

る
一
大
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、
他
の
地
域
よ
り
竜

重
要
視
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
耶
馬
青
国
問
題
と
の

関
連
に
お
い
て
、
一
般
古
代
皮
家
の
関
心
が
と
く
に
強
く
、
こ
れ
ま

で
の
九
州
古
墳
文
化
に
つ
い
て
の
解
説
も
、
多
く
こ
の
問
題
と
の
関

係
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
古
学

者
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
皮
去
た
ち
を
充
分
納
得
せ
し
め
て

い
な
い
の
は
、
そ
の
論
点
が
畿
内
と
の
対
比
に
あ
る
た
め
、
つ
ね
に

畿
内
的
な
も
の
の
派
及
、
支
配
と
い
う
角
度
か
ら
筆
が
進
め
ら
れ
て

い
て
、
九
州
古
墳
の
金
轡
的
性
格
…
に
つ
い
て
の
説
明
が
不
充
分
で
あ

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
古
代
史
家
た
ち
の
要
求
に
応
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
う
と
し
た
の
が
、
私
の
第
二
の
意
図
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
意
図
の
雄
大
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
得
ら
れ
た
成
果
の

粗
末
な
の
は
筆
者
の
卑
才
に
も
よ
る
が
、
一
面
、
主
題
の
資
料
に
対

す
る
従
来
の
考
古
学
酌
調
査
が
、
き
わ
め
て
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と

に
も
起
因
す
る
。
い
ま
研
究
史
の
一
端
を
繕
い
て
み
る
と
、
九
州
の

古
墳
が
学
界
に
注
意
さ
れ
た
の
は
古
い
が
、
そ
の
学
術
的
調
査
と
い

い
う
る
も
の
に
至
っ
て
は
、
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
報
告
書
の
繊

版
さ
れ
た
屯
の
の
み
を
拾
っ
て
み
る
と
、
大
正
元
年
か
ら
同
五
年
に

か
け
て
行
わ
れ
た
東
京
、
京
都
両
大
学
の
諸
先
生
に
よ
る
日
向
西
都

　
　
　
　
　
②

原
古
墳
の
調
査
を
第
一
と
し
て
、
大
正
五
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

淑
髪
。
梅
…
原
爾
博
士
に
よ
る
装
飾
古
墳
の
調
査
、
大
正
宋
期
か
ら
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

和
の
初
に
か
け
て
な
さ
れ
た
鳥
居
博
士
の
日
向
延
岡
地
方
の
調
査
、

昭
和
一
一
年
梅
原
博
士
・
小
林
氏
の
行
っ
た
筑
前
嘉
穂
郡
王
塚
古
墳

　
　
⑤

の
調
査
、
昭
和
二
五
年
小
林
氏
の
実
施
さ
れ
た
筑
前
糸
農
郡
銚
子
塚

　
　
⑥

の
調
査
な
ど
が
め
ぼ
し
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
ほ
か
に
愚
学
術
的
に
調
査
さ
れ
て
、
内
容
の
か
な
吻
明
瞭
な
も

の
も
み
う
け
る
が
、
未
だ
報
告
が
な
く
、
ま
た
各
県
の
史
蹟
調
査
報

告
書
や
諸
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
資
料
も
多
い
が
、
大
部
分
は
不
用
意

に
発
見
せ
ら
れ
た
も
の
の
整
理
報
告
か
、
単
な
る
現
状
の
記
述
に
止
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ゴL州古縫蕪の性絡（樋ゆ

ま
プ
て
い
る
。

　
一
方
九
州
古
墳
丈
化
の
性
格
に
対
す
る
論
究
も
、
見
－
く
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
る
。
古
く
は
浜
田
博
士
の
論
文
が
あ
る
が
、
も
つ
ど
竜
盛
ん
に
な

っ
た
の
は
大
正
の
後
半
、
耶
馬
台
国
論
争
に
対
し
て
考
古
学
者
の
立

揚
か
ら
積
極
的
に
論
陣
を
は
ら
・
れ
た
高
橋
。
、
梅
原
両
博
士
の
活
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

以
後
で
あ
る
。
高
橋
博
士
は
、
由
来
の
極
め
て
古
い
大
和
の
古
墳
文

化
に
対
し
て
、
九
州
は
そ
の
末
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
前
方
後
円
墳
・

埴
輪
。
石
製
晶
な
ど
か
ら
論
証
し
、
一
方
漢
魏
代
の
大
陸
文
物
の
受

容
も
、
九
州
は
畿
内
に
劣
る
こ
と
を
舶
載
鏡
の
分
布
か
ら
主
張
せ
ら

れ
た
。
つ
い
ぞ
豊
富
な
資
料
で
も
っ
て
こ
の
説
を
敷
延
さ
れ
た
の
が

　
　
　
⑦

梅
原
博
士
で
あ
る
。
樽
士
は
、
九
州
北
部
に
は
中
国
の
誌
代
に
あ

た
る
こ
ろ
、
特
殊
な
文
化
相
が
あ
っ
た
が
、
三
国
時
代
に
は
既
に
廃

滅
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
を
魏
の
三
角
縁
神
獣
鏡
や
、
わ
が
彷
製

鏡
の
分
布
か
ら
証
…
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
さ
ら
に
、
わ
が
国
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

土
鏡
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
多
数
の
舶
載
同
箔
鏡
の
研
究
に
発
展
し
て
、

「
そ
れ
ら
は
彼
土
で
同
時
に
作
ら
れ
た
竜
の
が
一
括
し
て
本
邦
に
も

た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ま
ず
畿
内
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
各
地
に
分

散
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
混
戦
鏡
の
移
鋤
経
路
か
ら
、
畿
内
と
．

九
州
の
関
係
セ
暗
ホ
さ
れ
た
。
こ
の
論
を
さ
ら
に
進
展
さ
れ
た
の
が

　
　
　
　
　
　
　
⑳

小
林
行
雄
氏
で
あ
る
。
氏
は
九
州
の
主
要
な
る
古
墳
の
実
年
代
を
一

つ
一
つ
明
確
に
せ
ら
れ
な
が
ら
、
九
州
に
お
け
る
古
墳
文
化
は
畿
内

よ
り
一
、
二
世
紀
つ
つ
お
く
れ
て
進
展
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
畿

内
文
化
の
九
州
へ
の
伝
播
の
姿
を
詳
し
く
と
ら
へ
、
さ
ら
に
、
こ
の

畿
・
内
文
化
の
讐
及
に
よ
っ
て
、
受
容
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
、
初
め
て

大
陸
文
化
が
輸
入
さ
れ
た
と
し
て
、
横
穴
式
石
室
墳
の
撫
現
を
考
え

ら
れ
た
。
ま
た
局
箔
鏡
に
つ
い
て
も
、
梅
原
博
士
の
畿
内
を
中
心
と

し
た
分
散
説
を
採
用
さ
れ
て
、
そ
の
分
布
の
笑
際
か
ら
、
畿
内
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

枢
と
す
る
体
系
を
図
示
さ
れ
た
。
か
く
て
畿
内
に
発
生
し
た
古
墳
文

化
が
九
州
へ
伝
え
ら
れ
た
経
過
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
に
把
握
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
文
化
の
伝
播
は
必
ず
し
も

水
の
高
き
よ
り
低
き
に
尚
ふ
が
ご
と
く
、
ス
ム
ー
ス
に
流
れ
る
も
の

で
な
い
こ
と
は
、
多
く
の
事
実
の
示
す
と
こ
ろ
ぞ
あ
り
、
　
一
つ
の
中

心
文
化
か
ら
周
辺
地
域
へ
の
伝
播
は
後
者
の
個
々
の
事
情
に
よ
っ
て
、

三
余
曲
折
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
低
文
化
地
域
か
ら
高
文
化

地
域
へ
遡
行
す
る
波
屯
あ
っ
て
、
複
雑
な
歩
み
を
と
る
わ
け
で
あ
る
q
、

典
実
に
微
し
て
も
、
大
和
朝
廷
の
全
国
貌
一
事
業
は
決
し
て
容
易
に

誉
れ
た
も
の
ぞ
奮
、
各
地
に
か
な
り
の
抵
抗
を
う
け
、
一
た
び
個

征
服
せ
ら
れ
た
地
が
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
反
抗
し
た
事
実
を
知
る
　
　
3



の
で
あ
ゆ
て
、
囁
こ
れ
ら
の
抵
抗
を
産
み
だ
す
各
地
域
の
本
質
の
検
討

が
つ
よ
く
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
れ
ま
ぞ
の
畿
内
の

眼
を
通
し
て
み
た
九
州
古
壌
文
化
か
ら
、
九
州
自
体
に
即
し
た
そ
め

文
化
の
把
握
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
だ
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
私
の

立
場
と
し
て
も
、
既
述
の
先
学
の
業
績
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
っ
て
、

古
墳
文
化
に
於
け
る
畿
内
の
優
位
性
は
、
毫
も
疑
い
な
く
、
そ
の
畿

内
の
影
響
下
に
発
生
し
た
九
州
古
墳
文
化
が
、
　
一
方
た
え
ざ
る
大
陸

先
進
文
化
の
刺
戟
を
屯
う
け
な
が
ら
、
い
か
な
る
地
方
的
楓
性
を
発

揮
し
た
か
を
探
る
に
あ
る
。

①
　
第
二
の
意
図
に
対
し
て
は
、
独
肖
の
分
析
と
紛
　
討
を
披
歴
し
た
が
、
第

　
　
二
の
臨
思
図
M
に
対
し
て
は
編
　
輯
泓
偲
か
ら
の
希
胡
鋭
も
あ
η
、
史
巌
＋
研
究
会
の
例

　
会
で
講
述
し
た
竜
の
を
基
礎
と
し
た
こ
と
竜
あ
っ
て
、
か
な
”
解
説
的
内

　
矯
を
竜
た
し
た
点
を
ま
ず
お
こ
と
わ
η
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
②
　
『
宮
崎
梨
西
都
原
古
墳
講
評
隷
告
』
第
一
冊
（
大
正
4
）
、
第
二
僻
（
大

　
正
6
）
、
第
鴛
　
柵
（
大
正
7
）
、
『
西
都
療
史
蹟
調
査
報
告
書
』
大
蕉
務
）
。

　
な
ほ
嗣
盲
燈
群
は
そ
の
後
昭
和
一
一
年
に
も
謁
査
さ
れ
て
い
る
。
　
『
西
都

　
原
吉
墳
の
調
査
』
　
（
日
本
古
丈
化
研
究
所
報
告
第
一
〇
　
昭
和
影
）

③
京
都
帝
国
大
憲
文
治
部
考
古
栄
研
究
報
告
（
以
後
『
京
穴
報
謝
島
と
略

　
称
す
る
）
第
一
冊
（
大
正
6
）
、
第
三
冊
（
大
正
8
）

④
　
鳥
居
龍
蔵
『
上
代
の
日
向
延
賜
』
　
（
昭
和
1
0
）

⑤
　
　
『
馬
穴
報
告
』
第
＋
五
冊
（
昭
和
弼
）

⑥
　
小
林
行
雄
『
縮
岡
県
糸
島
郡
一
貴
山
村
銚
子
塚
古
墳
研
究
』
（
昭
和
2
7
）

⑦
浜
田
耕
作
「
考
古
学
上
よ
夢
蒐
た
る
九
州
の
古
代
斑
族
」
（
鍵
学
雑
誌

　
三
二
の
四
　
大
正
1
0
）

⑧
高
濡
健
電
「
考
古
学
上
よ
η
観
た
る
耶
馬
倉
圏
」
（
考
古
学
誰
誌
一
二

　
の
五
　
大
正
丑
）

⑨
梅
原
末
濃
「
考
古
学
上
よ
”
観
た
る
上
代
の
畿
内
」
（
考
古
単
雑
誌
一

　
四
の
一
、
二
　
大
正
1
2
）
、
「
本
邦
踏
代
の
状
態
に
対
す
る
考
古
単
的
研
究

　
に
就
い
て
」
（
史
学
雑
誌
…
量
ハ
の
五
、
六
穴
斑
鯉
）
い
ず
れ
も
『
院
本

　
考
古
学
論
孜
』
所
収

⑩
　
醐
栂
二
士
「
本
邦
古
墳
出
土
の
圃
r
箔
…
鏡
に
就
い
て
の
一
二
の
考
｛
祭
」
　
（
史

　
林
賞
○
の
三
　
昭
和
2
0
）

⑪
小
林
行
雄
「
古
墳
隊
代
に
お
け
る
交
化
の
伝
播
下
」
（
史
林
三
三
の

　
四
　
昭
和
2
5
）

⑫
　
同
氏
「
古
墳
発
生
の
麗
史
約
意
義
」
　
（
輿
林
三
八
の
一
　
昭
和
8
0
）

二
、
編
年
の
基
準

　
地
域
的
研
究
で
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
編
年
尺
度
の
設
定
で

あ
る
の
最
∵
も
安
易
な
方
法
は
、
す
で
に
ほ
ぼ
体
系
の
整
え
ら
れ
た
畿

内
の
尺
度
を
も
っ
て
計
る
こ
と
で
あ
る
が
、
形
式
学
的
研
究
で
採
臥

す
る
交
化
諸
要
素
は
、
各
地
域
に
お
い
て
一
律
に
変
遷
す
る
と
は
限

ら
ず
、
　
あ
る
要
素
に
は
発
展
上
の
ラ
ッ
グ
（
遅
滞
）
が
存
在
す
る
。
r

た
と
え
ば
前
方
後
円
墳
の
外
形
は
一
つ
の
有
力
な
尺
度
で
あ
る
が
、

九
州
κ
お
け
る
そ
の
変
遜
は
、
畿
内
よ
り
も
時
評
的
に
一
廉
期
お
く
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；九州虐丁墳蓋聾の壁生格（樋口）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ラ
ッ
グ
は
一
般
に

遺
物
に
お
い
て
は
比
較
的
少
い
が
、
霊
跡
に
お
い
て
著
し
く
、
ま
た

あ
る
時
期
に
達
す
る
と
、
ラ
ッ
グ
が
解
消
す
る
こ
と
も
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
こ
の
際
、
畿
内
の
尺
度
を
そ
の
ま
ま
使
周
す
る
こ
と
は
闇
違

い
を
犯
す
こ
と
に
も
な
り
、
ど
う
し
て
も
こ
の
地
独
自
の
基
準
を
設

定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
森
貞
次
郎
氏
が
試
み
ら
れ
た
編
年

　
④は

、
多
し
き
法
と
し
て
注
同
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
私
も
ま
ず
こ
れ
に
意
を
用
い
た
。
第
一
に
は
文
献
な
ど
に
よ
っ
て

絶
対
年
代
の
確
実
な
も
の
を
と
9
た
い
が
、
畿
内
に
お
け
る
御
陵
墓

の
ご
と
き
好
資
料
は
、
周
辺
域
で
は
、
む
し
ろ
皆
無
と
い
っ
て
も
よ

く
、
た
だ
九
州
で
は
一
例
だ
け
、
察
年
代
を
推
し
う
る
も
の
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
福

，
岡
県
八
女
郡
長
峰
村
吉
田
の
岩
戸
山
古
墳
で
、
筑
紫
国
造
磐
井
の
墓

と
推
定
さ
れ
る
も
の
ぞ
あ
る
。
彼
は
六
世
紀
の
前
半
、
継
体
天
皇
二

十
一
年
に
叛
を
起
し
、
翌
年
謙
せ
ら
れ
た
が
、
生
前
に
造
っ
た
墓
に

つ
い
て
の
記
載
が
、
続
日
本
紀
に
と
ど
め
ら
れ
た
筑
後
国
風
土
記
の

逸
交
に
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

　
上
｝
婁
県
、
　
隠
ハ
爾
二
田
事
、
・
荷
筑
紮
慰
盤
薦
井
之
菓
　
墳
、
　
山
尚
七
丈
、
　
鰍
周
六

　
丈
、
墓
田
南
倉
皇
六
十
文
、
東
酉
各
僻
丈
、
石
人
石
贋
各
大
十
枚
、

　
交
陳
成
行
、
周
匝
四
面
、
当
惑
北
角
、
有
一
甥
尊
号
日
禰
頭
、
其

　
中
有
一
石
人
、
縦
容
立
地
、
号
日
野
部
、
前
腎
」
人
牒
形
暖
地
、

　
暑
田
愉
人
、
側
膚
石
窯
四
頭
、
号
野
物
、
彼
処
亦
膚
石
馬
三
匹
石

　
殿
三
間
石
蔵
手
懸

本
墳
は
丘
陵
上
に
営
ま
れ
た
長
さ
一
〇
〇
米
を
越
え
る
大
前
方
後
円

　
　
　
　
　
　
　
　
②

墳
「
ぞ
あ
っ
て
、
そ
の
形
は
前
方
部
が
よ
く
発
達
し
て
後
円
球
に
比
敵

し
う
る
ほ
ど
に
な
9
、
空
浬
を
も
備
え
て
、
畿
内
盛
期
の
形
式
を
呈

し
て
い
る
。
し
か
し
風
土
記
に
記
さ
れ
た
石
人
石
馬
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

早
く
か
ら
九
州
ぞ
も
最
も
数
の
多
い
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
よ

・
リ
確
か
に
本
墳
を
磐
井
の
墓
と
比
定
す
る
証
拠
は
、
風
土
記
の
記
載

申
に
、
東
北
角
に
当
り
て
一
別
区
あ
り
、
そ
こ
に
各
種
の
石
造
物
が

立
っ
て
い
た
と
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
実
際
に
西
面
す
る
激
辛
の
後

頚
部
右
後
に
あ
た
る
東
北
角
に
、
方
形
の
小
台
地
が
外
堤
に
接
し
て

存
在
し
、
終
戦
直
後
開
墾
さ
れ
て
、
鶏
・
猪
・
馬
。
入
物
。
壷
鐙
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

鞍
・
武
器
な
ど
の
形
象
埴
輪
と
と
も
に
曲
論
・
剣
柄
形
石
製
藷
な
ど

を
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
に
注
園
す
べ
き
本
墳
に
於

て
、
最
も
遺
憾
な
点
は
、
内
部
構
造
の
不
明
な
こ
と
ぞ
、
も
と
前
後

両
丘
に
横
穴
式
石
室
の
存
し
た
よ
う
ぞ
は
あ
る
が
、
い
ま
は
南
側
が

大
き
く
劇
ら
れ
て
、
知
る
由
も
な
い
。
副
葬
蔽
と
し
て
は
、
土
師
器
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や
須
恵
器
の
存
在
が
し
ら
れ
て
を
り
、
と
く
に
後
奢
の
う
ち
に
大
形

第一関　岩戸山古墳錫土大形器倉

器
台
（
灘
酒
）
が
著
し
く
、
後
述
の
須
恵
器
に
よ
る
編
年
に
結
び

つ
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
（
第
二
型
式
に
あ
た
る
）
。
こ
れ
が
確
実
な

年
代
の
推
し
う
る
唯
一
の
例
で
あ
る
。

　
珂
｛
こ
ぞ
第
二
の
方
法
と
し
て
、
諸
文
化
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式

憾
寝
編
年
を
組
合
せ
る
従
来
の
や
り
方
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
既
述
の
ラ
・
グ
に
対
す
る
考
慮
を
忘
れ
ず
に
、
資
料
と
し

て
は
普
遍
的
な
遣
物
が
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
憲
式
古
墳
に

対
し
て
は
鏡
を
、
後
期
古
墳
に
対
し
イ
、
は
須
恵
器
を
基
準
と
し
て
採

用
す
る
の
が
、
他
と
の
比
較
を
試
み
る
際
に
電
好
都
合
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
対
馬
の
調
査
報
告
で
簡
単
に

ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
ぞ
、
こ
こ
ぞ
は
鏡
に
対
す
る
薪
し
き
試
み
に

つ
い
て
の
み
・
述
べ
て
み
’
よ
・
り
。

副
葬
鏡
を
古
墳
編
年
の
資
料
と
す
る
揚
合
、
伝
世
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
、
鏡
の
製
作
年
代
を
・
〆
秘
の
ま
ま
古
墳
の
営
造
年
代
に
あ
て
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
梅
原
博
士
の
指
摘
に
よ
っ
て
決
定
的
と

な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
鏡
が
編
年
の
第
一
の
資
料
で
あ
る
こ
と
に

は
変
夢
が
な
い
の
で
、
私
は
こ
れ
に
あ
る
操
作
を
施
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
　
編
年
資
料
と
し
て
再
活
用
す
る
こ
と
を
晶
試
み
た
。
　
そ
の
詳
細

は
別
に
稿
を
起
す
予
定
ぞ
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
一
墳
に
お
け
る
異
な

る
鏡
式
の
共
存
と
い
う
事
実
を
と
り
あ
げ
た
の
ぞ
あ
る
。
製
作
年
代

の
種
々
異
な
る
鏡
で
あ
っ
て
も
、
同
一
古
壌
に
副
葬
さ
丸
で
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
埋
葬
時
に
は
少
く
と
も
そ
の
地
で
商
品
が
併
存

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
共
存
例
を
類

集
し
て
み
・
て
、
も
し
そ
の
組
合
せ
に
、
地
域
的
、
時
開
的
に
変
死
し

て
行
く
、
あ
る
法
則
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
組
合
せ
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そ
の
も
の
を
一
つ
の
地
域
的
編
年
の
基
準
に
な
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。

い
ま
そ
の
結
果
を
み
る
と
、
舶
載
鏡
に
つ
い
て
は
、
近
畿
で
は
各
鏡

式
が
い
ず
れ
竜
五
に
組
合
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も
三
角
縁
神
獣

鏡
が
申
心
を
な
し
て
、
そ
れ
と
画
丈
帯
神
獣
鏡
（
半
円
方
形
帯
を
有

す
る
各
種
神
獣
鏡
を
含
む
）
と
の
組
合
せ
が
最
も
多
く
、
次
い
で
盤

龍
鏡
、
半
肉
刻
獣
帯
鏡
と
の
接
触
が
濃
い
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
中
部

以
東
ぞ
も
、
絶
対
数
こ
そ
少
い
が
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
心
と
し
て
各

鏡
式
が
結
ば
れ
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
九
州
の
置
合

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
具
体
的
に
や
や
詳
し
く
眺
め
て
み
る

と
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
九
州
出
土
数
の
大
半
を
毘
し
た
豊
前
石
塚
出
、

岡
赤
塚
、
筑
前
原
口
な
ど
の
諸
説
ぞ
は
、
赤
塚
の
揚
舎
に
大
形
親
鳥

鏡
を
一
面
伴
出
し
て
い
る
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
他
鏡
式
を
混
じ
え
て

な
く
、
そ
の
溜
男
鏡
も
三
角
縁
で
、
鏡
体
で
は
同
式
と
さ
れ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ほ
ぼ
異
系
統
と
併
存
し
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
他
の
例
ぞ
は
、
岡
式

の
一
面
の
み
が
藁
薦
の
獣
形
鏡
な
ど
と
伴
禺
し
て
い
る
こ
と
、
豊
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

大
分
の
亀
甲
古
墳
、
筑
前
嘉
穂
郡
の
忠
隈
古
墳
な
ど
に
よ
っ
て
し
ら

れ
る
。
次
に
二
種
以
上
の
舶
載
鏡
が
共
存
し
た
例
で
は
、
肥
後
の
江

田
船
山
古
墳
で
、
半
解
刻
獣
帯
鏡
、
画
象
鏡
、
画
男
帯
神
獣
鏡
が
伴

浸
し
、
筑
前
飯
塚
市
の
山
神
古
墳
で
は
、
平
縁
盤
龍
鏡
と
画
配
帯
環

状
乳
神
獣
鏡
が
共
存
し
て
を
り
、
筑
前
糸
島
郡
の
銚
子
塚
で
は
、
銀
行

花
文
鏡
と
方
響
…
規
窺
鏡
が
、
多
数
の
彷
製
三
角
縁
神
…
測
器
と
組
合
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

肥
前
平
戸
の
三
助
古
壌
で
も
内
冠
花
心
鏡
が
半
解
刻
獄
帯
鏡
と
伴
出

し
て
い
る
し
、
こ
れ
ら
の
諸
鏡
式
は
男
向
の
薪
田
原
や
持
田
累
累
群

か
わ
も
圃
一
地
区
で
幽
て
い
る
。
同
胃
鏡
の
み
が
二
面
以
上
出
た
例

と
し
て
は
筑
前
五
島
山
古
墳
の
半
三
角
縁
の
小
形
ご
神
ご
至
聖
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

豊
前
田
川
郡
の
採
鋼
所
の
内
行
花
文
鏡
な
ど
が
あ
る
。
舶
載
の
一
嵩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
薫
製
の
諸
鏡
と
伴
禺
し
た
例
で
は
、
胞
而
谷
口
古
填
で
は
位
蓋
三

公
双
龍
鏡
が
四
面
の
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
と
二
面
の
擬
属
文
鏡
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
で
て
を
り
、
豊
後
の
強
剛
で
も
弊
誌
三
公
鏡
が
獣
形
鏡
と
組
合
さ

　
　
　
　
　
　
⑬

れ
、
筑
前
の
酒
殿
で
獣
首
鏡
が
彷
製
の
寒
行
花
文
鏡
と
伴
出
、
筑
後

月
岡
古
品
の
半
三
角
小
形
神
獣
鏡
、
肥
前
玉
島
の
内
張
花
文
鏡
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

島
田
塚
、
横
田
下
古
壌
の
方
格
規
矩
鏡
が
い
ず
れ
も
彷
製
鏡
と
伴
幽

し
て
い
る
。

　
以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
、
舶
載
鏡
間
で
は
組
合
せ
の
熱
心
は
半

肉
刻
獣
帯
鏡
、
唐
文
帯
神
獣
鏡
、
画
象
鏡
な
ど
で
、
三
角
縁
神
獣
鏡

が
襲
叢
話
や
半
三
角
縁
二
神
二
獣
鏡
と
岡
様
に
孤
立
し
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。
．
こ
の
組
合
せ
に
お
け
る
九
州
と
畿
内
と
の
差
異
に
対

す
る
解
釈
は
あ
と
で
触
れ
る
と
し
て
、
い
ま
こ
れ
を
編
年
の
上
に
あ
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て
て
み
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
孤
立
し
て
い
る
類
分
う
ち
、

三
角
縁
神
獣
鏡
と
、
小
形
二
神
二
獣
鏡
は
、
彷
製
の
獣
形
鏡
と
伴
掛

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
組
合
せ
の
主
流
を
な
す
諸
鏡
と
連
絡
が
あ
り
、

こ
れ
を
群
島
に
す
れ
ば
、
彷
製
鏡
と
も
綜
付
か
な
・
い
襲
鳳
鏡
副
葬
を

第
一
と
し
、
次
に
三
角
縁
神
獣
鏡
、
小
形
ご
神
二
階
鏡
副
葬
の
類
が

あ
り
、
第
三
に
半
肉
刻
獣
帯
鏡
、
画
象
鏡
、
画
文
帯
神
獣
鏡
、
方

格
規
矩
三
鏡
、
内
記
花
明
鏡
な
ど
の
組
合
せ
主
流
の
群
が
あ
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
機
械
的
に
群
別
し
た
う
ち
で
、
同
式
鏡
に
か
な

り
製
作
年
代
の
長
期
に
わ
た
る
も
の
が
一
緒
に
含
ま
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
方
格
規
矩
鏡
で
は
、
筑
前
銚
子
塚
の
そ
れ
は
遷
代
盛
期
の
製

作
と
思
わ
れ
る
の
に
、
肥
前
島
田
塚
や
横
田
下
古
墳
の
岡
式
鏡
は
、

か
な
り
時
代
の
下
る
も
の
ぞ
あ
り
、
伴
患
の
彷
製
鏡
に
し
て
も
前
者

が
多
数
の
三
魯
縁
神
獣
鏡
な
の
に
対
し
、
後
二
者
は
小
形
の
獣
形
鏡

で
あ
る
。
ま
た
比
較
的
製
作
期
闇
の
短
い
類
に
あ
っ
て
も
、
三
角
縁

神
獣
鏡
の
み
を
数
面
出
し
た
例
は
古
く
、
彷
製
鏡
を
伴
っ
た
類
は
や

や
、
，
下
げ
て
も
い
い
し
、
小
形
二
神
二
獣
鏡
に
し
て
も
、
同
鏡
二
面

を
嘱
し
た
五
島
山
の
方
が
、
多
く
の
小
形
彷
製
鏡
を
伴
擁
し
た
月
岡

古
墳
よ
り
古
い
と
し
て
い
い
ぞ
あ
ろ
う
。
し
か
し
相
対
的
に
み
れ
ば

さ
き
の
一
二
つ
の
群
は
、
時
間
酌
先
後
を
示
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
ゆ　

さ
て
以
上
の
ご
と
く
、
き
わ
め
て
不
充
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
一

応
の
尺
度
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
九
州
古
墳
の
編
年
を
考
定

し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
笑
事
に
は
資
料
の
不
充
分
さ
か
ら
、
年
代

の
推
し
得
な
い
の
が
大
部
分
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

①
森
貞
次
郷
「
北
九
州
古
塚
の
編
年
的
考
察
予
報
し
（
西
口
本
史
轡
三

　
昭
和
2
5
）

②
　
京
大
報
告
第
十
五
冊
第
二
八
図
滲
照
。

③
筑
後
将
士
軍
談
巻
五
＋
一
。

①
『
北
九
州
吉
文
化
図
鑑
』
第
二
輯
（
昭
和
％
）

⑤
水
野
清
一
、
隔
崎
敬
、
樋
μ
隆
廉
共
著
『
対
馬
』
（
東
亜
考
古
学
叢
刊

　
乙
糠
第
点
ハ
紐
　
　
昭
和
器
）

⑥
筑
藩
宗
像
神
言
沖
津
宮
に
は
古
昔
か
ら
一
面
の
三
角
縁
紳
獣
鏡
が
方
格

　
規
矩
閥
神
鏡
や
彷
製
鏡
な
ど
と
一
十
に
御
金
蔵
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、

　
三
一
壇
の
認
葬
晶
か
ど
う
か
知
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
と
ら
な
い
。

⑦
　
森
貞
次
郎
氏
が
最
近
発
掘
調
査
さ
れ
た
。
阿
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

⑧
－
拙
稿
「
平
戸
の
先
史
墨
縄
」
（
平
戸
学
術
調
査
報
告
昭
％
）

⑨
　
原
口
信
…
行
「
榊
測
三
下
内
出
門
土
の
蜘
り
行
花
山
久
締
W
」
　
（
考
古
巌
牢
雑
砒
鱒
四
口
○
の

　
三
　
昭
瀦
2
9
）

⑩
梅
原
末
治
「
王
島
村
谷
臼
古
贋
」
（
佐
賀
県
二
化
財
調
査
報
告
第
二
輯

　
昭
和
2
8
）

8 （ll’g）



ゴL州古墳墓の魅格（樋鵜）

⑪
　
賀
川
光
夫
氏
調
査
。

⑫
森
貞
次
郎
氏
調
査
。

⑲
　
　
『
牝
九
州
古
丈
化
図
艦
』
第
二
輯
参
照
。

⑭
後
藤
守
一
「
九
州
北
部
に
於
け
る
古
墳
」
（
考
古
學
薙
誌
一
二
の
四

　
火
膨
給
）

⑮
松
尾
禎
作
「
横
田
下
古
墳
」
（
佐
賀
縣
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
日
報

　
告
第
十
輯
　
昭
和
2
6
）

三
、
古
墳
の
分
布
と
地
域
細
分

　
以
上
を
前
提
と
し
て
本
論
に
入
る
に
あ
た
り
、
九
州
全
島
を
一
つ

と
し
て
理
解
す
る
よ
り
は
、
・
地
理
的
性
格
や
遺
跡
の
特
色
に
よ
っ
て

数
地
区
に
分
け
て
眺
め
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
。

　
第
一
区
、
玄
海
灘
に
面
し
た
筑
肥
北
海
岸
地
区
で
、
東
は
宗
像
平

野
か
わ
、
福
岡
、
糸
島
を
へ
て
唐
洞
瀧
一
に
［
至
る
沿
謬
搾
平
購
判
で
あ
り
・
、
こ

こ
は
古
く
末
盧
国
、
治
富
国
、
奴
国
の
所
在
し
た
大
陸
文
化
の
流
入

口
に
あ
た
る
。

　
第
二
区
、
東
北
九
州
の
周
防
灘
に
面
し
た
沿
岸
地
区
で
、
国
東
半

島
か
ら
関
門
地
方
に
至
り
、
国
郡
欄
の
豊
前
に
あ
た
る
。
こ
こ
は
畿

内
へ
顯
娼
ず
」
萄
・
王
写
譜
逓
路
と
い
え
・
⇔
。

　
第
三
区
、
筑
後
川
流
域
の
広
大
な
平
野
地
幣
で
、
川
を
遡
っ
て
か

な
り
内
陸
ま
で
は
い
り
、
東
は
大
分
県
日
田
盆
地
、
西
は
佐
賀
平
野

を
含
み
、
北
は
遠
資
川
上
流
域
の
飯
塚
、
直
方
の
諸
盆
地
に
も
結
び

つ
い
て
い
る
。

　
第
四
区
、
熊
本
平
野
地
区
で
、
北
の
菊
地
川
流
域
、
中
央
の
白
揖
、

緑
川
流
域
、
南
の
球
磨
川
流
域
に
三
分
さ
わ
る
。

　
第
五
区
、
豊
豫
海
峡
に
臨
む
豊
後
の
海
岸
地
区
で
、
小
平
野
が
あ

る
。　

第
六
区
、
太
平
洋
の
日
向
灘
に
面
し
た
海
岸
地
区
で
、
こ
こ
も
北

の
五
ケ
瀬
川
流
域
の
延
岡
地
方
（
直
入
郡
竹
田
盆
地
や
熊
本
県
阿
蘇

郡
下
地
盆
地
な
ど
の
聴
聞
部
竜
こ
の
地
方
に
結
び
つ
い
て
い
る
）
、

中
央
の
小
丸
川
、
一
ツ
勢
州
、
大
淀
川
の
開
く
宮
晦
平
野
地
区
、
横

手
川
か
ら
肝
付
規
に
至
る
大
隅
の
志
布
志
湾
沿
岸
地
方
に
三
小
区
分

さ
れ
る
。

　
第
七
区
、
西
南
九
州
地
区
、
薩
摩
の
頬
内
川
流
域
を
中
心
と
し
、

東
は
日
向
の
大
淀
川
上
流
域
を
も
含
む
。

　
以
上
の
各
地
区
は
い
ず
れ
も
古
墳
の
多
く
分
布
す
る
地
域
で
あ
る

が
、
大
体
が
河
川
の
流
域
か
、
沿
岸
の
平
野
を
暴
盤
と
し
て
い
る
こ

と
が
い
涯
意
さ
れ
る
、
こ
の
平
野
の
優
劣
が
Y
｝
〈
れ
を
背
景
と
し
て
た

っ
た
右
墳
群
を
形
成
し
た
集
団
の
勢
力
関
係
と
密
接
な
つ
な
が
9
の
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存
す
る
こ
と
を
、
三
友
国
五
郎
氏
が
指
摘
し
て
を
わ
れ
る
が
、
そ
の

な
か
で
東
北
九
州
地
区
を
あ
げ
て
、
右
党
川
の
流
域
に
あ
た
る
圏
川
、

嘉
穂
、
鞍
手
の
小
盆
地
と
、
周
防
灘
に
面
し
た
京
都
郡
平
野
地
区
と

を
比
較
し
て
、
地
理
的
に
優
れ
た
後
者
に
、
よ
り
強
力
な
集
団
の
形

成
さ
れ
る
可
能
性
の
強
い
こ
と
を
あ
げ
て
、
初
め
は
弱
小
地
域
団
体

が
各
地
に
成
立
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
の
強
力
な
竜
の
が
、
次
第

に
弱
小
団
体
を
隷
属
せ
し
め
て
行
っ
た
と
い
う
変
遷
を
こ
こ
に
見
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
、
私
が
後
に
の
べ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
と
対
比

し
て
興
味
が
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
さ
き
の
地
域
別
の
間
に
亀
、
お
の
つ
か
ら
勢
力
の
大
小
、

文
化
程
度
の
差
が
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
い
ま
そ
の

指
標
の
一
つ
と
し
て
前
方
後
円
墳
の
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
第
一

区
3
0
、
第
二
区
1
2
、
第
三
区
5
3
、
第
四
区
1
9
、
第
五
区
2
3
、
第
六
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

90

ﾈ
上
、
第
七
区
0
と
い
う
数
字
が
で
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
も
ち

ろ
ん
正
確
な
も
の
で
は
な
い
が
、
古
墳
文
化
、
と
く
に
畿
内
勢
力
肩

透
の
濃
淡
を
示
す
一
つ
の
指
針
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
各
地
区
古
墳
を
比
較
し
て
み
る
と
、
第
六
、
第
七
区
の

南
部
九
州
と
、
他
の
北
部
。
申
部
九
州
と
の
聞
に
は
、
か
な
り
難
し

い
差
黒
ハ
が
あ
る
よ
う
で
、
大
和
朝
廷
の
作
為
的
揺
籔
地
と
さ
れ
る
前

者
と
、
か
蹴
り
対
立
的
に
反
抗
し
、
進
歩
的
で
も
あ
っ
た
後
者
の
皮

実
と
照
応
し
て
興
味
深
い
。
し
た
が
っ
て
本
論
で
竜
南
北
を
一
応
切

り
離
し
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

①
　
三
友
国
五
郎
「
古
墳
群
と
平
野
」
（
考
古
学
雑
誌
二
八
の
四
、
昭
’
祁
1
3
）

③
　
こ
れ
は
各
地
の
考
古
家
か
ら
の
耐
教
㎜
示
や
昏
県
史
蹟
謂
査
報
膏
欝
な
ど
に

　
よ
っ
て
知
り
得
た
徽
字
で
、
竜
と
よ
り
正
確
を
期
し
難
い
が
、
大
勢
は
推

　
し
う
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

四
、
プ
レ
古
町
の
存
在

　
古
墳
の
本
質
を
階
…
級
制
社
会
を
背
景
に
し
た
豪
族
的
な
も
の
と
考

え
る
な
ら
ば
、
畿
内
の
前
期
古
壇
に
み
る
属
性
の
う
ち
、
高
大
な
封

土
、
細
長
い
竪
穴
式
石
室
、
特
殊
な
副
葬
最
の
三
要
素
が
い
か
に
し
て

，
結
び
付
い
た
か
と
い
う
点
に
、
古
墳
成
立
の
鍵
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
弥
生
式
墳
墓
の
働
き
か
け
が
一
つ
の
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
聾
棺
墓
や
箱
式
棺
墓
の
う
ち
で
高
さ
三
尺
か
ら
六

尺
、
径
三
〇
尺
位
の
小
封
土
を
も
っ
た
例
が
第
一
、
工
、
三
の
各
地
区

　
　
　
　
①

に
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
多
く
銅
利
器
を
副
葬
し
、
当
時
の
墳
墓
中

上
位
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
階
級
社
会
的
要
素
が
多
少
と
も
み
ら
れ

　
プ
ロ
ト

る
原
始
古
墳
と
み
る
む
き
が
あ
る
。
ま
た
竪
穴
式
石
室
の
構
造
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
も
、
福
岡
県
浮
羽
郡
水
縄
村
大
塚
の
ご
と
く
、
玉
座
の
外
型
…
に
石
積

ユ0　（ユ82）



丸州古墳薦の性格（樋欝）

の
存
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
ま
た
同
時
代
に
お
け
る
巾
国
鏡

の
翻
灘
璽
温
犬
と
と
も
に
、
北
九
州
の
弥
生
式
墳
菓
…
の
う
ち
に
古
墳
の

小
朋
芽
を
認
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
古
墳
は
畿
内
の
最
初
の

臨
期
に
、
す
ぞ
に
さ
き
の
三
要
素
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
定
型
を

と
っ
て
い
て
、
個
々
の
璽
素
が
遊
離
し
て
一
地
区
に
存
在
し
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
結
び
つ
け
る
文
化
的
凝
集
力
の
膚
無
が
問
題
と

な
る
。
と
こ
ろ
が
北
九
州
に
お
け
る
さ
き
の
諸
例
に
み
た
封
土
が
、

そ
の
後
ひ
き
つ
づ
い
て
発
展
し
て
行
く
姿
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
次
の
時
代
の
古
墳
は
畿
内
に
成
立
し
た
定
型
が
入
っ
て
、
初

め
て
雄
大
な
墳
丘
が
揖
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
の
諸
例
は
単

に
弥
生
式
末
野
制
の
一
局
部
的
現
象
以
上
の
も
の
で
な
い
。
し
た
が

っ
て
一
歩
譲
っ
て
、
畿
内
古
墳
成
立
の
刺
戟
を
外
来
に
求
め
る
に
し

て
も
、
そ
れ
を
特
に
北
九
州
の
局
部
現
象
に
あ
て
る
必
要
は
な
い
の

ぞ
あ
っ
て
、
す
ぞ
に
高
大
な
封
土
を
有
し
、
整
っ
た
石
室
と
豊
富
な

謝
恩
贔
を
納
め
た
大
要
の
墓
制
か
ら
受
け
た
と
す
る
方
が
、
一
般
的

に
み
て
、
よ
り
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
封
土
や
早
舞
品
と
し
て
は

楽
浪
、
母
方
の
漢
人
墓
制
を
あ
げ
う
る
し
、
竪
穴
式
石
室
に
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

慶
尚
悪
道
贔
原
郡
熊
南
面
外
洞
塁
に
、
暦
製
の
石
剣
、
石
鎌
、
石
斧

を
煙
し
た
初
期
金
属
時
代
の
記
帳
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
さ
き
の
北
．

　
　
　
　
　
ブ
に
ト

九
州
の
例
は
原
始
吉
墳
と
い
う
よ
り
は
、

え
る
べ
き
竜
の
で
あ
ろ
う
。

＠＠　u）

　
　
　
ブ
レ

む
し
ろ
前
古
墳
と
し
て
考

鏡
山
臓
「
高
塚
古
墳
の
源
流
」
　
（
史
淵
五
八
　
昭
瀦
2
8
）

鏡
山
臓
「
原
始
箱
式
棺
の
婆
絹
」
　
（
史
淵
二
七
　
昭
和
η
）

朝
鮮
総
督
府
大
正
十
…
｝
年
慶
古
蹟
爾
登
報
告
第
…
冊
（
昭
和
6
）

五
、
北
部
九
鯛
に
お
け
る
古
墳

1
　
賞

期

　
九
州
に
お
け
る
古
墳
文
化
の
開
花
は
、
畿
内
吉
墳
の
到
来
に
よ
る

が
、
最
古
の
例
の
一
つ
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
が
第
二
区
の
京

都
鄭
平
野
に
あ
る
石
塚
山
古
墳
で
あ
る
。
前
方
部
の
低
平
な
前
方
後

円
の
外
形
や
、
長
大
な
竪
穴
式
石
室
を
竜
ち
、
多
数
の
舶
載
三
角
縁

神
獣
鏡
や
銅
盤
を
謝
罪
し
た
点
で
、
畿
内
前
期
古
墳
の
諸
要
素
を
備

え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
立
地
の
上
で
、
広
潤
な
高
台
状
平
原

に
、
封
土
の
大
部
分
を
盛
上
げ
た
と
い
う
点
ぞ
形
式
的
に
少
し
下
る
。

竪
穴
式
石
室
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
大
さ
（
長
十
八
尺
、
輻
三
尺
、
高

三
尺
）
は
悠
に
畿
内
に
比
敵
し
う
る
こ
と
が
推
さ
れ
る
が
、
溝
造
の

細
部
は
古
昔
発
掘
さ
れ
た
竜
の
で
あ
る
た
め
閣
か
ぞ
な
い
。
闇
じ
竪

穴
式
石
室
の
古
墳
で
構
造
の
知
れ
る
他
の
例
で
は
、
第
一
区
の
糸
島

郡
銚
子
塚
が
あ
り
、
小
林
氏
に
従
え
ば
、
石
室
の
天
井
部
架
工
に
特
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異
性
が
あ
る
が
、
組
合
式
木
棺
の
周
囲
を
板
石
で
囲
ん
だ
点
で
畿
内

の
前
期
末
、
中
期
初
の
も
の
に
類
型
を
求
め
う
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
・
も
舶
載
鏡
を
と
も
な
っ
た
同
石
室
墳
が
第
二
、
第
ゴ
一
地

区
に
相
当
数
み
と
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
森
氏
の
最
近
発
掘
さ
れ
た
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

岡
早
旦
穂
綿
穂
波
村
患
隈
古
墳
、
佐
賀
県
三
養
基
郡
旭
村
儀
徳
古
墳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

大
分
県
速
見
郡
八
坂
村
塚
山
古
墳
、
東
国
東
郡
富
来
町
狐
塚
、
西
国

　
　
　
　
　
　
　
　
④

東
郡
草
地
村
鑑
堂
古
墳
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
短
い
石
室
で
、

到
底
畿
内
の
ご
と
く
粘
土
床
の
上
に
丸
太
様
木
棺
を
入
れ
た
長
大
な

石
室
の
類
で
は
な
い
。
し
か
も
儀
徳
吉
墳
、
塚
山
、
狐
塚
の
事
例
に

み
る
ご
と
く
、
側
壁
の
一
部
に
板
石
を
縦
に
並
べ
た
構
造
が
あ
っ
て
、

箱
式
棺
と
系
統
上
の
つ
な
が
り
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
同
じ

よ
う
な
構
造
が
対
馬
の
仁
位
村
曾
蒙
古
塚
そ
の
他
に
も
二
三
み
と
め

　
　
⑤

ら
れ
た
。

　
畿
内
中
期
の
形
式
で
あ
る
長
持
形
石
棺
を
か
こ
っ
た
幅
広
の
竪
穴

式
石
室
に
な
る
と
、
典
型
的
な
も
の
が
筑
後
月
岡
古
墳
に
あ
っ
て
、

こ
れ
は
謝
葬
品
か
ら
し
て
も
・
盆
く
畿
内
的
と
い
っ
て
い
い
。
同
じ
長

持
持
石
棺
を
と
も
な
っ
た
肥
前
谷
凱
古
墳
は
、
石
室
が
割
石
小
欝
積

合
掌
式
天
井
と
い
う
特
殊
な
竜
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
石
塚
山
と
薫
じ
規
模
と
古
さ
と
を
も
つ
第
一
区
の
赤
塚
古
墳
は
、

主
体
が
箱
式
棺
で
あ
る
点
が
異
な
る
が
、
箱
式
棺
が
九
彊
の
前
代
か

ら
の
伝
統
的
墓
欄
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
畿
・
内
的
な
も
の
と
、
九
州
的

な
屯
の
の
混
合
形
式
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
高

大
な
前
方
後
円
墳
や
円
墳
に
箱
式
棺
を
設
け
た
類
が
、
遠
賀
川
域
の

　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

田
川
郡
勾
金
村
位
登
古
墳
、
佐
賀
平
野
の
小
城
郡
小
城
町
宮
戸
古
墳
、

佐
賀
郡
松
梅
村
高
響
墳
・
国
東
半
島
の
灰
鵡
古
墳
・
重
光
嘉
・

塚
山
古
墳
、
北
海
部
郡
の
築
山
古
墳
、
上
ノ
防
甘
露
な
ど
の
各
地
に

散
在
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
同
じ
箱
式
棺
を
主
体
と
す
る
が
、
全
く
封
土
を
持

た
な
い
か
、
あ
っ
て
も
小
円
壌
で
、
う
ち
に
鏡
な
ど
を
副
葬
し
た
純

伝
統
的
墓
制
が
よ
り
舩
い
地
域
に
み
と
め
ら
れ
る
。
後
塾
代
の
内
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

花
文
鏡
を
止
し
た
嘉
穂
盆
地
の
谷
頭
古
墳
と
か
、
嚢
鳳
鏡
の
淫
心
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
ら
れ
て
い
る
漆
生
古
壌
を
は
じ
め
、
田
川
郡
の
宮
原
古
墳
、
玄
海

灘
沿
岸
で
は
宗
像
郡
の
上
高
宮
古
墳
、
糟
屋
郡
の
酒
殿
古
墳
、
問
谷

蟹
古
墳
、
福
岡
市
の
五
頭
山
、
同
藤
崎
、
筑
後
平
野
で
は
朝
倉
郡
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

成
、
佐
賀
平
野
で
は
春
日
村
森
上
古
墳
、
対
馬
志
多
摺
の
大
将
軍
出

古
墳
、
大
分
の
亀
甲
吉
墳
、
宇
佐
郡
の
法
鏡
寺
古
墳
な
ど
か
な
勢
の

数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

同
じ
伝
統
的
な
も
の
乞
て
石
董
挿
の
う
ち
・
豊
前
京
都
葎
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九州古墳蕊の暫…格（樋隠）

川
町
や
小
倉
市
長
行
の
例
も
鏡
や
鉄
斧
。
鉋
な
ど
を
寓
し
て
い
て
、

こ
の
類
に
含
め
て
い
い
ぞ
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
、
四
世
紀
代
に
初
め
て
東
北
九
州
の
一
謝
、
周
防
灘
沿
岸

に
橋
頭
墾
を
築
い
た
畿
内
古
墳
が
、
次
の
約
一
世
紀
聞
に
筑
麗
北
海

岸
地
区
、
筑
後
川
流
域
地
区
、
豊
後
地
匿
に
次
第
に
侵
透
し
て
行
く

姿
ぞ
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
何
等
の
抵
抗
も
な
く
、
容
易
に
な
さ

れ
た
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
最
も
畿
内
的
な
古
墳
の
存
在
す
る

地
区
の
隣
り
に
は
、
九
州
の
伝
統
的
な
竜
の
が
併
存
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
周
防
灘
沿
岸
地
帯
と
出
一
つ
距
て
た
香
春
盆

地
や
嘉
穂
盆
地
に
は
、
石
塚
山
古
墳
と
同
じ
時
期
に
、
伝
統
的
墳
墓

（
谷
頭
古
墳
、
漆
生
吉
墳
な
ど
）
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
畿
内
文
化

を
比
較
的
す
な
ほ
に
受
入
れ
た
地
域
（
糸
島
平
野
や
筑
後
川
上
流
域
）
と
、

か
な
り
後
ま
で
抵
抗
し
て
い
た
地
域
の
区
別
も
立
て
ら
れ
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
者
に
も
漸
次
、
畿
内
の
勢
力
が
進
凝
し
て

行
っ
た
こ
と
は
、
鍬
形
石
（
大
分
築
山
古
簸
）
、
琴
字
形
石
製
品
（
佐
賀

森
ノ
上
古
墳
）
、
子
持
勾
玉
（
揺
岡
早
良
郡
）
な
ど
の
畿
．
内
的
遺
物
が
散

見
す
る
こ
と
か
ら
も
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
五
指
紀
前

半
に
は
畿
内
旧
註
が
北
九
州
に
金
般
的
に
拡
が
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
の
ぞ
あ
る
。

2
　
後

期

　
横
穴
式
石
嶺
…
墳
の
出
現
は
、
そ
れ
が
婚
期
の
も
の
に
比
し
て
単
に

構
造
上
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
祭
り
の
意
義
に
お
い
て
も
異
っ

て
い
る
点
で
、
古
墳
文
化
期
上
の
一
大
変
革
を
生
じ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
北
九
州
に
お
い
て
畿
内
に
先
行
し
、
し
か

も
畿
内
以
上
の
多
様
さ
と
華
麗
さ
を
誇
っ
た
こ
と
は
、
強
調
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
九
州
で
発
明
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
大
陸
か
ら
の
出
入
ぞ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
先
行
性
、

多
様
性
の
み
を
も
っ
て
九
州
の
優
位
を
示
す
証
拠
に
な
ら
な
い
こ
と

は
、
そ
の
内
容
を
検
一
言
し
て
み
れ
ば
お
の
ず
か
ら
明
が
で
あ
ろ
う
。

横
穴
式
石
室
墳
の
最
初
の
例
を
筑
肥
北
海
岸
地
区
に
見
る
の
は
、
こ

こ
が
常
に
大
陸
・
文
化
の
流
入
隣
で
あ
る
点
か
ら
う
な
づ
け
る
。
東
松

浦
郡
浜
崎
町
横
田
下
古
墳
と
糸
島
郡
周
船
寺
村
丸
隈
山
古
墳
が
そ
れ

で
あ
る
が
、
藩
主
の
石
室
構
造
は
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
　
（
第

二
図
1
）
長
方
形
の
プ
ラ
ン
を
し
た
玄
室
に
、
短
か
い
羨
道
が
つ
き
、

壁
は
割
石
の
小
口
積
で
、
長
側
壁
は
上
に
向
う
に
従
っ
て
次
第
に
内

方
に
持
禺
さ
れ
、
横
に
架
し
た
…
数
個
の
天
井
石
を
受
け
て
い
る
が
、

奥
壁
は
む
し
ろ
垂
直
に
近
く
、
い
わ
ば
蒲
鉾
形
天
井
に
似
た
趣
を
呈
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し
て
い
る
。
そ
の
点
で
同
地
区
の
谷
口
古
壌
の
合
掌
形
天
井
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

係
を
亀
思
わ
せ
る
が
、
百
済
の
古
壇
中
に
公
州
宋
由
里
大
墓
や
扶
余

威
由
里
伝
心
陵
群
（
申
下
摺
）
の
類
型
が
と
く
に
淀
目
さ
れ
よ
う
。
同

じ
構
造
が
ま
た
箋
平
恥
（
灘
郡
三
野
豊
島
・
塁
原
審
辮

の
大
塚
）
に
も
あ
っ
て
、
圏
ハ
味
深
い
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
副
葬
晶

を
み
る
と
横
団
下
の
筒
形
銅
器
、
丸
隈
山
の
置
形
銅
器
な
ど
、
い
ず

れ
竜
畿
内
文
化
に
特
色
の
あ
る
遺
物
を
含
ん
で
い
て
、
こ
の
薪
要
素

の
受
容
は
、
す
で
に
畿
内
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
こ
の
地
の
進
歩
的
豪

族
に
よ
っ
た
こ
と
が
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、

信
条
山
に
対
す
る
小
林
氏
の
比
定
が
あ
る
が
、
横
糞
下
も
筒
形
鋼
器

の
年
代
や
、
鏡
の
副
葬
、
土
器
と
し
て
、
ま
だ
須
恵
器
を
伴
は
な
い

で
、
土
師
で
あ
る
点
な
ど
か
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
五
世
紀
申
葉
書
と
し
て

い
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
横
穴
式
石
室
は
一
た
び
わ
が
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
や
、
急

速
に
普
及
し
て
行
く
が
、
北
部
九
州
に
あ
っ
て
も
五
〇
〇
年
前
後
か

ら
多
様
な
形
式
を
ト
産
み
堅
し
て
行
っ
た
。
こ
れ
ら
を
構
造
原
理
な
ら

び
に
系
統
上
か
ら
二
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
長
方

形
プ
ラ
ン
の
玄
窒
と
正
方
形
プ
ラ
ン
の
そ
れ
と
で
あ
る
。
両
者
は
立

面
形
に
お
い
て
も
天
井
石
の
受
け
方
に
相
…
異
が
あ
っ
て
、
お
の
つ
か

ら
憶
等
た
手
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
闘
魂
考
（
第
二
麟
3
）
で
は
天

井
は
数
綴
の
横
長
の
石
を
左
右
の
胃
壁
に
架
け
渡
し
て
前
後
に
並
べ

る
た
め
、
と
く
に
在
右
壁
の
上
方
部
を
持
醒
し
て
く
る
。
そ
れ
を
板

石
で
築
い
た
揚
合
は
ア
ー
チ
形
と
な
る
が
、
一
般
に
は
栗
石
を
使
う

こ
と
が
多
く
、
断
面
は
…
梯
形
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
正
方
形
プ
ラ
ン
の

揚
合
（
第
二
籔
4
）
、
天
井
は
中
央
に
一
石
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
を
う

け
る
た
め
に
、
板
石
を
小
口
に
積
ん
で
四
方
か
ら
空
闇
を
ち
ぢ
め
て

く
る
の
で
弩
翼
翼
天
井
と
な
る
。
遺
骸
安
概
の
設
備
に
し
て
竜
、
長

方
形
室
で
は
奥
壁
正
面
が
主
と
な
り
、
こ
こ
に
石
筆
形
を
造
り
嵩
し

た
り
、
石
棺
を
安
撮
し
た
り
、
合
葬
の
捻
合
で
竜
こ
れ
に
平
行
し
て

置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
正
方
形
石
室
で
は
主
葬
が
奥
壁

に
接
し
た
面
で
あ
る
点
は
同
じ
だ
が
、
左
右
擁
壁
に
接
す
る
面
竜
重

視
さ
れ
て
、
こ
こ
に
も
合
葬
さ
れ
、
内
部
を
障
壁
に
よ
っ
て
四
区
に

分
け
て
い
る
。
た
だ
以
上
の
説
開
は
あ
く
ま
で
も
構
造
的
に
み
た
原

剛
で
あ
っ
て
、
混
合
形
式
も
あ
り
、
ま
た
両
者
と
も
単
玉
の
ほ
か
に

複
室
が
多
い
。
し
か
し
前
者
は
筑
後
平
厨
を
申
心
と
し
て
遠
賀
川
上

流
域
、
豊
後
海
岸
地
区
に
も
及
ん
で
い
る
が
、
後
者
は
熊
本
平
野
を

中
心
と
し
、
一
部
筑
後
地
区
に
竜
存
す
る
と
い
う
分
布
上
の
難
異
と
、

前
者
が
大
陸
の
墓
制
で
は
高
勾
麗
や
百
済
の
石
室
墳
と
系
統
上
の
つ
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ゴ国字墳墓の性格（樋欝）

第
二
麟
　
抽
横
穴
式
石
墨
の
諸
形
式
．

　
1
、
肥
前
横
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な
が
り
を
考
え
う
る
の
に
対
し
、
後
者
は
楽
浪
、
帯
方
の
演
榔
…
・
木

榔
両
墳
に
関
連
を
み
る
点
で
注
降
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
筑
後
川
上
流

の
浮
羽
古
墳
群
中
の
古
畑
塚
（
第
二
図
2
）
、
鳥
舟
船
、
珍
勲
塚
、
富

永
畜
墳
な
ど
は
長
方
形
の
単
室
壌
の
両
側
壁
ガ
、
線
書
墳
的
な
胴
張

り
を
謝
し
て
を
り
、
ま
た
特
殊
な
混
合
形
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
こ
の
両
系
統
に
は
、
石
室
内
が
色
彩
ま
た
は
線
刻
で
飾
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
者
の
系
統
は
、
ほ
と
ん
ど
色
彩
画
ぞ
占
め
ら

れ
る
が
、
後
者
で
は
線
刻
文
の
上
に
彩
色
を
施
し
て
い
る
も
の
が
多

い
。
主
題
に
は
円
・
同
心
円
・
三
角
文
・
蕨
掌
文
・
双
脚
輪
状
文
・

直
弧
文
な
ど
の
幾
何
学
的
図
案
の
ほ
か
、
楯
・
靱
・
刀
・
弓
な
ど
の

器
其
や
、
人
物
・
舟
・
鳥
獣
・
家
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
墓
室
め
色
彩

画
も
、
ま
た
大
陸
の
墓
制
に
み
る
こ
と
は
有
名
で
、
中
国
の
形
代
墳

墓
を
は
じ
め
、
高
勾
麗
、
百
済
に
も
み
う
け
る
が
、
そ
れ
ら
は
四
壁

に
四
神
図
を
配
す
る
か
、
あ
る
い
は
天
井
を
星
界
に
か
た
ど
っ
た
り
、

、
窒
内
を
家
屋
構
造
に
仕
た
て
て
、
各
種
の
風
俗
画
を
描
い
て
い
る
の

が
多
く
、
い
ず
れ
も
計
画
的
に
配
図
さ
れ
る
の
に
、
九
州
の
例
は
、

　
一
部
に
は
嘉
穂
郡
王
塚
の
ご
と
き
配
図
上
の
計
画
性
を
み
と
め
る
も

の
も
あ
る
が
、
多
く
は
壁
面
や
障
壁
や
石
棺
に
、
赤
、
青
、
黄
、
黒
、

白
な
ど
で
自
由
に
描
い
て
い
る
。
主
題
の
上
に
も
王
塚
の
星
文
や
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

羽
郡
珍
敷
塚
の
蠣
蛉
文
の
ご
と
き
、
高
志
麗
の
そ
れ
と
曳
く
一
致
す

る
も
の
が
あ
っ
℃
、
そ
れ
ら
が
系
統
上
の
つ
な
が
り
を
示
す
と
し
て

遇
、
ほ
と
ん
ど
は
わ
が
国
特
喬
の
三
文
で
あ
っ
て
、
こ
の
大
陸
の
色

彩
の
濃
い
装
飾
古
墳
の
受
容
者
は
や
は
り
畿
内
交
化
に
つ
ち
か
わ
れ

た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
と
く
に
薩
断
交
の
存
在
な
ど
か
ら
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
畿
内
要
素
と
大
陸
要
素
を
九
州
が
い
か
に
折
衷
し
た
か
に
つ
い
て

は
、
ま
た
別
な
資
料
が
あ
る
。
横
穴
式
石
室
と
前
方
後
円
形
と
が
、

そ
の
向
き
に
お
い
て
本
来
相
い
れ
な
い
こ
と
は
、
梅
原
博
士
ら
の
指

摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
初
の
例
の
｝
つ
で
あ
る
丸
隈
山
古

墳
で
は
、
石
室
の
入
口
が
外
形
の
正
面
に
あ
た
る
前
方
部
に
向
っ
て

開
い
て
い
る
。
ま
た
次
に
の
べ
る
横
口
式
石
棺
の
肥
後
江
田
船
山
吉

墳
、
筑
後
石
人
山
古
墳
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
麺
め
て
不
都
合

な
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
墳
丘
の
上
位
に
、
し
か
も
短
い
羨
道
を
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
の
例
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
受
け
入
れ

た
ま
ま
の
形
を
保
持
し
て
、
爾
者
の
観
楓
性
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
努

力
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
横
穴
式
石
室
に
お
い
て
は
、
祭
り
の

揚
所
の
網
異
か
ら
、
墳
丘
の
正
面
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
た
め

に
、
次
の
段
階
ぞ
は
筑
前
嘉
穂
郡
王
塚
、
肥
前
東
松
浦
郡
島
田
塚
、
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胞
後
鹿
本
郡
チ
ブ
サ
ン
古
墳
な
ど
の
横
穴
式
石
壼
や
、
筑
後
三
井
郡

二
軒
茶
屋
古
墳
の
横
口
式
石
棺
な
ど
、
い
ず
れ
も
前
方
部
を
避
け
て
、

後
円
部
の
側
方
や
後
方
に
開
口
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
撫
点
穴
式
｝
心
繁
…
の
田
勲
想
は
一
右
熔
脳
構
造
の
“
も
の
へ
壼
も
侵
透
し
て
陣
導

く
。
阿
蘇
…
山
を
中
心
と
し
て
阿
蘇
…
熔
岩
の
産
す
る
地
域
は
、
そ
れ
を

材
と
し
た
石
棺
の
多
い
地
方
と
し
て
、
と
く
に
西
の
熊
本
平
野
、
東

の
延
岡
地
方
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
前
者
に
萄
い
て
は
玉
名
郡
睦
合
村

　
⑲

院
塚
に
お
け
る
三
欄
を
繁
簡
と
し
、
同
江
田
中
小
路
、
下
益
城
郡
杉

上
村
、
筑
前
糸
島
郡
鹿
家
、
同
吉
弁
な
ど
に
あ
る
舟
形
石
棺
や
、
肥
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

後
宇
土
郡
櫓
晴
の
三
棺
を
は
じ
め
、
よ
り
例
の
多
い
家
形
石
椿
な
ど

が
著
し
い
が
、
こ
の
石
棺
の
短
辺
に
口
を
開
い
て
、
そ
の
前
に
簡
単

な
両
壁
を
設
け
た
・
も
の
と
し
て
、
肥
後
の
玉
名
郡
江
田
船
山
古
壇
、

下
益
城
響
之
響
鞭
あ
り
・
そ
れ
養
方
形
の
玄
欝
最
め

た
の
が
筑
後
の
石
人
山
、
石
櫃
山
、
二
軒
茶
事
古
墳
（
第
　
蕎
5
）

な
ど
ぞ
あ
る
。
ま
た
石
棺
の
長
辺
に
開
口
し
て
石
室
の
奥
に
安
上
し

た
の
が
腿
後
玉
名
郡
江
照
町
場
坊
主
古
墳
で
あ
る
。

　
以
上
の
ほ
か
に
大
形
扁
平
石
を
箱
形
に
組
合
せ
た
天
井
の
低
い
石

室
に
開
口
し
て
、
天
井
の
な
い
短
か
い
羨
道
を
そ
え
た
類
が
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

佐
賀
、
長
崎
の
両
県
か
ら
熊
本
平
野
に
屯
み
・
と
め
あ
れ
る
。

　
末
期
に
な
る
と
横
穴
式
石
室
竜
、
さ
き
の
特
色
あ
る
簿
造
が
少
く

な
っ
て
、
江
田
穴
観
音
の
如
く
切
石
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、

多
く
は
一
度
畿
内
に
及
ん
で
畿
内
化
さ
れ
た
も
の
が
、
逆
堕
し
て
き

て
各
地
に
散
在
ず
る
。
そ
れ
は
巨
大
な
石
を
以
っ
て
築
か
れ
た
も
り

で
あ
9
、
筑
前
宮
地
嶽
古
墳
な
ど
は
最
も
砦
し
い
。
ま
た
…
横
穴
の
群

集
も
各
地
に
存
在
し
、
地
下
式
古
墳
も
醗
翌
糊
や
肥
後
に
み
と
め
ら
れ

る
。　

さ
て
こ
の
横
穴
式
石
窒
墳
に
3
3
い
て
、
北
部
九
州
が
畿
内
に
先
行

し
て
特
殊
な
発
展
を
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
解
釈
せ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
⑳

る
ま
い
。
歴
尊
崇
者
た
ち
に
よ
っ
て
轡
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
当
鱒

の
北
部
九
州
の
地
方
権
力
者
た
ち
は
、
磐
井
の
髭
男
を
一
つ
の
象
微

と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
和
朝
雲
の
支
配
に
対
し
て
、
か
な

り
独
立
的
で
あ
り
、
反
抗
的
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
と
結
び
つ
け
ワ
、
3

こ
と
竜
可
能
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
純
文
化
的
に
慧
昧
づ
け

て
み
よ
う
。
当
時
の
北
部
九
州
が
す
で
に
大
和
文
化
圏
内
に
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
た
だ
そ
の
な
か
の
周
辺
地
域
で
あ
っ

た
。
周
辺
文
化
は
申
心
丈
化
の
支
配
と
と
も
に
隣
接
文
化
の
影
響
を

も
受
け
る
特
殊
な
地
帯
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
擾
触
し
た
南
鮮
の
文

化
に
眼
を
む
け
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
わ
が
国
と
最
も
関
係
の
深
か
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⑳

つ
た
百
済
、
任
那
に
つ
い
て
は
、
北
緯
充
分
の
資
料
が
そ
ろ
っ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
が
、
横
穴
式
石
室
の
う
ち
に
は
、
構
造
上
北
部
九

州
の
も
の
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
．
こ
の
式
の
馬
簾
は
わ
が

国
［
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
例
え
ば

百
済
の
最
初
の
首
都
広
州
附
近
ぞ
は
広
州
清
鑑
聾
面
可
楽
里
第
二
号
・

・
墳
や
高
陽
郡
蘇
島
面
中
谷
里
古
墳
な
ど
は
、
長
方
形
玄
室
で
羨
道
短

か
く
、
玄
室
の
前
壁
は
垂
直
ぞ
、
奥
壁
も
そ
れ
に
近
く
、
左
右
壁
は

よ
り
内
賢
し
て
い
て
蒲
鉾
形
に
近
い
趣
を
呈
し
て
い
る
。
第
二
の
君

公
州
で
竜
謬
説
里
伝
王
陵
と
い
わ
れ
る
一
墳
は
典
型
的
蒲
鉾
形
天
井

を
し
た
学
賞
壌
で
あ
っ
て
、
内
に
四
神
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
隣

接
し
た
四
、
五
の
大
形
墳
は
板
石
を
も
っ
て
し
た
方
形
窟
．
薩
形
天
井
・

石
蜜
（
第
二
図
7
）
で
、
壁
一
面
に
は
漆
喰
を
塗
り
、
棺
台
を
設
け
な
ど

し
て
、
高
勾
麗
を
通
じ
て
楽
浪
嫁
・
丹
碧
に
結
び
つ
く
。
さ
ら
に
最
後

の
都
扶
余
附
近
で
は
陵
由
里
に
あ
る
伝
玉
出
群
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

う
ち
の
中
下
塚
は
蒲
鉾
形
天
井
を
堅
し
、
他
の
通
有
な
石
室
が
ま
た

こ
の
系
統
を
う
け
て
い
る
と
い
う
。
か
く
み
れ
ば
頁
済
に
お
け
る
横

穴
砦
譲
磯
時
代
（
協
頃
あ
）
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
高
勾
麗
か
ら
の
影
響
と
す
れ
ば
、
や
は
り
平
壌
遷
都
（
7
2
4
）

以
後
に
生
じ
た
こ
と
に
な
り
、
五
世
紀
の
前
半
を
遡
ら
な
い
し
、
と

く
纂
盤
形
天
井
式
が
公
冊
時
代
（
｝
0
8
7
一
◎
り
4
ド
0
）
の
王
者
の
奥
書
に
と

く
に
著
し
い
の
は
、
わ
が
国
の
同
形
石
室
が
ほ
ぼ
心
立
た
短
期
聞
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
と
照
応
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
任
那
地
方
は
さ
ら
に
盗
ハ
料
に
乏
し
い
が
、
長
・
万
形
の
プ
ラ
ン

ぞ
前
後
壁
が
比
較
的
垂
頂
に
近
く
、
左
右
壁
を
持
碧
し
て
い
る
蒲
鉾

天
井
式
に
近
い
横
穴
式
石
室
が
あ
る
。
慶
尚
業
際
総
州
都
道
洞
面
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

出
塁
第
二
号
墳
、
第
三
号
墳
（
第
二
図
8
）
や
慶
尚
北
道
高
霊
郡
池
山
洞

　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

折
上
天
井
塚
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
体
南
鮮
と
北
九
州
と
は
文
化

の
進
展
竜
ほ
ぼ
同
じ
歩
調
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
弥
生
式
時
代
に

お
け
る
農
耕
の
出
現
や
、
金
属
文
化
の
流
入
な
ど
に
つ
い
て
も
言
え

る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
横
穴
式
石
室
の
採
用
も
、
こ
の
五
世

紀
代
に
北
部
九
州
が
畿
内
・
文
化
の
伝
播
に
よ
9
、
初
め
て
受
容
の
態

勢
が
整
っ
た
後
に
入
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
か
る
文
化
的
地

盤
は
、
早
く
独
立
小
国
家
球
形
成
さ
れ
、
地
方
権
力
の
凝
集
も
行
わ

れ
た
前
代
の
弥
生
式
文
化
期
に
完
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
横

穴
式
石
室
は
南
鮮
に
伝
え
ら
れ
た
と
同
時
に
、
北
部
九
州
に
屯
及
ん

だ
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
ら
ば
次
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
わ
が
国
墓
｛
制
を
…
根
太
丁
的
に

変
え
た
こ
の
立
食
、
素
の
受
容
を
、
畿
内
が
な
ぜ
北
部
九
州
よ
り
も
遅
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ら
せ
た
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
遺
物
の
揚
合
、

須
恵
器
、
金
銅
製
宝
飾
具
な
ど
の
南
…
母
系
文
物
が
九
州
と
同
時
に
他

の
地
域
に
及
ん
ぞ
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
墓
制
の
構
造
の
み
に
遅
帯

が
み
ら
れ
る
の
は
、
遺
物
と
遺
．
跡
の
派
及
上
地
理
酌
身
離
の
差
異
が

あ
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
一
面
畿
内
と
北
部
九
州
と
の
大
陸
に

対
す
る
閾
四
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
の
，
大
和
朝
廷
は
倭
の
五

王
の
派
遣
で
も
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
政
治
的
に
は
中
国
へ
の
憧
爆
が

つ
よ
く
、
南
鮮
に
対
し
て
は
か
え
っ
て
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
・
文
化
的
刺
戟
も
、
ま
ず
中
国
に
求
め
た
こ
と
は
当
然
で
あ

っ
て
、
か
の
中
国
鏡
が
南
鮮
に
な
く
て
わ
が
国
に
の
み
嵐
歯
す
る
と

い
う
特
殊
事
情
が
、
そ
の
間
の
説
明
と
し
て
充
分
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
の
交
渉
は
多
分
に
外
交
的
、
公
的
な
も
の
ぞ
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
北
部
九
州
は
表
面
上
は
畿
内
を
通
じ
て
の
交
渉
で
は
あ
っ
た
が
、

他
面
地
理
的
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
表
面
に
で
な
い
私
的
、
・

直
接
的
交
流
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
至
神
紀
に
大
和
朝
廷

が
阿
知
使
主
を
呉
に
遣
は
し
て
縫
工
女
を
求
め
し
め
た
と
き
、
四
人

を
得
て
の
帰
途
、
筑
紫
に
立
ち
よ
っ
た
際
、
細
形
大
神
（
宗
像
神
祉
）

の
乞
に
よ
り
て
、
四
人
の
う
ち
の
第
一
の
論
議
を
奉
り
、
残
り
を
大

和
に
連
れ
戻
っ
た
と
い
う
記
纂
は
、
大
和
朝
廷
の
輸
入
を
途
中
ぞ
か

す
め
取
っ
た
例
と
し
て
温
目
さ
れ
る
。
こ
の
宗
像
社
が
ス
サ
ノ
オ
ノ

尊
の
系
統
で
あ
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
よ
う
。
ま
た
仲
哀
調
八
年
の
条

の
伊
観
県
主
の
祖
五
十
遊
手
が
五
百
枝
の
肝
木
の
中
枝
に
掛
け
た
と

い
う
霞
銅
鏡
も
、
天
皇
に
献
じ
た
の
ぞ
あ
れ
ば
、
以
前
に
大
和
か
ら

分
配
さ
れ
た
も
の
で
は
お
か
し
い
わ
け
で
、
自
ら
手
に
入
れ
た
宝
器

ぞ
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
さ
き
に
副

葬
鏡
の
組
含
せ
の
際
に
み
た
畿
内
と
ち
が
っ
た
九
州
の
現
象
が
回
想

さ
れ
て
く
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
九
州
で
は
他
の
鏡
式
と
同
伴
す

る
こ
と
が
少
い
の
に
、
畿
内
で
は
各
形
式
の
鏡
と
組
合
わ
さ
れ
、
と

く
に
製
作
年
代
の
下
る
画
・
叉
帯
神
獣
鏡
と
の
軍
靴
が
目
立
っ
て
い
た
。

し
か
し
畿
内
で
も
一
二
角
縁
神
獣
鏡
が
一
墳
か
ら
数
面
で
て
、
こ
れ
ら

が
他
の
鏡
式
と
共
存
す
る
揚
合
は
、
時
代
の
遡
る
鏡
と
で
あ
る
例
が

か
な
り
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
式
鏡
の
埋
葬
の
時
期
に
は
、
輸
入

さ
れ
て
後
、
分
配
・
伝
世
が
あ
ま
り
進
ま
な
い
比
較
的
早
い
時
機
に

副
葬
さ
れ
た
竜
の
と
、
し
ば
ら
く
伝
世
し
て
、
画
文
事
神
獣
鏡
の
輸

入
後
に
埋
葬
さ
れ
た
も
の
と
、
二
期
あ
る
こ
と
を
階
示
す
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
ら
ば
、
北
部
九
州
の
揚
含
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
み
が
数

颪
ぞ
る
類
は
、
同
式
鏡
埋
葬
の
第
一
期
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
伝
世
が
あ
っ
た
に
し
て
も
畿
内
ほ
ど
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指
し
風
な
く
、
分
配
。
伝
世
以
ド
前
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
存
す
る
の

は
、
　
こ
れ
ら
弾
か
す
べ
て
畿
内
を
蝋
逓
じ
て
漏
輔
入
山
d
れ
た
と
す
る
よ
垢
り
は
、

そ
の
う
ち
に
は
北
部
九
州
の
豪
族
が
直
接
輸
入
し
た
も
の
竜
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
北
部
九
州
の
大
陸
文
化
に
対

す
る
関
係
は
私
的
、
社
会
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
大
和
朝
廷
の
そ

れ
は
公
的
、
外
交
的
で
あ
り
、
し
か
も
爾
鮮
に
対
し
て
よ
り
は
、
一

国
へ
の
熱
意
が
よ
り
強
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
大
和

丈
化
は
い
ず
れ
に
し
‘
て
も
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
文
化
で
あ
り
、
外
来

新
文
化
の
受
容
に
際
し
て
竜
自
己
流
に
消
却
す
る
能
力
を
禽
し
て
を

り
、
そ
れ
だ
け
が
時
聞
的
ず
れ
を
生
じ
た
と
も
解
さ
れ
る
Q
と
す
れ

ば
北
部
九
州
の
横
穴
式
石
室
の
多
様
さ
は
、
大
陸
の
諸
形
式
が
あ
ま

り
変
形
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
時
代
的
に
採
周
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
、
か
え
っ
て
九
州
の
偲
性
の
弱
さ
を
示
す
こ
と
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

①
　
佐
賀
県
報
告
第
八
輯
（
昭
和
懸
）

②
、
大
分
県
報
告
第
一
一
輯
（
大
正
／
2
）

③
賀
川
光
夫
「
大
分
県
に
於
け
る
三
つ
の
竪
穴
葛
石
榔
を
有
す
る
古
縫
」

　
（
西
日
本
史
巌
工
五
、
昭
和
2
8
）

④
　
南
善
吉
「
艦
堂
古
墳
に
つ
い
て
」
（
考
古
学
惟
誌
一
三
の
こ
～
大
正
B
）

⑤
　
水
野
・
陶
晦
・
樋
口
前
掲
書
参
照

④
　
梅
原
末
漁
「
難
前
宇
依
郡
赤
塚
古
墳
調
登
報
告
」
　
（
考
古
学
雑
誌
…
四

　
の
　
鳳
　
大
正
1
2
）

⑦
擦
冊
県
報
告
第
九
輯
（
昭
和
9
）

③
　
佐
賀
県
報
告
第
「
八
輯
、

⑨
河
野
清
実
「
蔑
後
証
国
京
郡
瞬
原
村
灰
土
山
の
古
聖
」
（
考
古
学
雑
誌

　
五
の
一
一
　
大
正
4
）

⑩
　
児
島
隆
人
「
内
行
覆
文
鏡
を
揖
せ
る
箱
式
棺
の
新
例
」
　
（
考
吉
学
八
の

　
一
　
昭
和
捻
）

⑪
　
柴
畷
喜
八
「
筑
前
漆
生
の
古
墳
群
」
　
（
考
古
学
雑
誌
一
七
の
二
，
昭
騒

　
2
）

＠
　
福
岡
県
報
告
第
一
三
輯
（
昭
和
婦
）

⑲
　
　
佐
物
執
県
鶉
鞭
鵡
町
第
八
輯

⑭
　
駒
井
瀦
愛
、
増
田
精
一
、
中
二
成
炎
、
曾
野
寿
彦
「
考
古
学
か
ら
み
た

　
対
馬
」
　
（
『
対
馬
の
宮
然
と
文
化
』
昭
2
9
）

⑯
　
競
雨
雲
「
石
蓋
土
着
に
序
す
る
覚
書
」
　
（
史
淵
五
六
　
昭
和
2
8
）

⑯
　
佐
賀
県
報
告
第
九
輯
（
昭
和
2
5
）

⑰
史
林
三
三
の
三
、
七
二
頁
（
昭
和
2
5
）

⑲
　
坂
本
経
識
氏
調
査
。
同
氏
の
教
承
に
よ
る
。
　
．

⑲
小
林
行
雄
「
家
形
石
棺
」
（
古
代
学
研
究
四
、
五
、
昭
和
2
6
）

⑳
梅
原
末
治
「
肥
後
の
二
古
墳
」
（
更
蓮
と
美
術
一
六
の
三
昭
和
2
1
）

⑳
　
翻
松
尾
補
ハ
〃
作
氏
ら
が
黒
字
式
石
心
㎝
と
呼
ん
で
3
8
許
つ
れ
る
も
の
で
、
譜
私
の
謝
恩

　
査
し
た
平
｝
戸
生
月
島
の
古
墳
も
そ
の
…
つ
で
あ
る
。

＠
　
井
上
光
貞
「
国
家
の
成
立
し
　
（
欝
本
歴
史
講
座
第
二
巻
　
昭
瀦
2
6
）

　
藤
問
生
大
『
碍
本
筑
族
の
形
成
』
　
（
昭
和
2
6
）
、
林
燈
辰
三
郎
「
継
体
欽
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：九州古墳慕の性格（樋m）

　
購
蒲
判
内
乱
の
史
的
分
析
」
　
（
立
命
館
富
農
牢
9
　
昭
和
2
7
）

⑳
軽
部
慈
思
「
公
州
に
於
け
る
百
済
古
墳
」
（
考
古
学
雑
誌
二
三
の
七
、

　
九
、
　
二
閲
囲
の
…
二
、
　
｝
血
、
　
山
ハ
、
　
九
、
　
二
山
ハ
の
霊
一
、
　
四
、
　
昭
和
∩
◎
i
U
）
几

　
野
守
健
『
公
州
朱
由
里
垂
込
調
査
報
告
』
　
（
昭
和
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告

　
躁
急
一
柵
）
、
梅
原
宋
治
『
劇
…
鮮
古
代
の
塞
調
…
』
（
昭
和
2
2
）

㊧
　
　
『
剃
鮮
古
蹟
図
譜
』
第
三
（
大
正
5
）

＠
　
梅
原
博
士
前
掲
書
、
図
版
第
二
九

六
、
南
部
九
翔
の
古
墳

　
日
向
大
隅
を
中
心
と
す
る
南
部
九
州
は
北
部
九
州
と
の
関
係
が
極

め
て
薄
い
。
文
化
交
流
の
雪
道
か
ら
は
ず
れ
た
僻
遠
部
に
あ
た
る
た

め
、
雨
量
は
お
く
れ
、
古
い
文
化
が
長
く
停
滞
す
る
保
守
的
な
地
域

ぞ
あ
り
、
専
ら
畿
内
文
化
の
支
配
を
う
け
、
大
陸
に
対
し
て
も
直
接

あ
る
い
は
北
部
九
州
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
畿
内
を
逓
じ

て
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
地
方
に
古
壌
文
化
が
入
っ
て
い
っ
た
の
は
、
畿
内
に
お
け
る

巾
期
と
言
わ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
古
墳
の
分
布
も
莚
だ
濃
密
で
、

前
方
後
円
墳
な
ど
も
多
く
存
し
て
、
う
ち
に
前
方
部
の
細
長
い
柄
鏡

式
と
心
も
い
盗
ノ
べ
き
士
μ
式
・
も
山
巡
す
・
燈
。

　
内
部
構
造
と
し
て
竪
穴
式
石
室
は
南
部
摂
向
に
二
一
一
　
知
ら
れ
て
を

9
、
福
島
平
野
の
油
津
町
古
壌
か
ら
は
電
文
帯
神
獣
鏡
を
還
し
て
い

る
が
、
石
室
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
竪
穴
式
石
室
内
に
石
櫨
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

収
め
た
式
は
、
大
隅
肝
付
平
野
の
唐
仁
の
大
塚
や
大
崎
町
横
瀬
古
墳

が
あ
る
。
そ
の
石
棺
は
こ
の
地
方
に
特
有
な
亀
甲
形
で
あ
る
が
、
短

甲
な
ど
を
謝
回
し
、
畿
内
の
長
持
形
石
棺
を
収
め
た
石
弓
に
通
ず
る

も
の
が
あ
る
。

　
し
か
し
よ
り
普
遍
的
な
の
は
粘
土
榔
ぞ
あ
る
。
中
部
日
向
の
西
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

原
で
は
第
十
三
暑
（
旧
工
号
）
斌
、
第
七
二
号
（
償
二
一
号
）
壌
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
割
竹
形
に
窪
ん
だ
長
大
な
も
の
で
、
金
長
二
〇
尺
内

外
あ
り
、
前
者
か
ら
彷
製
の
一
ご
角
縁
獣
帯
三
神
三
獣
鏡
、
後
者
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
彷
総
論
力
絡
規
矩
四
神
鏡
一
か
で
て
い
ワ
9
0
　
東
諸
県
郡
六
野
一
直
古
論
倶
群

も
、
多
く
が
同
式
で
、
も
っ
と
竜
よ
く
残
っ
て
い
る
第
六
暑
墳
の
榔
…

の
長
さ
は
一
四
尺
あ
り
、
鋲
留
式
短
甲
、
革
綴
式
射
角
付
議
目
、
素
魚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

頭
太
刀
な
ど
を
副
葬
し
て
い
た
。
北
の
延
岡
地
方
に
も
多
く
の
粘
土

梛
が
あ
る
。
長
さ
二
二
、
五
尺
も
あ
る
浄
土
寺
山
古
墳
で
は
榔
底
が

割
竹
形
に
凹
ん
で
い
て
、
革
綴
の
短
甲
と
眉
庇
付
落
円
、
竹
櫛
な
ど
を

撮
し
て
い
一
る
一
か
、
他
は
一
般
に
、
長
さ
一
〇
…
尺
か
ら
ノ
六
尺
位
の
短
い

式
で
、
恐
わ
べ
組
合
式
木
棺
を
主
体
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
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ず
れ
に
し
て
屯
、
畿
内
中
期
の
特
色
が
き
わ
め
て
強
く
反
映
し
て
い

る
竜
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
粘
土
榔
…
が
北
部
九
州
に
乏
し
い
こ
と

も
こ
の
際
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
地
の
地
方
性
と
し
て
極
め
て
特
色
の
つ
よ
い
地
下
式
古
墳
も
、

ほ
ぼ
同
じ
頃
嵐
現
し
て
い
て
、
六
野
原
に
お
い
て
は
既
述
の
粘
土

榔
墳
の
下
位
に
こ
れ
が
あ
り
㍉
そ
の
う
ち
の
第
八
号
墳
、
第
十
号
墳

な
ど
は
長
方
の
玄
室
内
に
粘
土
床
を
設
け
、
小
形
彷
製
．
鏡
、
短
甲
、

眉
庇
付
冑
、
鹿
角
刀
装
具
、
筆
先
、
斧
頭
な
ど
を
副
葬
し
、
剛
に
篇

首
鏡
が
同
じ
古
墳
群
申
か
ら
で
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
地
方
的
特
殊
な

形
式
に
屯
か
か
わ
ら
ず
、
遺
物
の
内
容
は
全
く
畿
内
的
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
種
の
古
墳
は
後
期
に
な
る
と
四
方
に
拡
が
り
、
肝
付
平
野
で
は
、

こ
の
地
特
有
の
軽
石
製
組
合
石
棺
を
そ
の
う
ち
に
安
置
し
た
・
も
の
が

あ
り
、
薩
摩
の
川
内
川
上
流
の
大
口
盆
地
で
は
、
地
下
に
板
石
を
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

上
げ
た
石
室
が
あ
っ
て
、
一
変
形
を
し
め
し
て
い
る
。

　
い
ま
一
つ
特
色
の
あ
る
も
の
と
し
て
石
棺
が
あ
る
。
石
材
と
し

て
北
の
阿
蘇
…
熔
岩
、
南
の
軽
石
の
産
す
る
地
域
に
発
達
が
懐
し
い
。

北
は
延
岡
を
中
心
と
す
る
地
域
ぞ
、
西
九
州
の
熊
本
地
方
と
同
じ
材

料
を
使
用
し
、
形
式
の
上
で
も
舟
形
。
家
形
等
通
じ
て
い
る
が
、
細

郁
に
お
い
て
は
異
な
り
、
作
り
も
粗
製
鈍
重
で
、
横
口
式
の
手
法
も

み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
関
係
は
比
較
的
う
す
く
、
む
し

ろ
畿
内
石
棺
か
ら
の
影
響
に
よ
ッ
て
産
れ
た
の
が
、
た
ま
た
ま
熊
本

地
方
の
も
の
と
材
料
を
嗣
じ
く
し
た
と
煙
れ
れ
る
。

　
肝
付
平
野
に
多
い
軽
石
製
の
石
棺
は
、
ま
た
ち
が
っ
た
形
式
を
と

っ
て
い
る
。
い
ま
高
畠
時
正
極
西
横
闇
和
田
上
古
墳
に
つ
い
て
説
明

す
る
と
、
厚
さ
ご
寸
の
用
材
を
一
尺
四
方
大
の
方
形
石
に
切
り
、
そ

あル

�
博
ﾃ
y
な
・
リ
ベ
て
床
、
側
踏
｛
を
つ
く
・
り
、
．
葬
畢
も
数
石
を
ム
ロ
せ
て
A
工

体
を
長
楕
円
形
の
亀
甲
形
に
造
作
し
て
あ
る
。
こ
の
種
の
石
棺
が
各

所
に
存
し
て
、
地
下
式
土
壇
中
に
も
納
め
ら
れ
て
い
る
。

　
横
穴
式
石
室
墳
は
北
部
九
州
ほ
ど
豊
富
で
は
な
い
。
著
明
な
も
の

と
し
て
山
前
部
日
向
の
爾
門
苗
齢
笛
雛
一
〇
六
号
壌
（
鬼
の
窟
）
、
上
繍
心
北
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

干
畑
の
桜
田
塚
、
新
田
原
の
石
器
塚
、
南
部
の
細
田
村
八
反
田
の
鬼

窟
、
北
部
の
東
嗣
杵
郡
に
一
一
三
知
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
構
造

も
北
部
九
州
の
特
異
形
式
と
こ
と
な
り
、
畿
内
式
の
巨
石
を
積
上
げ

た
両
袖
式
、
無
袖
式
の
も
の
ぞ
あ
る
。
副
聾
晶
も
須
恵
器
の
ほ
か
に

金
銅
装
の
大
刀
な
ど
が
あ
る
。

①
木
村
幹
夫
「
大
隅
に
於
け
る
前
方
後
円
墳
に
就
ザ
、
」
（
考
古
学
雑
誌
二

　
五
の
五
　
昭
和
n
）

②
　
宮
崎
眼
報
告
第
一
冊
。

③
同
前
第
＋
三
輯
（
昭
和
鶏
）
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①
　
鳥
居
博
士
葡
掲
書

⑤
瀬
之
口
伝
九
郎
「
九
州
南
部
に
於
け
る
地
下
式
古
墳
に
就
い
て
」
（
考

　
古
学
雑
誌
九
の
八
　
穴
疋
8
）

⑥
二
野
寿
彦
、
中
川
、
伐
夫
、
佐
藤
達
夫
「
鹿
児
島
県
伊
佐
郡
羽
月
村
玉
殿

古
墳
発
掘
調
査
報
告
」
（
考
書
学
雑
誌
三
六
の
一
一
馬
溜
2
5
）
、
寺
師
見
轟

　
「
鹿
島
島
県
伊
佐
郡
焼
由
古
墳
」
　
（
ぼ
本
考
古
学
焦
，
報
－
　
昭
％
）

⑦
　
宮
崎
県
報
俳
第
＋
一
輯
（
昭
和
驚
）

結

　
以
上
南
北
に
わ
け
て
九
州
の
宙
墳
墓
を
概
観
し
た
が
、
全
体
を
通

じ
て
み
た
と
き
、
畿
内
的
基
盤
の
上
に
立
ち
な
が
ら
竜
、
北
部
九
州

に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
大
陸
的
要
素
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
と
畿
内
的

な
も
の
と
の
交
渉
の
う
ち
に
こ
の
地
の
個
性
が
発
現
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
畿
内
の
優
位
性
を
否
定
す
る
よ
う
な

も
の
ぞ
は
な
か
っ
た
。
横
穴
式
石
室
墳
の
華
麗
な
発
現
も
、
そ
れ
が

南
鮮
と
一
体
に
な
っ
て
動
い
た
た
め
の
現
象
で
あ
っ
て
、
北
部
九
州

の
独
自
性
に
た
つ
も
の
ぞ
は
な
か
っ
だ
。
ま
た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
あ

り
方
に
畿
内
と
九
州
の
間
に
み
た
相
異
竜
抜
本
的
な
も
の
ぞ
な
い
こ

と
、
耐
三
一
の
ご
と
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
絶
対
数
に
お
い
て
畿
内
が

多
い
こ
と
は
、
そ
れ
を
副
葬
し
た
古
墳
築
成
の
時
期
に
は
、
畿
内
が

文
化
の
中
心
を
な
し
た
と
い
う
従
論
米
の
考
古
挙
者
の
副
説
を
否
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
聴
聞
践
の
ご
と
く
、
北
九
州
に
輸
入
さ

れ
た
鏡
が
、
畿
内
に
よ
っ
ノ
い
征
服
さ
れ
る
と
共
に
、
略
奪
さ
れ
て
畿

・
内
に
多
く
も
ち
喪
ら
れ
た
と
し
て
、
か
え
づ
て
邪
馬
台
国
北
九
州
～
説

の
傍
証
に
し
て
お
ら
れ
る
が
ご
と
き
断
論
は
、
遺
物
資
料
の
現
象
的

理
解
と
い
う
考
古
学
的
論
究
の
本
質
を
理
解
せ
ら
れ
な
い
も
の
と
い

う
ほ
か
は
な
い
。
略
奪
に
よ
っ
て
一
国
［
の
丈
化
要
素
を
徹
底
的
に
運

び
玄
り
得
な
い
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
の
強
力
を
も
っ
て
し
て
電
、
ギ
婆

シ
ヤ
の
彫
刻
を
ギ
リ
シ
ア
本
土
か
ら
抹
殺
し
得
な
か
っ
た
一
事
実
を

あ
げ
る
だ
け
で
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
私
見
を
も
つ

て
す
れ
ば
、
邪
馬
台
国
所
在
論
も
、
卑
弥
呼
の
博
代
を
古
墳
文
化
期

と
す
る
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
三
世
紀
前
半
の
古
墳
の
確
実
な
存
在

が
証
明
し
得
ざ
る
今
臼
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
断
定
の
博
期
に
達
し

な
い
と
云
わ
ざ
る
な
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
藤
購
生
大
『
貨
本
民
族
の
形
成
陸
一
八
八
頁

｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

一
【
お
智
菖
峯
研
究
劣
舞
子
が
京
都
五
蓋
轟
墨
ゑ

一
裳
し
た
の
で
、
会
費
御
納
入
の
際
は
御
注
意
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
町
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Sohie　Features　of　the　T貢muli　in　K如＄漁（九州）

by

Tak・　ayasu　Higuchi

　　．Theゆuli－CUltUre・f　K郷恥・融・Ugh　eSSe且t観y　bel・nged　t・the

・cu1瞳a王circ1¢of　YamatQ（大和），鴨s孤、der　influence　of　the　advanced．

continenta1．　¢ivilizatien　beeause　of　the　geographicttl　btxckground．　The

extells量on、　of　Y乱㎜説。　cult登re　i1｝亀。　Ky窺shu　area　was　not乏tlways　stra｛gh毛一

lined．　．

　　頚Kyush馬出ere　are　sm叫mq脚ds　of　the　preceding　Yayoi（弥生）
toi｝i’．／．，／　（uyn－c’orans　and　’cists），　and　some　araliaeologists　assume　that　these

are　of　the　original　type　of　the　mounds，　calling　it乙‘proto．Ko魚n”．」3砿

tombs　of　this　kind　t・Lppeared　only　lo¢ally　even　in　Kyushu’　and　disap－

peared　without　tmy　further　development．　So．　we　prefer　to　caU　this　type．
‘‘ 垂凾?－K：o魚1ゴ’．

　　Real　t脚uli　like　Zemp・k・el舳ユ（前：方後円墳）・f　Y誌maし・・）a・meし・

be　bullt　・late　in　the　4tl｝　century　in　Kyushu，　lut｝f　．a　centirry　later’　than・

k｝　Yt・imato．　This．　type　of　ttimttli　appet・zred　first　．　alopg　thd　nortl｝一easterh

¢oast　of　the　islttnd　and　gyadually　prevailed　in　other　districts　where　the

traditional　type　of　Cists　without　motmd　Ntias　stil｝　survived．

　　，As　for　’the　c｝｝ttniber　tombs－type　lt　cttme　intb　tise　earlier　and　developed

・n・re　vCtri・usly沁Kyuslエu　th猛n　in　Ki麟（畿内）…，　bec鰯e　it　had　been己

introdttced　from　the　Continent．　’i’his　does　not　mean　that　the　culture　of

Klytishti　was　higher　than　that　of　1〈intki　at　that　stttge．　’1｛”he　fa¢t　is　thixt

the　inl｝abitants　of’　northern　Kyu＄hu　were　very　fast　to　eopy　the　cti｝ture．

of　sottthern　Kovea，　but　cou！d　never　creat　tt　cult｛ire　of　their　own　t“｝d

al“ri・e＞rs　belonged　to　the　eultural　circle　Qf　Yamato．　”
　　Southern　Kyushu，　cultu｝’ally　very　little　connected　with　northern　Kyii－

sh｛i，　dev．eloped　its　cultttre　uncler　the　stropg　tmd　consttu）t　infiuence　of

I〈intti　ctiltiTre．

heT：Debasement　of　Currencg　by　the　Ed・（江戸）

　　　　Governm6nt　at　the　Genbun（元丈）Period

by

Tasaburo　ito

　　The　1）eriOd　frOm・GenrOkU（元禄）しO　KyOliO（享保）．SとしW　tlユe　deve王OP－

ment・　Of　modern　nioney　economy，　but　it　suffered　from　the　¢onfusion　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　260　）


