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へ
ま
　
　
　
　
し
ゅ
く
の
し
あ

　
昭
和
二
十
九
年
十
…
月
下
旬
、
大
阪
府
三
島
郡
豊
川
村
宿
久
庄
の
大
阪
晦
讐

察
病
院
茨
木
分
院
構
内
で
、
病
‘
練
増
築
…
の
工
事
に
際
し
、
横
穴
土
石
蜜
を
・
馬
体

と
す
る
一
基
の
古
墳
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
阪
府
祉
会
教
育
課
の

委
嘱
を
受
け
た
京
都
大
学
考
古
学
教
窒
で
は
、
小
林
講
師
指
導
の
下
に
教
灘
北

の
協
力
を
得
て
、
十
二
月
一
日
よ
り
二
週
闇
を
費
し
て
調
査
を
行
う
た
。
そ
の

結…

ﾊ
、
こ
の
横
穴
一
石
室
内
に
は
形
式
を
異
に
す
る
二
基
の
石
棺
が
お
か
れ
て

お
り
、
土
器
。
馬
具
・
武
器
・
装
身
具
等
下
し
い
数
の
副
葬
品
が
残
存
し
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
、
横
穴
日
石
母
鳥
研
究
の
上
に
好
飼
な
資
料
を
提
供
し
た
。

以
下
こ
の
調
査
の
概
要
を
記
し
た
い
。

・
淀
川
の
北
岸
、
山
崎
よ
り
侵
丹
に
か
け
て
の
沖
積
平
野
を
、
出
様
よ
り
に
東

西
に
走
る
源
西
門
国
街
道
の
一
帯
は
、
か
の
継
体
陵
・
今
城
塚
等
の
数
回
の
大
規

横
な
前
方
後
円
墳
を
は
じ
め
と
し
、
塚
原
古
墳
群
・
阿
武
山
古
墳
等
の
古
墳
時

代
後
期
に
蚕
る
一
連
の
古
墳
を
有
し
、
畿
内
吉
墳
の
地
域
的
性
格
を
考
、
写
る
上

に
、
一
つ
の
重
要
な
分
布
圏
を
な
し
て
い
る
。
こ
と
に
宿
久
庄
の
地
に
は
、
昭
和

二
十
年
春
京
都
大
学
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
、
王
漁
戸
を
は
じ
め
と
す
る
十
数
面

の
鏡
や
、
碧
玉
製
装
身
具
等
璽
要
な
遺
品
を
禺
し
た
紫
金
山
古
墳
、
お
よ
び
こ

れ
に
接
し
て
青
松
寮
宵
墳
が
あ
り
、
又
大
董
五
年
に
舶
載
鏡
・
馬
具
等
を
出
し

た
、
横
穴
式
石
室
を
内
部
主
体
と
し
て
前
方
後
円
の
墳
丘
を
麿
す
る
、
隣
村
福

井
村
の
海
北
塚
も
こ
れ
ら
と
近
い
。
喜
墳
も
こ
れ
ら
と
同
じ
く
山
　
丘
の
爾
…
驚
…

に
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
古
墳
の
封
土
は
、
過
虫
に
か
な
り
変
形
さ
れ
て
い
た
の
で
そ
の
原
状
を
詳

か
に
し
な
い
が
、
採
土
工
事
着
手
前
に
作
ら
れ
た
地
形
図
に
よ
れ
ば
、
南
北
に

．
約
五
十
米
の
長
軸
を
も
つ
、
ほ
ぼ
南
陶
き
の
前
方
後
円
墳
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。
後
円
部
の
径
は
約
三
〇
米
、
墳
丘
の
高
さ
は
後
二
部
で
五
米
、
前
方
部

で
三
米
を
測
る
が
、
後
者
は
原
状
と
は
な
し
難
い
。
古
墳
の
立
地
す
る
山
丘
が

南
に
裾
を
ひ
い
て
い
る
た
め
に
、
盛
土
の
厚
さ
は
南
北
両
端
で
か
な
り
の
差
を

生
じ
て
い
る
が
、
後
円
部
の
盛
土
は
約
四
米
あ
る
。
前
方
部
に
あ
た
る
部
分
は
、

墳
丘
が
著
し
い
変
形
を
蒙
っ
て
い
る
が
、
中
段
の
円
筒
列
を
形
成
す
る
と
推
定

さ
れ
る
埴
輪
円
筒
列
の
検
出
［
に
よ
っ
て
、
単
・
な
る
円
墳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
前
方
部
で
は
、
こ
の
円
筒
列
よ
り
や
や
上
方
に
、

高
さ
約
一
・
三
米
、
戴
餅
約
｛
米
の
須
恵
器
の
大
甕
が
埋
鷹
さ
れ
て
い
る
の
を

見
出
し
た
。

　
こ
の
古
墳
の
主
体
を
な
す
横
穴
式
石
室
は
、
後
円
部
中
央
付
近
で
墳
丘
の
長

勒
と
ほ
ぼ
蔵
角
に
位
置
し
、
西
に
向
っ
て
開
口
す
る
も
の
で
、
地
山
を
若
干
削

っ
た
面
に
基
底
を
お
い
て
築
か
れ
て
い
る
。
玄
箋
は
、
畏
さ
六
・
闘
米
、
幅

二
・
五
米
の
長
方
形
の
プ
ラ
ン
を
類
し
、
蕎
さ
は
鼠
壁
の
所
で
約
二
・
五
米
あ
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る
。
奥
壁
、
両
側
壁
と
も
花
蓮
潮
煙
を
含
む
二
、
王
種
の
岩
石
を
積
ん
で
構
築
さ

れ
、
ぜ
り
出
し
は
殆
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
上
部
に
は
四
枚
の
天
井
石
が
架
さ

れ
て
い
る
。
、
羨
道
は
、
玄
室
南
壁
の
延
長
面
を
南
壁
之
し
て
、
片
袖
式
に
つ

く
ら
れ
て
い
る
。
入
口
の
部
分
は
採
土
工
第
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た

た
め
、
長
さ
約
二
・
六
米
を
残
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
工
事
従
事
者
の
話
か
ら
判

断
す
る
と
、
除
か
れ
た
離
分
は
、
さ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幅
は

一
二
一
米
、
高
さ
は
玄
窪
入
口
の
所
で
一
・
六
米
あ
る
。
羨
道
と
玄
室
の
境
部

に
お
い
て
は
、
九
〇
糎
の
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
石
室
閉
塞
の
た
め
に
お
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
塊
石
積
が
基
部
だ
け
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
等
の
両
側
で
、
側

壁
を
構
成
す
る
大
石
を
境
と
し
て
、
羨
道
側
で
は
側
壁
が
玄
窒
の
そ
れ
と
は
異

っ
た
、
か
な
り
小
さ
な
石
積
と
な
っ
て
い
る
。
羨
道
入
口
部
の
天
井
石
は
、
玄

室
人
口
に
接
し
て
架
さ
れ
た
一
枚
よ
り
残
っ
て
い
な
い
。
な
お
床
颪
は
、
羨
道

か
ら
玄
釜
奥
壁
に
か
け
て
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
で
下
っ
て
い
る
。

　
さ
て
玄
室
内
に
は
、
俗
に
松
香
石
と
呼
ば
れ
る
凝
灰
岩
製
の
組
合
式
石
櫨
が
、

ほ
ぼ
床
い
っ
ぱ
い
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
前
棺
は
、
地
山
の
上
に
霞
接
石
室
の

主
軸
と
方
向
を
等
し
く
し
て
配
置
さ
れ
、
奥
棺
は
、
奥
壁
と
の
間
約
七
五
糎
を

題
て
た
場
所
に
、
縦
は
石
窒
の
幅
い
っ
ぱ
い
に
、
横
は
糖
の
幅
の
範
囲
に
、
百

出
を
二
〇
糎
ほ
ど
掘
り
下
げ
て
石
箋
の
主
軸
と
直
角
に
お
か
れ
て
い
る
。
奥
棺

の
構
造
は
、
ま
ず
二
枚
継
の
底
石
を
す
え
、
そ
の
外
側
に
、
二
枚
継
の
東
側
石

と
一
枚
石
よ
り
な
る
西
［
側
石
を
た
て
、
画
筆
園
長
側
石
の
閤
に
南
北
副
管
側
石

を
は
め
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
繭
側
石
の
み
に
縄
掛
突
起
が
造
り
出
さ
れ
て

い
る
。
蓋
石
も
ま
た
二
枚
継
で
、
蒲
鉾
形
を
な
さ
ず
、
断
面
は
矩
形
に
近
い
。

響
町
北
部
に
は
、
同
じ
く
凝
灰
岩
製
の
直
方
形
の
石
鹸
が
遺
存
し
、
こ
の
上
面

に
は
東
に
偏
っ
て
弧
状
の
割
込
み
が
あ
る
。
棺
身
の
内
側
に
は
一
面
に
酸
化
鉄

の
朱
が
塗
ら
れ
て
い
た
。
棺
の
内
法
は
、
長
さ
一
・
八
五
米
、
幅
九
五
糎
、
高

さ
五
四
糎
。
前
棺
の
構
造
は
、
二
枚
継
の
底
石
の
上
に
一
枚
石
よ
り
な
る
長
側

石
を
た
て
、
豊
津
の
石
が
長
池
の
石
の
外
側
に
た
て
ら
れ
て
い
る
点
で
前
者
と

異
る
。
両
翼
側
石
は
い
ず
れ
も
耀
掛
突
起
を
屈
し
な
い
。
蓋
石
は
二
枚
継
で
、

上
面
縁
に
面
取
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
東
半
の
薬
石
は
失
わ
れ
て
い
た
。
棺
内

野
に
は
水
銀
朱
が
コ
面
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
内
法
は
、
長
さ
一
・
〇
九
米
、
幅

八
○
糎
、
高
さ
七
一
糎
。
な
お
奥
棺
の
側
石
は
、
石
平
飼
と
の
聞
に
小
砂
利
を

厚
く
つ
め
て
固
定
し
て
い
る
が
、
平
々
は
、
周
囲
に
輝
石
を
配
置
し
て
側
石
を

支
え
て
い
る
。

　
遣
物
は
、
両
棺
と
も
に
殆
ん
ど
完
全
な
盗
掘
鷹
乱
に
遭
っ
て
い
る
。
し
か
し

門
外
副
葬
贔
は
、
玄
室
入
口
附
近
の
も
の
を
除
く
ほ
か
は
か
な
り
よ
く
遺
っ
て

い
た
。
特
に
奥
棺
と
奥
壁
と
の
間
に
あ
る
幅
七
五
纒
の
蔭
間
に
は
、
多
数
の
耳

門
・
馬
具
・
鉄
鎌
類
が
原
状
の
ま
ま
遣
存
し
て
い
た
。
次
に
そ
の
概
要
を
表
示

す
る
。

棺
内

　
三
三
　
水
晶
切
子
玉
・
ガ
ラ
ス
小
・
玉
。
ガ
ラ
ス
浜
玉
・
金
銅
製
晶
破
片
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晶
剛
縮
…
　
ガ
ラ
ス
小
王
・
金
縮
㍊
製
飾
金
篇
讐

権
外奥

櫨
輿
壁
間
馬
具
（
轡
・
杏
葉
・
雲
珠
・
鞍
金
具
・
鐙
・
草
帯
金
具
）

　
　
　
　
　
　
須
恵
器
（
器
台
・
壷
・
高
杯
・
蓋
杯
・
醜
・
提
瓶
）

　
　
　
　
　
　
土
師
繋
留
・
鉄
鎌
・
鉄
拳
・
石
突

前

棺

北
｛則

前

棺

下

側

前
棺
奥
壁
聞

前
櫨
前
壁
聞

羨
道

馬
鈴
・
等
角
電
導
・
須
恵
器

桂
甲
・
馬
具
（
金
銅
製
草
戸
金
具
・
杏
葉
）
・
三
輪
玉
・

鉄
鎌
・
須
恵
器

金
銅
製
沓
破
片
・
須
恵
器

鉄
矛
・
須
恵
器

革
帯
金
具
・
須
恵
器

　
棺
内
の
遺
物
は
こ
こ
に
流
入
堆
積
し
た
土
砂
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
、

も
と
よ
り
原
位
置
は
知
り
得
な
い
。
原
状
を
保
っ
て
い
た
奥
壁
奥
棺
聞
で
は
、

砂
利
潮
の
上
に
先
ず
鉄
錺
…
を
お
き
、
そ
の
上
に
馬
具
、
土
器
の
順
に
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
鎌
は
五
〇
本
以
上
を
切
尖
を
揃
え
て
一
束
と
し
、
方
向
は
各
束
ご
と

に
異
る
が
、
砥
ぼ
爾
北
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
長
さ
二
〇
糎
程
度
の
尖
線
式
と
呼
ば
れ
る
形
式
の
も
の
で

あ
る
が
、
各
藩
に
は
一
、
二
本
つ
つ
薙
刀
状
の
瓠
尖
を
も
つ
た
鎌
が
混
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
束
は
二
〇
群
に
も
達
す
る
か
ら
、
鎌
の
総
数
は

千
本
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
。
馬
具
は
、
す
く
な
く
と
も
轡
・
杏
葉
な
ど
を
セ
ッ

ト
と
す
る
三
組
が
、
南
と
北
と
中
央
と
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
中
、
北
部
の
も
の
は
鏡
板
・
杏
葉
が
鐘
形
、
爾
部
の
は
心
葉
形
で
、
と
も

に
鏡
族
と
杏
葉
と
が
同
形
晶
で
あ
る
が
、
中
央
の
は
S
可
融
鏡
校
と
扁
霜
剣
尾

形
杏
葉
と
を
一
組
と
し
て
い
る
。
鞍
は
爾
と
北
と
に
の
み
あ
り
、
輪
回
は
北
に

｝
億
だ
け
あ
っ
て
、
各
馬
具
群
が
完
全
な
セ
ッ
ト
と
し
て
副
葬
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
馬
呉
の
上
に
置
か
れ
た
土
器
群
は
剥
離
し
た

堅
石
の
落
下
の
た
め
甚
し
く
破
砕
し
て
い
た
が
、
現
場
で
の
復
原
に
よ
っ
て
、

ほ
ぼ
そ
の
原
位
鐙
を
推
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
中
央
に

癒
対
し
て
一
、
一
つ
の
器
台
を
お
き
、
こ
れ
よ
り
奥
壁
寄
り
北
側
に
は
装
飾
附
台
附

壷
、
南
欄
に
は
器
台
を
お
き
、
各
器
台
の
上
に
は
壷
を
載
せ
て
い
る
。
装
飾
附

台
附
壷
は
肩
に
男
女
人
物
∵
罵
・
犬
・
鹿
等
の
動
物
が
め
ぐ
っ
て
い
る
甚
だ
面

白
い
も
の
で
あ
る
（
六
八
頁
図
参
照
）
。
輪
台
の
近
く
に
は
膿
皮
が
、
い
ず
れ
も

杯
の
下
に
蓋
を
裏
返
し
に
重
ね
て
二
組
つ
つ
三
重
ね
あ
り
、
そ
の
中
の
二
に
は
、

更
に
杯
の
み
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
蓋
杯
は
v
器
台
そ
の
他
の

土
器
が
鉄
鎌
や
馬
具
の
上
に
あ
る
の
と
は
異
っ
て
、
商
事
砂
利
に
接
し
て
お
か

れ
て
い
る
。
前
棺
の
澗
闘
か
ら
見
出
さ
れ
た
鑑
甲
・
冑
・
金
銅
製
、
祷
破
片
の
う

ち
、
甲
の
一
部
お
よ
び
霧
は
遺
存
状
態
が
や
や
畏
好
で
あ
る
が
、
禺
士
状
態
か
ら

見
て
、
こ
れ
ら
は
元
来
棺
内
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
盗
掘
の
際
、
棺

外
に
遺
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
態
像
さ
れ
る
。
　
　
’
　
　
　
　
　
、

　
次
に
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
石
簸
内
の
状
態
に
つ
い
て
二
、
三
考
え
ら
れ
る
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点
を
記
し
た
い
ひ

　
　
　
ま
ず
注
慧
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
玄
室
内
に
お
か
れ
た
二
つ
の
石
棺
が
そ
れ
ぞ

　
　
れ
異
っ
た
系
統
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
奥
棺
は
、
｝
枚
石
よ
り
な
る

　
　
酉
側
石
の
両
端
に
総
掛
突
起
を
有
す
る
こ
と
、
長
呼
の
側
石
が
短
側
の
も
の
の

　
　
外
側
に
た
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
持
型
石
棺
の
構
造
を
伝
え
た
も
の
と

　
　
認
め
ら
れ
る
。
尤
も
こ
の
東
側
石
は
突
起
を
有
せ
ず
底
石
蓋
石
も
共
に
二
枚
継

　
　
ぎ
で
あ
り
、
忍
石
が
蒲
鉾
形
を
な
さ
ず
、
そ
の
断
面
が
短
形
に
近
い
点
、
更
に
棺

　
　
材
と
し
て
通
常
家
形
石
棺
の
時
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
る
獄
松
香
石
質

　
　
凝
灰
石
を
用
い
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
れ
が
こ
の
種
の
石
棺
の
最
も
薪
し
い

　
　
鶴
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
郷
は
、
短
側
の
側
石
が
長
側

闘
．
の
も
の
の
翁
に
た
て
ら
れ
て
い
る
。
と
、
薯
の
上
面
軽
嚢
り
を
施
す

金
　
手
法
は
、
こ
れ
が
明
か
に
家
蚕
石
棺
の
系
列
に
入
れ
ら
れ
を
べ
き
こ
と
を
示
し

　蹴
　
て
い
る
。
し
か
も
所
謂
屋
根
型
の
蓋
を
も
ち
四
辺
に
大
き
な
縄
掛
突
起
を
附
し

α報
た
類
と
は
異
っ
た
タ
ニ
・
に
属
し
て
い
る
．
・
と
は
、
家
形
石
棺
の
系
統
を
考
え

羅　
　
る
上
に
興
奮
あ
る
資
料
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

査蟹
　
こ
れ
ら
の
形
式
の
差
、
或
い
は
両
棺
の
内
部
に
塗
ら
れ
た
赤
色
顔
料
の
種
類
の

古娠
　
違
い
、
更
に
上
述
し
た
よ
う
な
両
糖
の
設
置
の
状
態
の
異
っ
た
点
か
ら
、
二
者

欝附
　
の
…
鯉
葬
の
時
期
が
四
時
で
な
か
っ
た
こ
と
は
充
分
察
知
で
き
る
。
な
お
想
像
す

甥
・
れ
ば
、
第
一
次
埋
藤
壷
に
は
玄
室
の
床
全
面
に
敷
か
れ
て
い
た
砂
澗
が
、
前
奏

濠摂
　
を
搬
入
し
た
際
に
盤
理
さ
れ
、
此
度
は
石
室
の
開
口
に
あ
た
っ
て
取
り
除
か
れ

た
羨
道
の
詰
石
が
、
棺
の
園
め
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
も
説
溺
づ
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
か
く
時
期
を
異
に
し
た
二
瞬
の
埋
葬
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
ゆ

え
、
第
二
次
葬
の
時
、
こ
の
石
董
の
入
口
部
に
多
少
の
変
形
が
加
…
え
ら
れ
た
結

果
、
羨
道
部
の
壁
の
石
積
と
玄
窒
の
壁
の
そ
れ
と
が
穣
平
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
か
く
古
墳
時
代
中
期
に
盛
行
し
た
長
持
型
と
い
う

古
い
糖
形
式
に
つ
な
が
る
も
の
と
、
極
穴
式
石
室
と
い
う
適
し
い
墓
翻
と
ほ
ぼ

岡
瞳
．
に
採
常
さ
れ
た
組
合
式
家
形
石
轄
と
が
、
砦
干
の
年
月
を
隔
て
て
同
一
墳

墓
に
収
め
ら
れ
た
こ
乏
は
、
墓
制
の
変
革
・
期
に
生
じ
た
現
象
と
し
て
謹
撰
す
べ

き
事
笑
で
あ
る
。
又
既
処
か
ら
十
璽
余
を
露
つ
た
河
内
二
上
山
に
塾
す
る
達
書

石
質
凝
灰
岩
が
、
淀
規
を
越
え
て
此
の
地
に
運
ば
れ
た
こ
と
も
、
当
時
の
運
搬

技
術
等
に
つ
い
て
興
昧
あ
る
問
題
を
提
示
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
、
こ
の
古
墳
の
紺
…
外
副
葬
晶
を
考
え
る
上
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
二

棺
の
埋
葬
が
時
期
を
異
に
す
る
と
蓉
え
ら
れ
る
以
上
、
掛
口
遺
物
が
い
ず
れ
の
埋

葬
に
伴
う
か
と
い
う
判
荊
で
あ
る
。
奥
の
遣
物
が
第
噌
次
の
、
前
事
の
周
闘
の

も
の
が
第
二
次
の
翻
葬
晶
と
す
る
の
は
一
応
常
識
的
な
解
釈
の
よ
う
で
あ
る
が
、

横
穴
式
石
輩
の
遺
物
は
殆
ん
ど
床
の
四
周
に
及
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
僖

棺
附
近
の
遺
物
に
第
一
次
葬
隔
が
混
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
又
、

第
二
次
埋
葬
に
際
し
て
前
次
の
遺
物
が
整
理
さ
れ
、
薪
し
い
灘
灘
晶
と
置
換
え

ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
そ
の
整
理
が
南
分
的
な
も
の
か
、
金
嵩
に

及
ぶ
も
の
か
も
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慧
昧
に
お
い
て
、
杯
乏
器
台
群
と
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の
埋
葬
位
燈
の
差
異
は
、
掛
雛
脚
韻
半
部
に
あ
っ
た
後
者
の
グ
ル
；
プ
が
、
晶
陰
雲

搬
入
に
際
し
て
奥
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
推
楚
も
成
立
つ
で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
お
か
れ
て
い
た
位
置
か
ら
だ
け
で
は
決
定
的
な
結
論
を
得
ら
れ

な
い
こ
と
で
は
あ
り
、
叉
土
器
の
形
式
の
上
に
も
そ
れ
程
開
確
な
差
が
認
め
ら

れ
な
い
以
上
、
今
後
の
調
査
に
お
い
て
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
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