
ナ
　
マ
ー

ス
が
遺
丘

ア
ナ
ゥ
丈
化
の
再
吟
味

角

田

文

衛

ナマースが遺丘（角旺i）

　
　
　
　
　
　
　
じ
ヒ

…
婁
約
蓮
華
お
け
る
東
要
化
の
交
流
の
懸
を
論
ず
る
饗
・
ナ
・
文
化
の
も
つ
比
重
綴
め
美
き
い
が
・
・
か
・
・
の
文
化
の
実
体
縁

一　

阮
ｾ
か
で
な
い
。
な
に
よ
り
も
必
要
な
の
は
、
ア
ナ
ゥ
二
化
の
精
確
な
編
年
を
早
急
に
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
近
年
発
掘
さ
れ
た
中
央
ア
ジ
ア
西

　
嘉
の
ナ
下
・
ガ
遺
丘
は
、
・
の
編
年
膿
錘
を
憂
・
も
の
で
あ
・
．
そ
・
で
筆
謹
、
そ
の
発
鐙
摺
に
欝
駈
叢
が
…
－
・
ガ
整

　
　
の
諸
文
化
を
解
説
し
、
ア
ナ
ゥ
第
三
吾
等
の
共
同
体
の
様
相
を
具
体
的
に
究
明
す
る
と
共
に
、
ナ
マ
ー
ス
が
上
層
黒
化
が
ア
ナ
ウ
第
三
期
文
化
に
平
行
し
、

レ

…
震
文
化
が
ア
ナ
ゥ
第
二
、
三
重
化
間
の
嚢
を
充
た
す
・
差
明
か
に
・
た
．
そ
し
て
ナ
・
支
が
整
の
薦
些
隔
ず
勾
文
化
に
は
、
・
ご
ら
に
・
れ
を

　
　
細
分
し
、
精
確
な
編
年
を
う
ち
得
て
る
に
足
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
次
ぎ
に
行
わ
れ
る
具
体
的
な
編
年
論
の
下
地
を
用
意
し
た
の

い

　
で
あ
・
．

は
し
が
き

　
ア
ナ
ゥ
文
化
が
馬
首
に
お
け
る
東
西
文
化
の
交
流
に
演
じ
た
役
割

は
、
洵
に
重
大
な
も
の
で
あ
る
。
殊
に
河
南
省
や
甘
粛
省
に
お
い
て

西
方
と
関
連
の
深
い
彩
文
土
器
が
発
見
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
重
要
性

は
い
た
く
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
夙
に
一
九
二
三
年
、
．
ア
ン
デ
ル

ソ
ン
は
こ
の
間
題
に
触
れ
、
『
…
…
し
か
し
な
が
ら
河
南
と
ア
ナ
ゥ

vvmuL－N

の
彩
文
土
器
の
全
般
的
様
相
は
、
驚
く
ほ
ど
類
似
し
て
お
り
、
ま
た

共
通
し
た
文
様
要
素
の
例
も
数
に
お
い
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

美
術
的
意
匠
の
伝
播
の
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
て
み
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
』
と
し
て
両
者
を
比
較
検
討
し
、
　
『
既
に

閾
明
さ
れ
て
い
る
考
古
学
忽
諸
事
実
の
助
け
を
え
て
、
多
彩
交
土
器

の
技
術
の
伝
播
は
、
西
方
か
ら
東
方
へ
と
行
わ
れ
、
そ
の
逆
の
方
向

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
な
か
っ
た
こ
と
が
指
示
‘
し
う
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
』
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と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ

　
今
日
で
は
、
こ
う
し
た
伝
播
の
事
実
は
も
は
や
学
界
の
常
識
と
な

っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
重
要
な
の
は
、
彩
文
土
器
自
体
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
を
指
標
と
し
て
究
明
さ
れ
る
文
化
の
伝
播
の
問
題
で
あ
る
。
し

か
し
彩
交
土
器
だ
け
を
採
り
上
げ
て
こ
の
伝
播
の
問
題
を
議
す
る
に

し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
行
論
は
余
り
に
も
具
体
性
を
欠
い
て
い
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
結
局
、
ア
ナ
ゥ
文
化
の
編
年
が

確
立
さ
れ
な
い
ま
ま
に
行
論
が
独
走
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
は

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

や
今
日
で
は
、
寒
期
の
ア
ナ
ゥ
文
化
が
い
か
に
し
て
成
立
し
、
ど
の

よ
う
に
東
方
へ
伝
播
し
た
か
を
究
め
な
い
．
て
こ
の
問
題
を
議
す
る
こ

と
は
、
殆
ど
無
意
味
に
近
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
ペ

　
周
知
の
よ
う
に
、
ア
ナ
ゥ
誤
§
二
所
在
の
二
つ
の
遺
丘
は
、
一
九

〇
四
年
に
ア
メ
リ
カ
の
パ
ン
ペ
リ
ー
調
査
団
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
類
信
げ
Φ
属
ω
o
げ
密
置
♂
お
2
～
お
ω
ω
の
指
揮
の
下
に
発
掘
さ
れ
た
。

そ
の
調
査
報
告
は
、
全
二
巻
の
大
冊
と
し
て
一
九
〇
八
年
に
刊
行
さ

③れ
、
ま
た
得
ら
れ
た
遺
物
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博

物
館
℃
①
尋
。
身
ζ
窃
Φ
o
臼
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
の
学
者
は
、

右
の
発
掘
ど
そ
の
調
査
報
告
書
に
ひ
ど
い
悪
罵
を
浴
び
せ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
計
七
年
目
の
考
古
学
界
の
水
準
を
想
起

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
報
告
書
は
、
む
し
ろ
驚
嘆
に
値
す
る
出
来
栄
え

で
あ
っ
て
、
帝
政
ロ
シ
ア
な
ど
で
は
こ
れ
に
比
肩
し
う
る
ほ
ど
の
報

告
書
は
遂
に
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
報
告
書
が
出
て
か
ら
五
十
年
の
間
に
、
考
古

学
的
調
査
は
格
段
と
精
緻
に
な
っ
た
し
、
ま
た
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ッ
ク

方
面
の
彩
文
土
器
の
研
究
は
、
著
し
い
躍
進
を
み
る
に
至
っ
た
。
従

っ
て
碩
学
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
の
手
に
な
る
調
査
報
告
も
不
充
分
な
も

の
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
憶
、
止
む
を
え
な
い
こ
と
そ
あ
る
。

現
在
必
要
な
の
は
、
パ
ン
ペ
リ
ー
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
業
績
を
罵
る
こ
．

と
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
先
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
新
し
い
調

査
結
果
を
も
と
と
し
て
信
頼
す
る
に
足
る
ア
ナ
ウ
文
化
の
編
年
を
確

立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
一
九
四
九
…
五
光
年
に
発

掘
さ
れ
た
ナ
マ
ー
ス
が
馬
韓
鵠
霧
同
p
c
。
鐸
肖
。
悶
。
の
調
査
結
果
は
、
基

、
本
・
的
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
無
論
、
ナ
マ
ー
ス
が
二
士
の
意
義
は
、
単
に
ア
ナ
ウ
文
化
の
編
年

に
奉
仕
す
る
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
中
央
ア
ジ
ア

西
南
部
に
お
け
る
古
代
の
共
同
体
の
機
構
を
閾
明
す
る
上
で
も
、
頗

る
重
要
視
さ
る
べ
き
も
の
ぞ
あ
る
。
そ
こ
で
筆
老
は
先
ず
こ
れ
ら
二

つ
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
て
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
の
文
化
を
検
討
し
、
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ナrt・一スガ遺丘（角田）

つ
い
で
他
の
資
料
を
も
参
酌
し
な
が
ら
ア
ナ
ゥ
文
化
の
編
年
問
題
と

本
格
的
に
取
組
み
た
い
と
思
う
の
ぞ
あ
る
。

二
　
位
置
と
調
査
経
過

　
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
は
、
ア
ナ
ゥ
遺
丘
そ
の
他
の
一
連
の
遺
跡
と
共

に
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
共
和
国
の
南
部
、
す
な
わ
ち
ソ
連
と
イ
ラ
ン
の

国
境
を
な
す
コ
ペ
ッ
ト
・
ダ
ー
ク
山
脈
男
○
零
？
智
弓
の
北
麓
地
帯

に
位
置
し
て
い
る
。
カ
ス
ピ
海
東
岸
の
ク
ラ
ス
ナ
ヴ
ォ
ッ
ッ
ク
を
起

点
と
し
て
タ
シ
ケ
ン
ト
に
向
う
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
鉄
道
は
、
こ
の
山
麓

に
沿
っ
て
暫
ら
く
走
る
の
で
あ
る
が
、
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
は
、
ア
シ

ュ
バ
バ
ー
ド
の
東
南
約
一
五
〇
粁
の
カ
ー
フ
カ
駅
国
学
陵
鋸
の
西
方

七
粁
の
地
点
ぞ
、
路
線
に
沿
っ
て
そ
の
南
側
に
存
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
其
処
に
は
南
北
に
一
粁
ば
か
り
伸
び
た
自
然
の
丘
陵
、

す
な
わ
ち
ナ
マ
ー
ス
が
丘
が
あ
り
、
そ
の
上
に
は
一
五
ほ
ど
の
起
伏

が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
北
部
に
存
す
る
高
い
丘
が
今
回
発

、
掘
さ
れ
た
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
な
の
で
あ
る
。

　
一
九
一
七
年
、
ロ
シ
ア
の
農
業
技
師
で
考
古
家
の
ブ
キ
ニ
ッ
チ

輻
・
轄
・
団
畷
罎
同
鴇
嵩
は
、
始
め
て
こ
の
宮
丘
を
見
出
し
て
試
掘
し
た

が
、
そ
の
後
も
彼
は
調
査
を
続
け
、
そ
の
示
す
文
化
が
ア
ナ
ゥ
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

期
交
化
と
親
縁
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
二
八

年
の
秋
、
ハ
ヴ
ェ
ラ
ン
考
古
学
調
査
団
図
舘
。
触
目
霞
銘
竃
蓉
O
繭
・

舅
。
凝
。
蓼
は
、
こ
の
遺
丘
を
訪
れ
、
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
》
●
跨
・
Q
。
寓
。
鍛
O
斑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
指
揮
下
に
遺
丘
の
実
測
図
を
作
製
し
た
け
れ
ど
も
、
発
掘
ま
で
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
一
九
四
七
年
目
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
南
部
考
古
学
総
合
調
査
団
♂
り
亭

顕
。
曙
》
霧
目
雷
舅
農
⇔
娼
図
8
角
．
開
9
ヨ
幕
蓉
踏
銘
舅
Ω
尾
斜
．
凸
φ
日
興
醤
㊥

が
結
成
さ
れ
、
同
地
方
の
遺
跡
の
総
合
的
な
踏
査
が
開
始
さ
れ
た
。

こ
の
年
、
マ
ッ
ソ
ン
蜜
9
国
●
旨
9
0
Q
o
螢
教
授
を
隊
長
と
す
る
調
査

団
の
一
調
査
隊
は
、
　
ア
シ
ュ
バ
バ
ー
ド
か
ら
マ
ー
ル
イ
竃
避
鎖
に

至
る
鉄
道
線
に
沿
っ
て
沿
線
の
遺
習
や
高
城
の
予
備
的
調
査
を
行
っ

た
。
ナ
マ
ー
ス
が
遺
墨
も
、
こ
の
際
調
査
さ
れ
、
本
格
的
な
発
掘
計

画
が
練
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
四
九
年
か
ら
五
〇
年
に
か
け

て
、
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
炉
跨
・
蓉
旨
⇔
さ
回
岳
。
霞
曝
を
長
と
す
る
別

な
調
査
隊
は
、
こ
の
遺
丘
に
お
い
て
待
望
の
発
掘
を
実
施
し
、
予
想

以
上
の
成
果
を
挙
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
調
査
牛
方
は
、
リ
ト
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

イ
ン
ス
キ
イ
に
よ
っ
て
一
九
五
二
年
に
発
蓑
さ
れ
た
が
、
正
式
の
調

査
報
告
書
は
、
今
藏
に
至
る
ま
で
刊
行
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
の
調
査
概
報
は
、
二
三
頁
の
短
い
も
の
で
あ
る
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が
、
な
に
よ
り
も
そ
の
要
領
の
悪
い
記
述
が
読
者
の
統
一
的
な
理
解

を
妨
げ
て
い
る
点
が
多
い
。
そ
れ
で
筆
者
は
、
右
の
概
報
を
解
体
し
、

新
な
整
理
を
施
し
な
が
ら
調
査
結
果
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
さ
て
丘
陵
の
北
側
に
は
、
二
つ
の
高
い
小
丘
が
存
し
て
い
る
。
発

掘
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
う
ち
東
の
方
の
小
丘
で
あ
る
。
こ
の
小
丘
の

頂
部
は
や
や
平
坦
で
、
一
三
〇
×
八
○
米
の
広
さ
が
あ
る
し
、
ま
た

頂
部
は
周
囲
の
地
面
か
ら
一
二
米
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
発
掘
は
、

こ
の
頂
部
に
お
い
て
行
わ
れ
（
そ
の
面
積
は
約
五
〇
〇
平
方
米
に
達

し
た
。
遺
丘
の
頂
上
の
地
面
か
ら
地
盤
ま
で
は
、
ち
ょ
う
ど
六
米
あ

っ
た
が
、
発
掘
者
は
、
五
〇
糎
を
も
つ
て
上
か
ら
順
肉
に
地
位
を
劃

し
、
遂
に
第
1
2
地
位
に
ま
ぞ
及
ん
で
い
る
の
ぞ
あ
る
。

　
第
周
号
家
屋
　
古
代
の
包
含
層
は
、
表
土
の
直
下
に
始
ま
る
が
、

そ
の
第
－
地
位
に
は
、
家
屋
の
壁
の
土
台
や
床
が
見
出
さ
れ
た
。
こ

れ
を
第
一
号
家
屋
、
ま
た
は
家
屋
A
と
名
づ
け
る
。
こ
分
家
屋
は
、

下
に
あ
る
第
二
号
家
屋
の
壁
を
土
台
に
用
い
た
P
、
ま
た
下
の
古
い

壁
を
つ
ぎ
足
し
て
自
ら
の
壁
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、
伴
出
し

た
土
器
か
ら
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
保
存
の
よ
い
遺
構
は
、

こ
の
小
丘
の
西
に
隣
す
る
小
丘
に
存
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
号
家
屋
　
家
屋
お
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
家
屋
は
、
第
一
号
の

直
下
に
位
置
し
、
二
七
室
が
現
存
す
る
ア
ペ
ー
ト
式
の
構
造
を
示
し

て
い
る
。
遺
構
の
保
存
は
、
遺
跡
中
ぞ
適
当
よ
く
、
出
土
遺
物
ま
た

豊
富
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
載
は
節
を
認
め
て
試
み
る
こ
と
と
し
よ

逼
つ
。

　
第
三
号
家
屋
　
発
掘
は
、
以
上
の
地
位
を
も
つ
て
中
止
さ
れ
、
そ

の
後
は
第
二
号
家
屋
西
北
都
の
床
面
に
四
米
四
方
の
試
掘
溝
を
掘
っ

て
調
査
が
進
め
ら
れ
た
。
試
掘
は
、
こ
の
床
面
か
ら
下
方
の
地
盤
に

至
る
四
米
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
や
は
り
五
〇
糎
を
も
つ

て
地
位
を
劃
し
、
こ
の
四
米
の
深
さ
に
第
4
地
位
か
ら
第
1
2
地
位
に

及
ぶ
8
の
地
位
を
設
定
し
て
探
査
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
号
家
屋
の
下
方
、
す
な
わ
ち
第
4
、
5
地
位
に
は
、
煉
瓦
、

土
器
破
片
な
ど
が
混
在
し
、
第
二
号
家
屋
を
建
て
る
際
の
埋
立
工
事

の
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
狭
い
試
掘
溝
の
こ
と
故
、
遺
壁
や
床
は
現

れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
こ
の
層
に
も
家
屋
は
存
し
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
想
定
上
の
家
屋
を
第
三
号
ま
た
は
B
と
名
づ
け
る
。

　
第
四
号
家
屋
　
第
6
－
8
地
位
を
占
め
る
第
四
号
家
屋
（
家
屋
r
）

の
工
状
プ
ラ
ン
（
東
北
に
面
し
て
）
の
冷
評
が
試
掘
溝
内
で
検
出
さ
れ
●

た
。
壁
の
厚
さ
は
、
五
二
糎
で
、
陽
乾
煉
瓦
で
築
か
れ
、
表
面
は
漆

喰
で
幾
重
に
も
塗
ら
れ
て
い
る
。
煉
瓦
の
大
い
さ
は
不
定
ぞ
、
㎝
O
x
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bo

?
×
囲
Q
◎
…
蒔
㎝
×
卜
σ
G
Q
×
一
〇
…
濠
×
b
O
蒔
×
δ
…
軽
b
⊃
×
b
⊃
刈
X
お
Ω
β
と
い
っ

た
寸
法
で
あ
る
。
壁
の
土
台
は
、
煉
瓦
の
破
片
を
固
め
て
作
ら
れ
て

い
る
。
　
東
北
軸
の
壁
の
一
部
は
、
　
南
壁
に
近
く
切
れ
て
戸
口
を
な

す
。
こ
の
東
北
壁
の
両
側
に
は
、
部
屋
が
し
つ
ら
え
て
あ
っ
た
。
そ

・
の
う
ち
西
側
に
は
、
二
つ
の
部
屋
が
南
北
に
隣
接
し
て
存
在
し
、
両

者
は
戸
口
に
よ
っ
て
相
通
じ
て
い
た
。
以
上
二
つ
の
戸
ロ
に
は
扉
が

と
り
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
　
現
に
軸
承
孔
の
穿
た
れ
た
石
（
但
し
、

　
一
つ
は
挽
臼
を
転
用
）
が
存
し
て
い
る
。
ま
た
南
の
部
屋
に
は
、
南
壁

に
な
か
ば
嵌
め
込
ま
れ
た
櫨
が
あ
り
、
そ
の
周
り
に
は
一
五
個
の
フ

リ
ン
ト
製
石
器
が
発
見
さ
れ
た
。
な
お
床
の
厚
さ
は
、
平
均
し
て
二

八
糎
ぞ
あ
る
。

　
第
五
号
家
屋
　
　
家
屋
μ
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
家
屋
の
遺
構
は
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露

8
1
1
0
地
位
に
激
っ
て
い
る
。
現
れ
て
来
た
の
は
、
東
北
軸
の
遺
戸

ぞ
あ
る
。
そ
の
厚
さ
は
不
定
で
、
五
七
一
六
五
糎
で
あ
る
ゆ
築
造
に

用
い
ら
れ
た
煉
瓦
の
大
い
さ
竜
様
々
で
、
僻
O
×
卜
。
G
。
×
H
一
…
鼻
Q
。
×
b
。
ω
×

H
一
…
腿
①
×
b
o
ω
×
一
〇
〇
諺
の
一
二
種
が
区
別
さ
れ
る
。
壁
の
両
側
は
部
屋

に
な
っ
て
い
た
。
　
壁
に
は
、
　
部
屋
を
結
ぶ
戸
口
が
ニ
ケ
所
あ
け
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
壁
の
東
北
端
に
接
し
て
こ
れ
と
直
角
に
別
な
壁
が

東
南
に
少
し
く
張
拙
し
、
そ
の
端
は
戸
口
を
な
す
た
め
に
切
れ
て
い

る
。
東
北
軸
の
壁
の
西
側
に
は
、
壁
に
接
し
て
長
め
の
半
円
形
の
壇

。
戦
歴
鱒
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
高
さ
は
四
五
纒
で
あ
る
。
壁

は
、
漆
喰
で
厚
く
塗
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
床
の
厚
さ
は
二
三
纒
で
あ

る
。　

第
六
号
家
屋
　
家
屋
E
と
も
称
さ
れ
る
こ
の
家
屋
の
遺
構
は
、
第

10

n
位
の
下
半
か
ら
第
1
2
地
位
に
亘
っ
て
い
る
。
そ
の
床
は
、
地
盤

に
殆
ど
接
し
て
設
け
ら
れ
た
。
溝
内
に
見
ら
れ
た
の
は
、
東
北
に
面

し
て
冠
状
を
呈
す
る
三
つ
の
面
壁
ぞ
あ
る
。
壁
の
厚
さ
は
、
六
五

糎
、
　
ま
た
平
行
す
る
二
つ
の
壁
の
間
隔
は
、
　
七
〇
1
七
五
糎
で
あ

る
。
壁
積
み
に
は
ま
×
卜
。
曲
㎝
×
困
O
酒
断
x
卜
。
戯
x
8
0
導
の
二
種
の
煉

瓦
の
ほ
か
、
小
形
煉
瓦
や
半
載
煉
瓦
が
使
用
さ
れ
た
。
砂
壁
の
南
面

の
下
方
は
、
土
器
破
片
が
外
張
り
さ
れ
、
そ
の
上
を
漆
喰
で
塗
っ
て

い
る
。
床
の
厚
さ
は
、
一
〇
…
一
二
糎
で
あ
る
。
平
行
す
る
二
つ
の

壁
と
南
壁
で
劃
さ
れ
た
部
屋
は
、
貯
蔵
室
ぞ
あ
っ
た
ら
し
く
、
果
実

の
種
子
や
羊
の
骨
が
こ
こ
か
ら
発
見
さ
れ
た
。

　
臼
下
、
我
々
に
と
っ
て
最
も
関
心
の
深
い
遺
丘
の
下
部
が
試
掘
溝

だ
け
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
の
は
、
い
か
に
竜
残
念
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
試
掘
溝
を
通
じ
て
重
畳
す
る
家
屋
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
、
か

つ
ま
た
地
位
に
応
じ
て
土
器
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
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れ
た
の
は
、
大
い
に
多
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
ひ

三
　
第
二
暑
家
屋
の
遺
構

　
構
　
　
成
　
　
前
に
触
れ
て
お
い
た
第
二
号
家
屋
の
遺
構
は
、
第
2
、

3
地
位
に
亘
っ
て
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
塗
平
臥
の
建
物
の

大
部
分
を
な
す
も
の
で
、
そ
の
う
ち
二
七
室
が
明
る
み
に
出
さ
れ
た

第二号家屋平面図第一図

　
　
　
　
　
　
　
ウ

｝．

ｵ
が
籔
参

愈
．
斤
4
認
〃
．
吻
駈
2

　
　
　
ノ
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
2
3
　
影
回
∵
霊
賜

，
　
　
霧
∬

瞥
4
騨
髪
籔
野

・・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
び
　
へ

∠
蘂
難
’
こ
藷
藷
・

湯
　
．
の
∠
ヂ
峯
膨
．
嚢

　v一；

　　　　　ク　　　V　x　　　羅
　　　　ee／et一　et2e4ss”

　
　
拶
”

観
礼

艇
謂
吻

　
易

の
で
あ
る
（
第
一
図
）
。
廓
内
に
は
多
数
の
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
通
廊
と
称
す
べ
き
も
の
は
な
く
、
戸
口
に
よ
っ
て
互
に
相
通
ず

る
型
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
入
口
は
、
第
1
4
号
室
に
み
ら
れ
る
。
建

物
全
体
の
形
は
不
整
形
で
あ
り
、
部
屋
の
間
取
り
も
乱
雑
ぞ
あ
る
。

ま
た
建
物
は
西
南
に
面
し
て
は
い
る
が
、
は
っ
き
り
と
方
位
に
即
し

て
建
て
ら
れ
て
は
い
な
い
。
現
存
す
る
遺
壁
の
高
さ
は
、
八
五
i
一

五
〇
糎
ぞ
あ
る
。

　
こ
の
建
物
の
間
取
り
を
仔
細
に
眺
め
る
と
、
二
七
の
部
屋
が
若
干

の
群
に
分
が
れ
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
う
ち
で
も
建

物
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
第
1
1
9
号
室
よ
り
な
る
西
北
群
で
あ

る
が
、
こ
の
群
の
部
屋
の
大
い
さ
は
、
平
均
し
て
二
・
八
八
×
一
。

七
三
米
で
あ
る
。
西
北
群
に
接
し
て
東
南
群
（
第
9
1
1
2
号
箋
）
が
あ

る
。
こ
の
群
の
諸
室
は
、
西
北
群
の
壁
の
延
長
線
の
内
側
に
配
さ
れ

て
い
る
。
東
方
群
（
第
1
3
－
1
5
、
2
1
号
室
）
の
薬
室
は
、
大
い
さ
も
プ
ラ

ン
も
不
同
ゼ
あ
る
が
、
梯
形
に
近
い
ブ
ラ
ン
と
雷
っ
て
も
よ
い
。
西

北
群
の
西
南
に
は
、
西
南
群
（
第
2
2
－
2
7
号
室
）
、
東
北
に
は
東
北
群

（
第
1
6
－
2
0
号
室
）
が
あ
り
、
北
側
に
は
北
方
群
の
部
屋
が
二
、
　
三
明

る
み
に
出
さ
れ
て
い
る
。

施
エ
法
　
　
主
要
な
建
築
材
料
は
、
窃
を
混
入
し
た
粘
土
を
陽
乾
に
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し
た
短
冊
形
の
煉
瓦
で
あ
る
。
そ
の
大
い
さ
は
、
恥
b
。
×
b
。
b
⊃
×
㊤
b
…
匁

×
卜
3
b
o
×
圖
困
…
膳
鼻
×
N
ら
X
隔
H
…
恥
O
×
ト
っ
ω
×
P
㎝
い
鼻
刈
×
卜
⊃
鼻
×
H
O
…
継
刈
X

卜。

H
×
目
～
同
b
。
o
旨
と
い
っ
た
よ
う
に
様
々
で
あ
る
が
、
概
し
て
軽
”
N
”

μ
の
比
率
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
．
壁
の
厚
さ
は
、
煉
瓦
の
積
み
方

の
如
何
に
よ
っ
て
相
違
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
長
手
積
の
壁
で
は
二

五
一
三
〇
纏
、
小
口
積
で
は
五
〇
一
五
五
糎
、
一
段
に
一
枚
半
を
用

い
た
厚
い
壁
で
は
八
五
糎
ぞ
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
一
段
は
小

口
積
、
次
ぎ
の
段
は
長
手
積
と
い
う
よ
う
に
、
巧
み
な
整
層
積
の
手

法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
煉
瓦
積
の
手
法
の
委
細
に
つ
い
て
は
、
な

お
第
一
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
壁
に
は
し
ば
し
ば
短
い
張
出
部
が
添
加
さ
れ
、
両
側
か
ら
の
張
出

部
が
戸
口
を
形
成
し
、
部
屋
を
仕
切
っ
て
い
る
（
例
え
ば
、
第
6
号
室
）
。

戸
口
は
全
部
で
二
六
も
存
し
て
い
る
が
、
一
般
に
そ
の
形
状
は
整
っ

て
い
な
い
。
最
も
興
味
深
い
の
は
、
第
1
0
、
1
1
、
1
2
号
室
に
係
か
つ

て
曇
る
プ
ラ
ン
が
凸
紛
状
の
張
出
部
ぞ
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
迫
持

受
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
算
1
4
、
2
6
号
室
の
戸
口
に
扉
が
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

明
瞭
で
あ
る
。
第
1
4
号
室
の
軸
承
石
は
、
小
臼
の
形
で
、
高
さ
は
九

章
、
直
径
は
上
方
で
一
五
糎
、
下
方
で
一
三
糎
を
算
す
る
。
上
面
に

は
、
深
さ
四
叉
、
直
径
景
趣
の
半
球
形
の
孔
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
戸
口
の
閾
の
端
に
近
く
の
床
に
、
上
面
だ
け
が
顕
れ
る
よ
う
に

埋
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
建
物
の
正
面
入
口
の
扉
の
軸
を
支
え
た

も
の
ぞ
あ
っ
た
。
第
2
6
号
室
の
閾
に
は
、
軸
承
石
と
し
て
欠
け
た
挽

臼
が
転
用
さ
れ
て
い
た
。
か
よ
う
に
戸
口
に
扉
を
と
ヴ
つ
け
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
多
く
の
場
合
、
戸
口
に
は
蒲
が
垂
れ
か
け
ら
れ
て
い

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
建
物
全
体
に
亘
っ
て
天
井
（
屋
根
）
が
遺
存
し
て
い
る
例
が
な
い
の

ぞ
、
天
井
に
つ
い
て
の
精
確
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

第
5
、
6
号
室
を
仕
切
る
張
出
部
に
つ
い
て
吟
味
す
る
と
、
，
上
端
に

折
れ
且
が
痕
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
自
ら
こ
こ
に
鴛
薩
式
の
天
井
が

架
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
西
北
群
の
壁
が

部
厚
い
の
も
、
そ
れ
が
弩
旧
式
天
井
を
支
え
る
た
め
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
ま
た
西
北
群
の
諸
室
を
充
た
し
て
い
た
遺
物
包
含
層
に
は
、

煉
瓦
の
著
し
い
堆
積
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ま
た
如
上
の
想
定
を

裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
西
北
群
を
取
り
ま
く
諸
差
に
つ
い
て
は
、

鴛
薩
式
天
井
の
存
在
を
推
知
す
る
に
足
る
証
跡
は
、
な
ん
ら
見
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ド
ぶ
ち

れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
室
に
は
、
丸
太
の
樟
縁
を
渡
し
た
平
な
天
井

が
架
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
リ
ト
ヅ
ィ
ン
ス
キ
イ
は
、
第
2
2
号

47　（47）



室
に
は
、
大
局
か
ら
み
て
天
井
が
な
く
、
そ
れ
は
青
天
井
式
の
所
謂
，

　
む
か
り
、
こ
や

『
明
小
舎
』
ぞ
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
が
、
筆
者
に
は
彼
が

ど
う
い
う
根
拠
か
ら
そ
う
し
た
推
測
を
な
し
て
い
る
か
が
不
明
．
て
あ

る
。　

各
室
の
壁
は
、
窃
を
混
入
し
た
雪
花
石
膏
の
漆
喰
で
塗
ら
れ
た
が
、

こ
れ
に
は
相
当
量
の
獣
糞
も
混
ぜ
ら
れ
た
。
外
界
に
面
し
た
壁
は
、

漆
喰
を
塗
ら
ぬ
の
が
恒
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
床
は
、
窃
を
入
れ
た
粘

土
で
固
め
ら
れ
、
そ
の
上
面
は
、
窃
を
入
れ
た
塗
料
で
塗
ら
れ
て
い

る
。
床
の
厚
さ
は
、
平
均
し
て
一
六
糎
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
プ
ア

　
設
備
　
室
内
の
固
定
設
備
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
壇
、
埋

け
琵
ど
・
墨
と
暑
舜
、
寵
、
櫨
の
類
で
あ
る
。
壇
は
壁
に
接
し
て
設

け
ら
れ
て
い
た
。
プ
ラ
ン
は
、
轡
形
ま
た
は
矩
形
で
あ
る
。
第
1
6
号

室
に
は
、
扇
形
及
び
短
形
の
壇
が
身
体
と
西
壁
に
接
し
て
造
ら
れ
て

．
い
る
。
第
8
号
室
の
壇
は
矩
形
を
呈
し
、
寸
法
は
七
〇
×
＝
二
五
纒
、

高
さ
が
五
五
糎
で
あ
る
。
こ
の
壇
の
外
枠
は
、
煉
瓦
一
角
の
幅
で
あ

っ
て
、
内
部
に
は
煉
瓦
の
破
片
や
粘
土
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
壇
の

外
側
と
、
時
と
し
て
は
上
面
と
は
、
漆
喰
で
塗
ら
れ
て
い
る
。
壇
の

外
側
は
、
煉
瓦
ぞ
積
ま
れ
る
の
が
恒
で
あ
る
が
、
第
2
号
室
の
扇
状

の
壇
だ
け
は
、
例
外
的
に
粘
土
だ
け
で
営
ま
れ
て
い
る
。

　
埋
け
嚢
に
は
、
大
き
な
聾
（
腹
部
が
円
筒
形
）
を
口
縁
部
ま
で
床
下

に
埋
め
た
も
の
（
北
方
群
東
寄
り
の
黛
）
と
、
把
手
の
あ
る
壷
を
埋
め

た
も
の
（
第
1
6
号
室
Y
と
が
あ
る
。
言
う
ま
ぞ
も
な
く
こ
れ
ら
は
、
液

体
の
貯
蔵
に
充
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
室
内
に
は
、
し
ば
し
ば
寵
の
設
備
が
あ
っ
た
。
第
一
類
は
、
押
入

れ
式
の
寵
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
く
は
な
い
が
、
ア
ル
コ
ー
ヴ
式
に

深
く
壁
に
喰
込
ん
で
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
寵
に
は
、
し
ば
し

ば
容
器
が
置
か
れ
た
と
見
え
、
第
7
号
室
で
は
か
か
る
＾
籠
に
六
個
の

壷
が
存
し
て
い
た
。
第
二
類
は
、
深
く
壁
に
喰
込
ん
で
は
い
る
が
、

高
さ
が
低
く
、
頂
部
が
窄
っ
て
い
る
寵
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
寵

と
言
う
よ
り
も
、
実
は
壁
に
設
け
ら
れ
た
暖
櫨
と
い
っ
た
方
が
正
し

い
ぞ
あ
ろ
う
。
第
三
類
は
、
第
4
号
室
に
設
け
ら
れ
た
独
特
の
寵
で
、

そ
れ
は
床
か
ら
六
一
二
糎
の
部
位
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
壁
に
喰

込
ん
だ
奥
行
は
頗
る
深
い
の
で
（
七
二
糎
）
、
寵
の
奥
書
は
非
常
に
薄

く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
寵
の
最
大
幅
は
、
六
五
糎
で
あ
る
。
ま
た
寵

の
底
面
は
平
で
あ
る
が
、
権
か
ら
奥
行
一
四
糎
の
と
こ
ろ
で
底
面
は

一
段
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
寵
の
プ
ラ
ン
は
正
方
形
に
近
い
が
、
底

面
と
三
つ
の
側
壁
と
は
、
直
角
を
な
し
て
接
す
る
こ
と
な
く
、
滑
か

な
流
線
形
を
な
し
て
淀
み
な
く
連
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
祭
壇
に
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で
も
使
用
さ
れ
た
寵
で
あ
ろ
う
か
。

　
援
暖
や
調
理
用
に
充
て
ら
れ
た
櫨
に
も
、
三
つ
の
種
類
が
認
め
ら

れ
る
。
第
一
類
は
、
第
二
類
の
寵
と
さ
れ
た
暖
濾
式
の
濾
で
あ
る
。

こ
の
好
例
は
、
第
6
号
室
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
プ
ラ
ン
は
円

形
を
呈
し
、
　
幅
は
下
方
で
六
七
糎
、
　
上
方
で
二
〇
…
二
七
糎
で
あ

る
。
底
部
は
、
小
口
積
の
煉
瓦
ぞ
囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
側
の
火

処
は
焼
土
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
類
は
、
壁
に
喰
込
ん
で
作
ら
れ
た

櫨
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
床
か
ら
三
、
四
〇
糎
高
く
位
置
し
、
頂
部
は

弩
薩
状
を
呈
し
て
い
る
。
第
5
号
室
の
例
を
と
る
と
、
そ
れ
は
床
上

一二

ﾜ
糎
に
あ
り
、
幅
は
八
六
糎
、
高
さ
は
一
二
五
纒
、
奥
行
は
、
三
五

一
四
〇
糎
で
あ
る
。
底
の
火
処
に
は
、
小
石
が
敷
か
れ
て
い
る
。
第

1
2
、
2
3
号
室
に
は
、
こ
の
型
式
に
属
す
る
大
形
の
憾
が
存
す
る
。
第

23

?
室
の
櫨
ぞ
は
、
火
処
が
土
器
の
大
形
破
片
ぞ
畳
ま
れ
て
い
た
。

第
三
号
は
、
壁
に
近
く
、
床
上
に
設
け
ら
れ
た
簡
単
な
櫨
で
あ
る
。

第
5
号
室
に
は
、
前
記
の
も
の
の
ほ
か
、
本
類
に
該
当
す
る
櫨
が
あ

る
。
そ
の
火
煙
は
、
小
口
積
に
し
た
煉
瓦
ぞ
囲
ま
れ
て
い
る
。

　
埋
，
葬
　
床
下
に
小
児
を
埋
葬
す
る
風
習
は
、
ア
ナ
ゥ
遺
丘
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
て
も
看
取
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
第
二
号
家
屋
で
も
、
床
下
、

壁
の
土
台
下
ま
た
は
壁
に
接
し
た
床
下
に
、
一
〇
例
に
上
る
小
児
の

埋
葬
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
屈
葬
に
附
さ

れ
て
い
た
。
一
体
が
坐
形
で
あ
る
ほ
か
は
、
全
部
が
横
向
き
の
姿
勢

を
と
っ
て
い
る
が
、
埋
葬
の
方
向
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
ま
た
一
例

を
除
け
ば
、
遺
骨
は
副
葬
品
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
小
児
骨
の
調
査
は
、
人
類
学
者
ゼ
ゼ
ン
コ
！
ヴ
ァ
b
5
●

ぬ
’
ω
o
。
σ
頭
舅
○
畢
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
彼
女
の
報
告
に
よ
る
と
、
第

3
号
が
8
－
1
0
歳
、
第
9
号
が
6
－
7
歳
で
あ
る
の
を
例
外
と
す
れ

ば
、
全
部
の
遺
骨
は
、
満
一
歳
前
後
の
嬰
児
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た

す
べ
て
の
頭
蓋
骨
は
、
ユ
ゥ
ロ
ッ
ペ
オ
イ
ド
的
な
長
頭
型
を
示
し
、

そ
の
う
ち
で
も
地
中
海
人
種
の
ザ
・
カ
ス
ピ
変
種
に
近
似
し
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
変
遷
　
い
ま
第
二
号
家
屋
の
歴
史
を
辿
っ
て
見
る
と
、
先
ず
明

か
と
な
る
の
は
、
第
三
号
家
屋
の
廃
嘘
を
地
均
し
し
た
後
に
、
始
め

て
建
て
ら
れ
た
の
は
、
西
北
群
の
諸
士
か
ら
な
る
建
物
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
室
は
、
プ
ラ
ン
、
大
い
さ
、
壁
の
厚

さ
の
点
で
一
定
し
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
中
核
と
な
る
諸
国

に
増
築
さ
れ
た
の
は
、
第
1
0
1
1
2
号
の
教
室
で
あ
っ
て
、
壁
の
接
目

は
、
今
な
お
部
分
的
に
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
東
方
群
、
東
北
群
、

西
南
群
、
北
方
群
の
諸
富
が
増
築
さ
れ
た
の
は
、
か
な
り
後
に
な
つ
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て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
時
期
を
異
に
す
る
増
築
で
あ
っ
た
た
め
、

各
群
に
用
い
ら
れ
て
い
る
煉
瓦
の
寸
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
で
い
る
。

ま
た
北
方
群
の
二
室
の
床
面
は
、
爾
余
の
群
の
諸
室
の
床
面
よ
り
ず

っ
と
高
く
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
北
群
の
西
に
接
し
て
ま
た

若
干
の
部
屋
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
殆
ど
発
掘
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
床
面
は
、
西
北
群
の
床
よ
り
五
〇
糎
も
高
い
め
で
あ
る
。
発
掘
者

は
、
西
方
の
総
論
は
、
母
屋
が
永
年
に
亘
っ
て
使
用
さ
れ
た
後
、
恐

ら
く
は
そ
れ
が
崩
壊
し
始
め
た
頃
に
増
築
さ
れ
た
も
の
ぞ
あ
ろ
う
と

想
定
し
て
い
る
。

　
第
一
言
万
家
屋
に
は
、
永
年
の
使
用
期
間
に
お
い
て
幾
度
と
な
く
増

築
、
改
築
、
修
理
が
加
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
第
1
6
号
室
の
東
南
隅

に
は
、
初
め
第
三
類
の
櫨
が
あ
っ
た
。
後
に
な
っ
て
其
処
に
壁
が
つ

く
ら
れ
、
こ
の
櫨
は
暖
櫨
式
（
第
一
類
）
に
壁
中
に
抱
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
同
じ
頃
、
第
1
6
号
室
の
西
北
隅
に
は
、
扇
状
の
壇
が
営
ま

れ
、
そ
れ
に
接
近
し
て
把
手
の
あ
る
大
き
な
壷
が
埋
け
甕
と
し
て
床

下
に
埋
め
れ
、
最
後
に
炬
形
の
壇
が
西
壁
に
接
し
て
設
け
ら
れ
た
。

ま
た
そ
う
し
た
工
事
に
際
し
て
、
壁
も
床
も
一
再
な
ら
ず
更
新
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
号
家
屋
が
大
体
に
お
い
て
廃
棄
さ
れ
た
時
か
ら
そ
れ
が
完
全

，

な
廃
嘘
と
化
す
る
蒔
ま
で
の
期
闘
は
、
五
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ

と
が
出
来
る
。
第
一
期
に
は
、
家
屋
は
ま
だ
屋
根
を
戴
い
て
い
た
が
、

床
は
鐘
乳
石
質
の
細
粒
で
覆
わ
れ
始
め
た
。
但
し
、
幾
つ
か
の
部
屋

が
居
住
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
第
二
期
に
は
、
鴛
両
替
天

井
が
崩
壊
し
、
莫
大
な
量
の
煉
瓦
が
室
内
に
堆
積
し
た
。
第
7
、
8

号
室
に
新
来
の
人
々
が
居
住
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
第
四
期
に
は
、

家
屋
の
大
部
分
は
埋
も
れ
、
そ
の
上
に
第
一
号
家
屋
が
建
て
ら
れ
た
。

但
し
、
第
4
号
室
の
堆
積
物
で
高
ま
っ
た
新
し
い
床
面
に
は
、
人
間

が
住
ん
だ
形
跡
が
窺
わ
れ
る
。
第
五
期
に
は
、
家
屋
は
完
全
な
廃
嘘

と
化
し
た
が
、
そ
の
頃
、
第
一
号
家
屋
も
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

以
上
に
み
る
よ
う
に
、
第
一
号
家
屋
は
、
第
二
号
の
荒
廃
直
後
に
建

て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
長
考
の
間
に
は
、
か
な
り
の
年
代
的
な
溝

渠
が
あ
る
の
ぞ
あ
る
。

　
考
案
　
発
掘
者
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
は
、
第
二
号
家
屋
に
つ
い

て
様
々
な
考
案
を
提
出
し
て
い
る
。
い
ま
そ
れ
ら
を
要
領
よ
く
纒
め

て
紹
介
し
よ
う
。

　
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
の
文
化
層
は
、
六
米
に
達
し
て
い
る
が
、
発
掘

者
は
こ
れ
を
上
層
、
中
層
、
下
層
に
三
分
し
て
い
る
。
上
層
は
、
第

1
地
位
か
ら
第
3
地
位
ま
ぞ
で
あ
る
。
ナ
マ
ー
ス
が
上
層
文
化
は
、
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ア
ナ
ゥ
第
三
期
文
化
に
平
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
技
術
史
酌
に
は
、

青
銅
器
時
代
に
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
、
二
号
家
屋

は
、
ま
さ
に
こ
の
上
層
文
化
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
同
時
性
の
問
題
を
厳
密
に
量
濯
わ
な
い
な
ら
ば
、
第
二
号
家
屋

と
辮
W
成
的
［
に
■
相
近
い
類
例
は
、
　
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
近
傍
の
バ
タ
ン
畷
思
丘

6
9
。
中
憎
し
d
9
犀
⊆
路
や
ボ
レ
ー
ズ
ム
の
ジ
ャ
ン
バ
ス
。
カ
ラ
指
事
p
凄
9
？

奉
葛
遺
跡
そ
の
他
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
類
似
し
た
家
屋
は
、
山

地
タ
ジ
ッ
ク
人
の
間
で
は
、
現
在
な
お
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
山
地
タ
ジ
ッ
ク
人
の
ヴ
ァ
ヒ
オ
・
ボ
i
厭
族
⇔
」
錠
固
δ
、

O
O
鼠
。
に
は
、
　
＝
二
平
丸
米
の
大
い
さ
の
一
宇
の
家
屋
に
、
五
四

人
の
家
族
員
が
居
住
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
家
族
形
態
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

家
父
長
制
大
家
族
で
あ
る
。
そ
う
し
た
資
料
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、

第
二
号
家
屋
は
、
必
ず
や
大
家
族
の
住
屠
で
あ
っ
た
と
考
定
さ
れ
る
。

家
屋
内
の
若
干
の
部
屋
を
除
け
ば
、
谷
室
は
小
家
族
の
住
居
に
充
て

ら
れ
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
幾
つ
か
の
部
屋
は
、
居
室
で
は
な
く
、
特
別
の
目
、
的
に
使
用
さ
れ

た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
第
5
、
1
2
、
2
3
号
室
に
は
、
調
理
用
の
大
き

な
櫨
が
存
す
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
諸
…
室
は
、
炊
事
・
用
の
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
第
1
0
、
1
1
号
室
は
、
全
員
が
列
席
す
る
儀
式
的

な
饗
宴
に
充
て
ら
れ
た
の
で
ぽ
な
が
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
両
室
の
床

に
は
、
食
事
の
残
津
が
他
の
ど
の
部
屋
よ
り
も
ず
っ
と
数
多
く
散
乱

し
て
い
た
。
床
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
獣
骨
の
間
に
は
、
人
間
の
頭
蓋

骨
（
少
く
と
も
四
個
分
）
の
破
片
や
四
肢
骨
の
部
分
も
混
じ
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
頭
蓋
骨
は
わ
ざ
と
砕
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
破
片
は
、

内
外
両
面
と
も
焼
か
れ
て
い
る
。
ま
た
一
頭
蓋
骨
に
は
、
存
命
時
に

鋭
い
武
器
（
矢
？
）
　
に
よ
っ
て
貫
通
さ
丸
た
三
角
形
の
傷
痕
が
認
め

ら
れ
る
。
ま
た
両
室
か
ら
は
、
赤
い
顔
料
を
容
れ
た
完
形
の
深
鉢
形

土
器
一
個
と
、
こ
の
顔
料
が
附
着
し
た
土
器
破
片
一
個
が
出
土
し
て

い
る
。
骨
を
割
っ
た
大
形
の
礫
も
、
い
く
つ
か
が
両
室
の
床
上
で
発

見
さ
れ
た
。
正
面
玄
関
に
あ
た
る
第
1
4
号
室
の
床
上
に
は
、
多
数
の

土
器
破
片
が
散
乱
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
た
居
室
で
は
な
か
っ
た
ぞ
あ

ろ
う
。
な
お
第
2
4
号
室
で
は
若
干
の
磨
き
石
が
、
ま
た
第
2
0
号
室
で

は
幾
つ
か
の
挽
臼
が
発
兇
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
事
実
を
も

つ
て
し
て
は
、
第
2
0
、
2
4
号
室
の
用
途
を
判
定
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
ろ
う
。

　
発
掘
者
の
提
示
し
た
考
案
は
、
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
り
、
無
理
が

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
複
雑
な
構
成
を
と
る
大
家
屋
の
発
見
は
、

そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
適
切
な
考
案
と
相
侯
っ
て
、
古
代
の
共
同
体
の
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研
究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
甚
だ
多
い
の
で
あ
る
。

四
　
上
層
文
化
の
土
器
と
石
容
器

　
遺
物
の
記
述
　
　
発
掘
者
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
は
、
　
『
紙
幅
に
余
裕
…

が
な
い
』
こ
と
を
理
由
に
、
出
土
遺
物
を
略
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
彼
の
記
述
は
し
ば
し
ば
要
点
を
漏
ら
し
、
我
々
を
困
惑
さ

す
こ
と
が
多
い
。
な
に
よ
り
も
困
る
の
は
、
出
土
し
た
地
位
を
明
記

せ
ず
に
遣
物
を
記
述
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
銅

製
山
懐
の
如
き
は
、
最
も
重
要
な
遺
物
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
出
土
地

位
は
ど
こ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
凡
そ
土
器
を
記
述

す
る
場
合
に
は
、
必
ず
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
項
目
は
幾
つ
か
存

す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
う
し
た
重
要
項
目
に
は
無
頓
着
で
あ
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
。
上
層
出
土
の
素
文
土
器
（
単
色
土
器
）
は
、
明

か
に
精
製
、
粗
製
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
発
掘
老
は
、

両
老
を
は
っ
き
り
と
区
別
せ
ず
に
記
述
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
よ
う
な
欠
陥
の
た
め
の
遁
辞
と

は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
筆
者
は
、
彼
の
記
述
を
竜
と
と
し
な

が
ら
も
、
実
測
図
を
自
ら
の
眼
で
眺
め
、
も
っ
て
要
を
え
た
記
述
を

以
下
に
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
自
ら
限
界
が
あ

る
こ
と
を
予
め
含
ん
で
お
い
て
戴
き
た
い
と
思
う
。

　
土
器
の
分
類
　
上
層
（
第
1
1
3
地
位
）
．
か
ら
は
、
多
数
の
土
器
が

出
土
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
、
第
一
類
（
粗
製
土
器
）
、

第
二
類
（
精
製
土
器
）
、
第
三
類
（
彩
丈
土
器
）
の
三
類
に
区
分
さ
れ
る

が
、
第
一
類
と
第
二
類
と
の
量
的
な
比
率
は
、
筆
墨
に
は
不
明
で
あ

る
。　

粗
製
土
器
　
中
形
、
大
形
の
粗
製
の
土
穿
で
、
彩
し
く
出
土
し
た

と
い
う
。
箆
磨
き
な
ど
の
施
さ
れ
な
い
粗
雑
な
肌
面
を
有
す
る
。
水

號
、
貯
蔵
用
、
炊
事
用
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
大
形
の

炊
事
用
の
鉢
形
土
器
、
鍋
形
（
雪
形
）
土
器
（
隣
と
し
て
筒
状
の
注
口
が

あ
る
）
、
把
手
の
あ
る
大
き
い
壷
形
土
器
、
腹
部
が
円
筒
状
に
細
長
い

貯
蔵
用
の
聾
形
土
器
、
樋
状
の
注
口
の
あ
る
甕
形
土
器
な
ど
の
存
在

が
知
ら
れ
る
が
、
な
お
こ
の
ほ
か
に
様
々
な
形
態
の
鉢
形
土
器
が
あ

る
と
言
う
。
胎
土
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
葡
や
砂
粒
の
混
入

し
た
粗
い
粘
土
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
成
形
に
は
輕
魑
が
使

用
さ
れ
た
ら
七
い
が
、
こ
れ
ま
た
委
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
精
製
土
器
　
最
も
多
い
の
は
、
口
縁
部
が
朝
顔
花
状
に
開
い
た
土

器
ぞ
あ
る
（
第
2
図
1
、
2
）
。
大
い
さ
は
一
定
し
て
い
な
い
が
、
小

形
、
中
形
に
属
す
る
も
の
ら
し
い
。
時
と
し
て
は
、
器
壁
が
ひ
ど
く

52　（52）
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薄
い
例
が
み
ら
れ
る
。
形
態
の
上
で
こ
れ
に
近
い
の
は
、
若
干
の
鉢

形
土
器
で
、
そ
れ
は
口
縁
部
が
段
を
な
し
、
口
端
が
直
立
し
て
い
る

（
第
2
図
3
）
。
以
上
の
ほ
か
三
つ
の
基
本
形
態
に
編
入
す
る
こ
と
の

出
来
る
相
当
数
の
鉢
形
土
器
が
あ
る
（
第
2
図
4
1
8
）
。
　
ま
た
属
し

く
存
す
る
の
は
、
中
形
、
小
形
の
壷
、
聾
の
類
（
第
2
図
9
－
1
3
）
で

あ
り
、
ま
た
注
口
が
筒
状
の
注
口
土
器
（
第
2
図
1
4
－
1
7
）
で
あ
る
。

禺
土
数
の
少
い
も
の
は
、
口
縁
部
が
殆
ど
直
立
し
た
大
き
い
浅
鉢
形

土
器
（
第
2
図
8
）
、
口
縁
に
近
く
、
水
平
な
二
条
の
隆
起
線
を
め
ぐ

ら
す
鉢
形
土
器
（
第
2
図
7
）
、
小
さ
い
皿
形
土
器
、
土
製
台
脚
な
ど
’

　
　
　
　
　
　
ふ
る
い

ぞ
あ
る
。
ま
た
『
鯖
』
o
自
。
と
呼
ば
れ
る
土
器
も
幾
つ
か
出
土
し
た
。

実
測
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
実
体
は
不
明
ノ
し
あ
る
が
、

多
分
そ
れ
は
、
ヒ
ッ
サ
ー
ル
黒
部
↓
Φ
恒
①
頃
δ
ω
鍵
な
ど
か
ら
出
て

い
る
所
謂
『
火
鉢
』
ぴ
聴
9
N
δ
戦
（
多
孔
の
台
付
土
器
）
を
さ
し
た
も
の
で

　
　
⑨

あ
ろ
う
。

　
精
製
土
器
に
は
、
底
面
に
願
文
を
刻
し
た
例
が
あ
る
。
精
製
、
粗

製
両
土
器
と
も
殆
ど
す
べ
て
が
無
文
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
測

図
に
も
交
様
は
表
出
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
発
掘
者
も
爺
様
に
つ

い
て
は
、
縦
位
状
文
が
稀
に
刻
さ
れ
た
例
が
あ
る
と
簡
単
に
述
べ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
更
に
彼
は
、
素
文
土
器
の
色
調
f
こ
れ
は
イ

ラ
ン
文
化
圏
の
土
器
に
つ
い
て
は
重
要
な
闇
題
で
あ
る
が
一
を
全

く
記
述
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
精
製
土
器
の
大
部
分
は
、
軸
轍
製

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
精
製
土
器
、
殊
に
器
壁
の
薄
い
土
器
の
愚
詠
は
、

非
常
に
よ
く
精
選
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
焼
成
も
堅
緻
で
あ
り
、
そ
の

破
片
を
叩
け
ば
金
属
音
が
出
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
膨
面
は
一
般
に

箆
磨
き
が
施
さ
れ
、
美
し
い
光
沢
を
放
つ
例
も
あ
る
よ
う
ぞ
あ
る
。

な
お
精
製
土
器
の
う
ち
に
は
、
獣
形
装
飾
や
円
錐
形
土
製
品
を
肩
部

に
貼
り
つ
け
た
り
、
注
口
を
雄
山
羊
の
頭
の
形
に
作
っ
た
り
し
た
装

飾
土
器
も
存
し
て
い
る
。

　
彩
丈
土
器
　
僅
か
な
が
ら
出
土
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

実
測
図
も
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
詳
細
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

ア
ナ
ゥ
第
三
期
文
化
の
彩
文
土
器
か
ら
類
推
す
る
し
か
仕
方
が
な
い

ぞ
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
石
容
器
　
明
白
色
の
半
透
明
な
石
（
大
理
石
や
雪
花
石
膏
の
こ
と
ら

し
い
）
を
削
り
作
っ
た
石
容
器
は
、
か
な
り
多
数
出
土
し
た
よ
う
で

あ
る
。
大
い
さ
は
様
女
で
、
高
さ
が
二
・
五
糎
の
も
の
か
ら
一
五
糎
に

達
す
る
も
の
ま
ぞ
あ
る
。
概
し
て
形
態
は
、
小
瓶
の
形
を
と
っ
て
い

る
が
、
圷
形
を
な
す
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
石
容
器
は
、
殆
ど
例
外

な
く
、
著
し
く
外
反
し
た
口
縁
部
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
製
作
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に
際
し
て
は
、
原
石
の
断
つ
斑
色
の
石
墨
が
巧
み
に
利
用
さ
れ
た
。

オ
リ
エ
ン
ト
で
は
、
石
容
器
の
伝
統
は
土
器
よ
り
も
古
く
、
そ
れ
だ

け
に
完
成
し
た
そ
の
技
法
は
、
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
の
よ
う
な
周
辺
に

お
い
て
す
ら
見
事
な
作
品
を
産
み
・
出
し
て
い
る
。
し
か
し
石
容
器
が
、

ア
ナ
ウ
、
ナ
マ
ー
ス
が
両
遺
丘
と
も
、
古
い
方
の
文
化
層
に
検
出
さ

れ
な
い
こ
と
は
、
注
意
さ
る
べ
き
ぞ
あ
る
。

五
　
中
・
下
層
文
化
の
土
器

　
土
器
の
種
類
　
　
土
器
に
は
、
粗
製
、
精
製
、
彩
交
の
三
種
類
が
あ

る
。
し
か
し
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
は
、
こ
れ
ら
三
者
を
は
っ
き
り
区

別
し
な
い
で
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
形
態
と
彩
文
の
上
か
ら

試
掘
溝
の
土
器
は
、
中
層
（
第
4
1
1
0
地
位
）
と
下
層
（
第
1
1
、
1
2
地
位
）

の
二
群
に
大
別
さ
れ
る
可
能
性
を
説
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
意
識
的

に
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
土
器
を
記
述
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
下
層
か
ら
中
層
に
至
る
土
器
の
変
化
を
幾
つ
か
に
細
分

し
よ
う
と
す
る
意
図
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
余
り
先

走
り
し
た
記
述
は
わ
ざ
と
控
え
、
リ
ト
ヅ
ィ
ン
ス
キ
イ
の
線
に
沿
い
、

こ
れ
に
多
少
の
修
整
を
加
え
な
が
ら
説
明
し
て
行
き
た
い
。

　
粗
製
土
器
　
出
土
量
、
色
調
な
ど
は
、
不
明
で
あ
る
。
胎
土
に
は
、

繊
維
の
混
入
が
認
め
ら
れ
る
。
大
形
、
中
形
の
粗
製
土
器
を
通
じ
て

最
も
優
勢
な
の
は
、
外
方
へ
突
き
出
た
、
部
厚
く
て
大
き
い
口
縁
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

竜
つ
た
艶
形
土
器
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
口
端
は
水
平
で
平
た
く

作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
特
色
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
口
縁
部
が
『
く
』

記
憶
に
鋭
く
内
塾
し
た
深
鉢
形
土
器
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
下
層
に
お

い
て
は
、
大
形
の
竜
の
に
す
ら
し
ば
し
ば
彩
文
が
施
さ
れ
た
。

　
精
製
止
器
　
　
上
層
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
た
弓
形
土
器
は
、
中
層
か

ら
は
極
く
稀
に
し
か
出
土
し
な
い
。
中
層
に
お
い
て
一
般
的
に
見
受

け
ら
れ
る
の
は
、
接
底
部
ま
た
は
脚
部
に
平
行
太
形
凹
文
を
水
平
に

続
ら
し
た
台
脚
を
も
つ
黒
色
の
深
下
形
土
器
、
小
さ
い
が
、
し
か
し

ひ
ど
く
肥
厚
し
た
接
底
部
を
有
す
る
深
墨
形
土
器
、
腹
部
が
張
っ
て

水
平
の
稜
を
な
す
、
つ
ま
り
『
く
』
歯
状
の
断
面
を
示
す
無
．
頸
の
壷

な
ど
ぞ
あ
る
。
後
者
は
、
下
層
に
進
む
に
従
っ
て
口
縁
部
の
選
曲
度

が
減
少
し
、
下
腹
部
が
短
く
な
り
、
遂
に
ア
ナ
ゥ
母
式
に
典
型
的
な

椀
形
土
器
に
達
す
る
の
ぞ
あ
る
。
雪
形
土
器
も
、
稀
ぞ
は
な
い
。
そ

の
特
徴
は
、
垂
直
の
、
ま
た
は
外
反
し
た
幅
広
い
轡
饗
し
た
口
黒
帯
を

も
つ
こ
と
ぞ
あ
る
。
注
口
土
器
は
、
第
6
地
位
に
至
っ
て
始
め
て
出

土
す
る
の
ぞ
あ
る
。
鉢
形
土
器
で
は
、
一
例
だ
け
丸
底
が
知
ら
れ
て

い
る
。
な
お
下
層
の
精
製
土
器
の
う
ち
に
は
、
鏡
の
よ
う
に
黒
光
り
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第
三
図
　
　
ナ
マ
ー
ス
が
申
層
文
化
の
彩
叉
土
器
（
上
方
の
第
4
地
位
よ
り
第
1
0
地
位
に
至
る
）
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す
る
器
面
を
有
す
る
も
の
も
存
し
て
い
る
。

　
彩
文
土
器
　
試
掘
溝
に
お
い
て
は
、
彩
交
土
器
が
優
勢
ぞ
あ
る
。

殊
に
下
層
で
は
、
そ
れ
は
量
的
に
圧
倒
的
ぞ
あ
る
。
尤
も
、
質
的
に

書
え
ば
、
彩
文
土
器
は
精
製
土
器
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
。
そ
の
形
態

に
つ
い
て
は
報
告
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
主
な
も
の
は
、
鉢
、

椀
、
跳
の
類
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
彩
文
は
、
明
色
、
時
と
し
て
は
ク
リ
ー
ム
色
の
粧
土
に
褐
色
、
稀

に
は
黒
褐
色
の
顔
料
で
施
さ
れ
る
か
、
或
い
は
赤
い
湿
土
に
黒
褐
色

ま
た
は
黒
色
の
顔
料
で
描
か
れ
た
。
後
者
の
場
合
、
土
器
は
し
ば
し

ば
光
沢
あ
る
踏
面
を
示
し
て
い
る
。
原
則
と
し
て
、
彩
文
が
施
さ
れ

る
の
は
、
土
器
の
上
半
部
に
限
ら
れ
て
い
る
。
下
層
に
な
る
と
、
赤

い
粧
土
を
も
つ
彩
文
土
器
が
増
加
し
、
ま
た
褐
色
や
黒
色
の
顔
料
を

用
い
た
多
彩
文
土
器
も
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
溝
線
に
顔
料
を
充

填
し
て
装
飾
と
す
る
　
ぎ
。
笙
ω
訂
賦
。
ロ
法
に
よ
る
土
器
が
中
層
下
部

に
存
す
る
の
は
（
第
3
図
9
4
、
鵬
）
、
特
筆
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
彩
文
の
文
様
的
構
成
は
、
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
中
層
の
土
器
群

に
あ
っ
て
は
、
基
本
的
な
交
様
は
平
行
線
文
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
巧

み
に
駆
使
し
て
種
々
様
々
な
文
様
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
平
行
鋸
歯

や
列
東
諸
な
ど
は
、
平
行
線
文
の
変
種
と
言
え
よ
う
。
ま
た
星
状
の

斑
点
を
配
置
し
た
文
様
や
同
心
円
文
な
ど
も
注
音
心
さ
れ
る
。
こ
の
群

の
土
器
を
下
層
の
土
器
か
ら
区
別
す
る
有
力
な
特
徴
は
、
形
象
文
の

愛
好
で
あ
る
。
形
象
文
と
し
て
は
、
雄
山
羊
（
第
3
図
2
0
）
や
鴨
（
第
3

図
4
8
、
7
7
）
を
描
い
た
も
の
や
、
樹
木
文
（
第
3
図
3
3
－
3
7
、
6
3
1
6
8
、
一
、
9
5
、
9
8
）

が
あ
る
。
ま
た
樹
間
に
山
羊
を
配
し
て
絵
画
的
文
様
構
成
を
と
っ
て

い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
下
層
の
土
器
に
あ
っ
て
は
、
複
雑
か
つ

豊
富
に
用
い
ら
れ
た
幾
何
学
文
が
特
徴
で
あ
る
。
同
心
円
文
、
心
置
、

鋸
歯
交
、
市
松
文
、
平
行
線
文
、
金
文
と
い
っ
た
も
の
が
単
独
に
、

或
い
は
組
合
せ
て
用
い
ら
れ
、
複
雑
な
構
成
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。

二
本
の
長
い
平
行
線
間
を
短
い
多
数
の
平
行
線
で
充
た
す
所
謂
『
梯

子
文
』
も
、
下
層
の
彩
文
土
器
の
有
力
な
特
色
を
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

六
　
石
器
。
金
属
器
。
そ
の
他

　
石
器
　
石
器
の
数
は
豪
し
い
が
、
そ
れ
は
各
地
位
か
ら
出
土
し

た
よ
う
で
あ
る
。
石
器
が
こ
の
地
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
、
プ
リ
ズ

ム
状
の
石
核
や
石
屑
の
数
．
多
い
出
土
か
ら
し
て
明
白
ぞ
あ
る
。
剥
片

を
用
い
た
刃
器
も
多
い
が
、
そ
の
う
ち
の
若
干
は
、
鎌
倉
に
使
用
さ

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
剥
片
を
用
い
た
掻
器
様
の
石
器
も
少
く
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な
い
。
非
常
に
石
量
の
多
い
の
は
、
両
面
加
工
の
石
鎌
で
あ
る
。
大

い
さ
は
二
・
二
一
五
・
五
糎
で
、
柳
葉
形
ま
た
は
三
角
形
を
呈
す
る
。

有
柄
式
の
石
鎌
は
一
、
例
発
見
さ
れ
た
だ
け
ぞ
、
他
は
す
べ
て
訳
柄
式

で
あ
り
、
基
部
は
尖
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
円
く
な
っ
て
い
る
。
製

作
は
さ
ほ
ど
良
好
ぞ
な
く
、
左
右
均
斉
の
美
し
い
修
整
は
見
ら
れ
な

い
。
数
の
上
で
多
い
の
は
、
石
弾
ぞ
あ
っ
て
、
卵
形
や
球
形
を
と
っ

て
い
る
。
球
形
の
も
の
で
は
、
上
端
と
下
端
と
が
平
に
切
り
と
ら
れ

て
い
る
。
大
形
の
石
器
と
し
て
は
、
諸
藩
な
石
斧
（
打
製
か
磨
製
か
記

さ
れ
て
い
な
い
）
△
挽
臼
、
軸
承
石
、
石
鍬
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
う
ち
に
は
、
ヒ
ッ
サ
ー
ル
遺
丘
出
土
の
石
羅
と
型
式
的
に
相
近
い

も
の
が
あ
る
。

　
金
属
器
　
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
は
、
金
属
器
の
出
土
量
や
出
土

層
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
　
恐
ら
く
そ
れ
は
、
　
全
地
位
か

ら
少
量
つ
つ
出
土
し
た
も
の
ぞ
あ
ろ
う
。
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
銅

（
青
銅
？
）
の
冶
金
術
ぞ
あ
る
。
こ
の
地
に
お
い
て
金
属
器
が
鋳
造
さ

れ
た
こ
と
は
、
出
土
し
た
金
簾
か
ら
立
証
さ
れ
よ
う
。
出
土
を
み
た

も
の
は
、
葉
状
の
短
劔
」
錐
、
基
部
の
肥
厚
し
た
針
（
孔
は
な
い
）
、

曲
っ
た
柄
を
も
つ
刀
子
の
断
片
な
ど
で
あ
る
。

　
土
製
品
　
　
土
製
の
…
匙
、
紡
錘
車
、
偶
像
な
ど
は
、
主
な
土
製
品

で
あ
る
。
　
『
指
当
』
は
、
バ
タ
ン
遺
丘
で
も
そ
の
出
土
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
指
に
つ
け
、
．
鎌
を
扱
う
際
に
指
を
保
護
す
る
も
の

で
あ
る
。
リ
ト
ヅ
ィ
ン
ス
キ
イ
は
、
土
製
の
家
屋
の
モ
デ
ル
を
近
辺

ぞ
表
面
採
集
し
た
。
こ
れ
は
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、
第
二
号
家
屋
な
ど

に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
履
を
模
し
た
土
製
品
が
存
し
て

い
る
。
こ
れ
は
先
端
が
折
曲
っ
た
型
式
に
属
し
て
い
る
。

　
装
身
具
　
装
身
具
は
豊
富
に
出
土
し
た
が
、
種
類
も
か
な
り
多

い
。
材
料
は
、
天
藍
石
そ
の
他
の
石
ぞ
あ
る
。
こ
れ
を
様
々
に
加
工

し
て
、
玉
、
緒
孔
の
あ
る
玉
や
環
が
作
ら
れ
た
。
装
身
具
の
つ
い
で

に
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
金
属
製
印
章
の
数
々
で
あ
る
。
そ
の
型

式
は
、
ア
ナ
ゥ
遣
丘
発
見
の
例
に
甚
だ
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
　
生
業
と
宗
教
生
活

　
農
耕
　
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
の
住
民
の
基
本
的
な
生
業
は
農
耕
ぞ

あ
り
、
つ
い
で
牧
蕾
で
あ
っ
た
。
農
耕
の
営
為
は
、
多
数
の
挽
臼
、

土
製
の
『
幣
信
』
、
石
鍬
、
煉
瓦
や
漆
喰
壁
に
窃
と
し
て
混
入
さ
れ

た
麦
藁
な
ど
か
ら
容
易
に
立
証
さ
れ
よ
う
。
但
し
、
そ
の
型
式
は
、

終
始
し
て
褥
耕
で
あ
っ
た
。
発
掘
に
際
し
て
は
ま
た
莫
大
な
量
に
上

．
る
穀
粒
が
採
取
さ
れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
推
す
な
ら
ば
、
栽
培
さ
れ
て
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い
た
の
は
、
大
麦
、
小
麦
、
稀
に
ラ
イ
麦
で
あ
っ
た
。
ま
た
豆
や
葡

萄
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

　
牧
畜
　
家
畜
類
の
遺
骨
は
、
差
し
く
出
土
し
た
。
そ
れ
ら
は
、

羊
、
山
羊
、
牛
、
小
書
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
家
犬
の
遺
骨
も
あ

っ
た
。
多
数
の
石
鎌
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
思
料
す
る
な
ら
ば
、
狩

猟
が
ま
だ
副
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
。

特
に
鳥
撃
ち
は
旺
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
土
器
に
見
ら
れ
る
鴨
の
文

様
も
、
こ
れ
に
関
連
し
て
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
手
工
業
　
手
工
業
は
、
か
な
り
の
水
準
に
達
し
て
い
た
。
見
事

な
精
製
土
器
や
美
麗
な
彩
文
土
器
の
製
作
は
、
特
別
な
工
匠
、
す
な

わ
ち
土
師
の
存
在
を
前
提
と
し
て
可
能
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
冶

金
術
竜
鋼
製
印
章
に
関
す
る
限
り
ぞ
は
、
相
違
な
発
達
を
示
し
て
い

た
が
、
こ
れ
ま
た
特
別
な
工
匠
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
宗
教
生
活
　
　
宗
教
や
美
術
に
関
連
し
て
先
ず
採
妙
上
げ
ら
れ
る
の

は
、
多
数
出
土
を
み
た
土
製
の
人
像
ぞ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
偶
は
、

層
群
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
群
の
第
一
型
式
は
、
腕
の
な
い
扁
平
な

胴
体
を
も
つ
像
で
あ
っ
て
、
下
半
身
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
頭
部
に

は
、
目
鼻
立
は
表
さ
れ
て
い
な
い
。
基
部
は
平
で
、
立
て
て
お
け
る

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
第
二
型
式
は
、
ざ
っ
と
冒
鼻
立
を
つ
け
た

顔
、
細
長
い
胴
部
を
も
つ
た
像
で
あ
る
が
、
両
腕
が
横
に
突
出
て
お

り
、
ま
た
胸
部
に
乳
房
が
表
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
恐
ら

く
第
一
の
型
式
に
対
し
て
第
二
型
式
は
、
婦
人
を
表
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
第
二
群
は
、
頭
部
を
欠
い
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
形
の
像
で
、
そ

の
製
作
は
頗
る
稚
拙
で
あ
る
。
第
7
地
位
か
ら
出
土
し
た
第
二
群
の

女
人
像
は
、
未
焼
成
の
土
偶
で
あ
っ
た
。
以
上
に
述
べ
た
人
像
が
装

飾
品
の
類
で
は
な
く
、
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
羨
め
て
指

摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
特
に
第
6
号
室
の
炉
辺
に
、
こ
の
種
の

土
偶
が
か
た
ま
っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
獣
形
土
偶
は
、
独
立
の
土
偶
と
し
て
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

犬
、
羊
（
？
）
、
　
牛
首
な
ど
を
表
し
た
土
偶
は
、
装
飾
土
器
の
附
属

物
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
山
羊
の
首
の
像
は
、
土
器
の
注
口
の
部
分
を

な
し
て
い
た
。
装
飾
土
器
に
用
い
ら
れ
た
円
錐
形
の
附
属
物
を
も
つ

て
リ
ト
ヅ
ィ
ン
ス
キ
イ
は
、
陽
物
崇
拝
の
証
拠
と
し
て
い
る
が
、
果

た
し
て
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
蛇
や
樹
木
が
何
等
か
の
宗
教
的

意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い

て
遽
か
に
結
論
を
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
樹
木
の
間
に
、
死
ん
で

い
る
山
羊
を
配
し
た
図
案
は
、
甚
だ
象
徴
的
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う

に
解
釈
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
土
製
の
車
輌
は
、
多
数
発
兇
さ
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江
て
い
る
。
車
鮒
が
祭
器
的
な
音
痴
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
。
こ
恥

に
よ
っ
て
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
死
者
、
特

に
嬰
児
の
遺
骸
を
床
下
に
埋
葬
す
る
風
は
、
こ
の
遺
跡
の
み
に
限
っ

て
は
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
た
特
殊
な
信
仰
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
、
・

疑
い
を
容
れ
ぬ
の
ぞ
あ
る
。

八
　
結

び

　
再
三
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
の
発
掘
に
つ
い
て
の

り
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
の
報
告
は
、
極
め
て
要
傾
の
え
な
い
、
粗
雑
な

労
作
で
あ
る
。
よ
っ
て
筆
者
は
こ
れ
を
全
く
解
体
し
、
要
点
を
逸
さ

ぬ
よ
う
に
し
て
発
掘
の
成
果
を
解
説
し
た
の
で
あ
る
。
ナ
マ
ー
ス
が

春
野
は
、
ア
ナ
ゥ
文
化
を
再
吟
味
し
、
そ
の
精
確
な
編
年
を
樹
立
す

る
た
め
に
は
、
現
在
知
ら
れ
る
限
り
、
最
も
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
故
に
筆
者
は
、
煩
を
厭
わ
ず
に
委
し
く
こ
れ
に
解
説
を
試

み
た
の
ぞ
あ
っ
た
。
こ
の
解
説
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
二
つ
の
大
き
な

収
獲
は
、
e
ア
ナ
ウ
第
三
期
頃
の
共
同
体
の
実
体
が
か
な
り
具
体
的

に
先
明
さ
れ
た
こ
と
、
並
び
に
⇔
ア
ナ
ウ
交
化
の
精
確
な
編
年
を
う

ち
樹
て
る
た
め
の
手
掛
り
が
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ナ
マ
ー
ス
が
遺
事
を
最
初
に
調
査
し
た
ブ
キ
ニ
ッ
チ
は
、
こ
の
文

化
と
ア
ナ
ゥ
策
三
期
文
化
と
の
驚
く
べ
き
親
近
性
を
指
摘
し
、
さ
ら

に
ナ
マ
ー
ス
が
遺
丘
の
下
層
に
は
、
ア
ナ
ウ
第
一
、
二
期
に
比
定
さ

る
べ
き
文
化
が
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
こ
れ

は
当
時
と
し
て
は
非
常
な
卓
見
で
あ
っ
た
。

　
今
次
の
発
掘
報
告
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、
ナ
マ
ー
ス
が
上
層
文

化
が
ア
ナ
ゥ
第
三
期
文
化
に
該
当
す
る
こ
と
は
容
易
に
窺
知
さ
れ
る

の
ぞ
あ
る
。
ま
た
下
層
の
彩
文
土
器
に
盛
行
し
て
い
る
梯
子
文
だ
け

を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
の
文
化
と
ア
ナ
ゥ
第
二
期
文
化
と
の
関
連
性

は
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
ナ
ウ
第
二
期
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
第
三
期
交
化
と
の
間
に
は
、
大
ぎ
な
溝
渠
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
が
、
ナ
マ
ー
ス
が
中
層
文
化
こ
そ
は
こ
の
溝
渠

を
充
た
す
も
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
た
点
は
、
多
く
の
学
者
の
賛

同
を
え
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
ま
第
三
図
を
よ
く
眺
め
て
み
る
と
、
ナ
マ
ー
ス
が
中
層
文
化
自

体
に
も
、
上
下
に
よ
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
第
四
、
五
情
を

み
て
も
、
そ
こ
に
ア
ナ
ゥ
第
一
期
の
彩
文
土
器
に
比
定
さ
れ
る
も
の

と
、
第
二
期
に
擬
さ
れ
る
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
気
づ
か

れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
ナ
マ
ー
ス
が
中
、
下
層
蕃
習
に
は
、
更
に

細
い
時
期
が
設
定
さ
れ
る
可
能
性
が
泥
び
上
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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ナマースが遺丘（角田）

そ
し
て
恐
ら
く
細
分
の
必
要
は
、
上
層
文
化
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
　
「

よ
施
つ
に
田
心
わ
れ
る
。
換
　
冒
す
れ
ば
、
ナ
マ
ー
ス
が
職
旭
丘
の
発
掘
調
査

を
契
機
と
し
て
、
ア
ナ
ウ
文
化
の
精
確
な
編
年
の
樹
立
は
、
可
能
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ト
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
自
身
は
、
そ
の
概
報
に
お

い
て
そ
う
し
た
細
分
の
問
題
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
事
実
、
ナ
マ
ー

ス
が
遺
丘
は
如
何
に
重
要
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
遺
跡
だ
け
に
よ
っ
て

右
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
幸
に
も
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
共
和
国
に
お
い
て
は
、
近
年
、
類
似
の
遺

丘
が
不
完
全
な
が
ら
も
調
査
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
ま
た
特
に

イ
ラ
ン
の
遠
古
の
文
化
の
研
究
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
長
足
の
進

歩
を
遂
げ
た
の
ぞ
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
編
年
問
題
の
研
究
は
、
そ
の

方
面
の
幾
多
の
遺
跡
の
調
査
結
果
を
充
分
に
参
酌
し
て
推
し
進
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ア
ナ
ゥ
、
ナ
マ
ー
ス
が
両

遺
丘
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
他
の
魑
し
い
遺
跡
を
考
慮
に
入
れ
る

と
し
て
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
が
稿
を
更
め
て
次
ぎ
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
実
に
こ
の

具
体
的
な
行
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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subjected　Kontz，　consisted　of　the　unit　community　in　payment　of　the

land－tax，　was　called　Shigδ（枝郷）；which　consisted　of．　the　Kona　rank

and　the　village　rank．　The　relation　of　3雇g6　（枝郷）in　the　village

rank　with　Moto一？nura（本村）was　called　Uchiwafee－murα（内わけ村）．

　　　　　　Tepe　Namazga

Reexamination　of　the　Anau　Culture

　　　　　　Bunei　Tsunoda

　　The　entity　of　the　Anau　Culture　is　considerably　obscure　in　spite　of

its　enourmous　gravity　as　to　discuss　the　problern　of　cultural　exchange

between　the　West　and　the　East　in　early　ages．　The　urgent　need　of　all

is　to　establish　its　precise　chronology　upon　the　firm　ground．　For　the

solution　of　this　chronological　problern，　Tepe　Namazga，　recently　exca－

vated，　will　furnish　a　1〈ey，　which　lies　in　the　south－western　border　of

Turkmen．
　　Examining　the　preliminary　report　of　excavations　excuted　there．

the　present　writer　ey．　pounds　those　sequented　cultures　of　the　site，　sur－

veys　concretely　the　real　aspects　of　a　community　found　therein　which

is　dated　the　age　of　the　Anau　III　culture，　and，　on　the　other　hand，

explains　the　facts・that　the　latest．culture　of　Tepe　Namazga　should

’be　paralleled　with　the　Anau　III　culture　and　the　middle　culture　could

fi11　the　hiatus　existing　between　the　Anau　II　and　II1　cultures．　He

pointed　out，　then，　the　possibi1ity　to　classify　more　acurate］y　cultural

sequence　of　three　strata　of　Tepe　Namazga　and　to　establish　thereon

the　precise　chronology　of　the　Anau　Culture　in　order　to　prepare　the

necessary　ground　for　concrete　augment　of　the　problem．
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