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梅

原

末

治

　
奈
良
県
磯
城
郡
三
輪
町
馬
場
吉
井
で
土
地
の
人
が
拾
得
し
た
と
言
う
蝉
の

形
を
し
た
珍
ら
し
い
破
三
珠
を
見
た
の
は
、
昭
和
滑
七
年
三
月
初
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
古
く
北
九
州
の
須
玖
の
遺
跡
か
ら
破
璃
の
穀
粒
紋
壁
が
見
鵠
さ
れ

て
い
る
の
を
は
じ
め
、
近
年
同
様
な
古
い
破
璃
贔
新
出
土
の
事
実
か
ら
晃
て
、

そ
れ
は
固
よ
り
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
我
が
上
古
の
そ
れ
等
の
文
物
に

関
心
を
持
つ
私
に
と
っ
て
破
璃
の
示
す
蝉
の
形
に
興
味
を
感
じ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
た
だ
嶺
初
こ
の
玉
が
古
美
術
商
の
将
来
し
た
と
言
う
の
で
、
一
部
人

士
の
聞
に
古
い
も
の
と
す
る
に
疑
念
が
挿
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
そ

の
後
同
様
な
古
く
鳩
潔
し
て
民
主
に
伝
存
し
た
上
古
の
珠
玉
の
蒐
集
に
異
常

な
執
心
を
持
ち
つ
づ
け
る
奈
良
の
入
江
喜
太
郎
氏
に
依
っ
て
、
同
じ
蝉
形
を

し
た
確
か
な
珠
玉
が
段
々
に
探
し
出
さ
れ
て
、
う
ち
に
滋
賀
県
北
無
辺
で
の

明
ら
か
な
古
詠
出
土
石
と
認
め
ら
れ
る
申
国
漢
代
の
も
の
た
る
璃
璃
の
喀
蝉

を
は
じ
め
、
相
似
た
破
璃
の
蝉
形
品
な
ど
が
あ
り
、
他
方
豊
中
市
藤
木
正
一

氏
の
蒐
集
品
の
中
に
別
に
碧
玉
で
造
ら
れ
た
大
き
な
一
双
の
玉
蝉
の
あ
る
こ

と
も
分
っ
た
。
か
く
て
い
ま
や
十
指
を
屈
す
る
に
近
い
是
等
の
遺
書
は
、
な

お
す
べ
て
所
謂
学
術
調
査
の
出
土
品
で
は
な
い
が
、
中
国
に
於
け
る
そ
れ
に

先
立
つ
時
代
で
の
駄
駄
の
知
見
と
併
せ
見
て
、
個
々
の
実
物
の
示
す
と
こ
ろ

が
ら
、
こ
の
国
土
で
の
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
類
の
遺
存
か
ら
そ
の
性

質
を
推
し
得
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
以
下
に
嘱
草
し
た
一

々
の
遺
品
を
紹
介
す
る
で
あ
ろ
う
。

二

　
さ
て
是
等
の
傘
形
品
の
う
ち
、
最
初
に
示
さ
れ
た
破
璃
の
一
個
は
、
長
さ

二
・
三
際
の
や
や
細
長
く
て
中
央
に
孔
の
貫
通
し
た
珠
玉
の
一
種
で
、
外
形

は
金
く
蝉
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
立
体
的
に
表
わ
さ
れ
た
蝉
の
形
は
、

表
背
と
も
に
静
止
し
た
現
実
の
蝉
そ
の
ま
ま
に
近
い
も
の
で
あ
る
事
、
挿
入
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の
形
状
図
（
第
醐
図
の
一
）
の
よ
う
な
目
立
つ
形
で
あ
る
。
青
緑
色
の
半
透
明

で
、
臆
面
の
気
泡
の
あ
る
破
璃
質
の
こ
の
玉
は
、
い
ま
表
爾
な
り
中
央
の
孔

縁
の
部
分
が
磨
減
し
て
、
そ
の
上
に
翼
ら
か
に
使
用
の
形
迩
を
の
こ
し
、
土

錺
を
も
と
ど
め
て
よ
く
土
中
古
の
品
た
る
こ
と
を
示
す
。
、
そ
の
状
態
は
入
江

氏
が
三
輪
町
馬
場
吉
井
で
土
地
の
人
が
耕
作
に
豪
っ
て
拾
得
し
た
と
済
う
所

伝
と
も
相
合
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
周
形
な
破
璃
品
は
現
在
知
晃
に
上
っ

て
い
る
中
国
で
の
同
様
な
例
に
は
な
お
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
漢
代
の
珠
玉

の
う
ち
に
、
種
々
の
立
体
形
を
し
て
、
中
央
に
孔
の
貫
通
す
る
遺
贔
が
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
ど
よ
り
し
、
ま
た
蝉
の
形
が
殊
に
中
国
で
多
用
さ
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
形
か
ら
見
て
中
国
漢
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
、
既
知

の
北
九
州
の
所
謂
弥
生
式
聾
棺
墓
出
土
に
係
る
破
四
壁
な
り
嚢
の
類
と
同
様

で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
此
の
場
合
も
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
同

じ
破
璃
の
蝉
形
品
に
高
さ
一
・
画
廊
の
深
緑
不
透
閣
な
質
の
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
瀟
平
な
長
三
角
形
を
し
て
、
上
辺
に
穿
孔
の
あ
る
突
起
を
作
っ
て

一
い
ま
孔
の
一
端
を
欠
い
て
い
る
1
盛
り
上
っ
た
体
の
表
面
に
簡
単
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

が
ら
蝉
た
る
こ
と
を
示
す
刻
意
を
施
し
た
よ
り
小
さ
い
も
の
で
あ
る
（
梅
原

蔵
）
。
尤
も
そ
の
形
な
り
造
り
は
前
者
に
較
べ
る
と
格
段
の
差
が
あ
っ
て
、

・
拙
で
あ
る
（
第
【
図
の
2
）
。
こ
の
破
璃
蝉
の
蓑
面
は
い
ま
や
㌧
滑
ら
か
で
つ

や
を
帯
び
て
い
る
が
、
裏
の
一
文
字
の
平
な
面
は
粗
で
、
微
小
な
粒
状
の
凹

み
の
一
に
朱
と
覚
し
い
色
彩
の
遺
存
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
玉
は
大
和
の
某

地
で
得
た
と
言
う
の
み
で
、
出
窃
は
閣
ら
か
で
な
い
と
入
江
氏
は
言
う
が
、

同
隣
に
氏
の
有
に
帰
し
た
も
の
に
似
た
質
の
鼓
璃
の
勾
玉
が
二
個
あ
っ
て
、

そ
の
一
は
古
拙
な
形
の
太
い
粗
な
作
り
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
う
て
古
墳

の
副
葬
品
だ
っ
た
と
見
ら
れ
、
こ
れ
も
同
地
方
で
の
造
玉
と
す
る
推
測
が
加

え
ら
れ
る
。
卜
形
そ
の
も
の
の
示
す
形
の
稚
拙
さ
が
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
、

（
第
一
図
の
2
）
。

　
次
に
相
似
た
小
さ
な
垂
下
飾
の
蝉
玉
で
は
、
大
和
天
理
市
柳
本
町
の
別
所

か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
る
硬
玉
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
玉
は
長
さ
二
・
一

糎
の
上
端
に
小
駅
を
穿
っ
た
葉
形
に
近
い
扁
平
な
も
の
で
、
形
が
金
製
耳
飾

の
端
に
垂
下
し
た
所
謂
歩
揺
の
一
に
近
い
こ
と
か
ら
岡
じ
単
な
る
玉
製
と
も

論
え
る
外
観
を
呈
す
る
。
但
し
仔
細
に
見
る
と
、
扁
平
な
表
裏
に
そ
れ
ぞ
れ

刻
線
が
あ
っ
て
、
硬
度
の
高
い
玉
に
加
え
た
そ
の
刻
線
は
甚
だ
稚
拙
な
が
ら
、

ま
た
蝉
を
表
わ
し
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
（
第
【
図
の
3
）
。
そ
し
て
両
颪

は
い
ま
著
し
く
手
な
れ
、
硬
玉
特
有
な
高
い
滑
沢
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
玉

の
作
り
を
ぱ
、
同
地
方
が
上
古
に
於
い
て
硬
玉
其
他
の
玉
笹
が
多
く
作
ら
れ

た
一
地
区
で
あ
っ
た
ろ
う
と
の
推
測
と
併
せ
趨
る
と
、
ま
た
岡
じ
地
区
で
の

所
産
と
す
る
公
算
が
強
い
。

　
出
土
地
の
所
伝
は
な
い
が
、
一
昨
昭
和
針
八
年
の
春
に
入
江
氏
の
手
に
入

れ
た
蝉
形
品
は
、
駅
長
約
二
糎
の
鵬
璃
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
は
単
純
な
が
ら

丸
彫
で
、
最
も
よ
く
蝉
の
特
徴
を
表
わ
し
て
い
る
の
は
第
一
図
の
4
の
如
く

12g （606）
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で
あ
る
。
い
ま
上
端
に
穿
た
れ
た
懸
垂
の
為
の
孔
の
半
ば
は
欠
け
て
あ
る
が
、

上
の
破
璃
の
そ
れ
と
同
様
な
垂
下
飾
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
全
面
が

磨
滅
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
ま
た
土
中
古
の
名
残
を
と
ど
め
た
も
の
で
あ
る
。

此
の
玉
蝉
は
、
前
二
者
に
較
べ
る
と
示
す
蝉
の
形
が
簡
単
な
が
ら
一
層
目
立

っ
て
、
同
様
な
玉
蝉
は
中
国
出
土
の
古
玉
に
遺
存
の
夙
に
知
ら
れ
た
も
の
、

昭
和
の
初
年
に
京
都
の
貴
志
弥
三
郎
氏
が
北
京
か
ら
齎
し
帰
っ
た
一
連
の
飾

玉
の
如
き
が
そ
れ
の
例
で
、
う
ち
に
此
の
玉
と
殆
ん
ど
同
一
と
見
え
る
も
の

の
あ
る
の
は
挿
入
の
写
真
（
蹄
二
図
）
か
ら
知
ら
れ
る
。
従
う
て
一
部
破
損

し
て
使
用
の
　
の
明
ら
か
な
こ
の
玉
は
、
も
と
旧
地
よ
り
の
舶
載
品
だ
っ
た

の
が
自
か
ら
認
め
ら
れ
る
可
き
で
あ
る
。

三

　
同
じ
薦
璃
で
作
っ
た
蝉
形
の
玉
で
、
初
に
記
し
た
近
江
の
琵
琶
湖
の
東
北

辺
の
出
土
と
想
定
さ
れ
る
一
個
は
、
明
ら
か
に
喀
蝉
た
る
こ
と
の
わ
か
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
蝉
は
も
と
丹
に
染
ん
だ
粘
着
力
の
強
い
土
銃
に
被
わ
れ
た

上
、
頭
部
が
欠
け
て
い
た
の
で
当
初
そ
の
何
で
あ
る
か
は
定
か
で
な
か
っ
た

が
、
丹
念
に
土
銃
を
除
い
た
結
果
、
第
一
図
の
6
に
載
せ
た
形
状
図
の
よ
う

に
、
背
面
は
一
文
字
の
平
で
あ
る
が
、
扁
平
な
そ
の
表
面
に
薄
肉
で
特
色
あ

る
両
翅
と
尾
端
と
を
表
わ
し
た
も
の
、
そ
し
て
い
ま
著
し
く
磨
滅
し
た
そ
の

表
面
の
頭
部
に
つ
づ
く
と
こ
ろ
で
斜
に
切
断
さ
れ
て
、
や
や
そ
の
面
の
色
沢

129　（607）



　　　第三図
中国漢代破璃喰蝉（実大）’

全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
挿
入
し
た
一
例
の
被
璃
喀
蝉

と
疑
う
可
く
も
な
い
。
然
ら
ば
欠
け
た
頭
部
を
斜
に
切
断
し
た
こ
の
遺
品
は
、

中
国
の
漢
代
の
喀
蝉
が
こ
の
国
に
舶
載
さ
れ
て
、
後
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
こ
の
喀
瞭
の
出
土
地
の
所
伝
に
つ
い
て
は
、
上
に
見
た
も
と
半
ば
そ
れ
を

被
う
て
い
た
と
全
く
同
じ
附
着
物
の
あ
る
破
璃
で
作
ら
れ
た
器
物
類
、
即
ち

破
璃
の
小
玉
椀
・
瓶
・
皿
・
瓢
形
壷
な
ど
が
、
相
前
後
し
て
奈
良
の
古
美
術

市
場
に
出
て
、
化
学
検
査
の
結
果
同
一
遺
跡
に
存
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

と
共
に
、
情
況
ま
り
判
じ
て
恐
ら
く
名
神
高
速
道
路
工
事
に
当
っ
て
、
た
ま

た
ま
掘
り
当
っ
．
た
同
地
区
で
の
遺
跡
の
も
の
た
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
従
う
て
嗜
蝉
の
示
す
と
こ
ろ
は
学
的
な
興
味
を
高
め
る
こ
と
で
あ

る
。
（
梅
原
「
新
出
土
の
毅
璃
器
類
」
『
大
和
文
化
研
究
』
一
〇
の
三
参
照
）
．

　
出
土
地
は
固
よ
り
判
然
と
せ
な
い
が
、
大
和
地
方
で
蒐
め
ら
れ
た
と
云
う

硬
玉
の
勾
玉
類
の
う
ち
に
、
ま
た
蝉
と
認
め
ら
れ
る
小
形
品
が
あ
る
。
第
一

を
異
に
し
て
い
る
の

が
認
め
ら
れ
る
。
現

長
二
・
五
百
の
右
の

玉
は
頭
部
こ
そ
欠
け

て
な
い
が
、
中
国
漢

代
の
瞼
蝉
の
そ
れ
と

（
第
三
図
）
　
に
較
べ
る

図
の
5
に
載
せ
た
長
さ
一
・
五
糎
の
上
辺
に
小
孔
を
穿
つ
こ
の
遺
品
は
、
全

面
が
手
な
れ
て
漫
濾
と
な
っ
て
い
て
一
見
単
な
る
長
い
三
団
体
の
垂
飾
に
似

た
外
観
を
呈
す
る
。
併
し
平
な
背
面
に
対
し
て
、
中
央
の
盛
り
上
っ
た
表
面

の
左
右
に
は
、
特
徴
の
あ
る
蝉
の
開
題
の
線
が
表
わ
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が

孔
の
あ
る
削
ら
れ
た
部
分
の
形
と
相
侯
っ
て
蝉
の
便
化
し
た
も
の
な
の
が
認

め
ら
れ
る
。
而
し
て
質
が
黒
ず
ん
だ
青
緑
の
硬
玉
で
あ
る
点
で
中
国
で
の
繭

玉
類
と
は
違
っ
て
い
る
。

四

　
以
上
の
若
干
例
に
較
べ
て
、
そ
の
作
り
な
り
、
形
の
上
で
著
し
い
も
の
に

最
近
南
大
和
旧
高
市
郡
の
一
旧
家
か
ら
入
江
氏
が
得
た
と
云
う
二
個
の
感
嘆

蝉
が
あ
る
。
そ
の
一
は
長
さ
三
・
至
嘱
、
他
は
三
・
一
糎
と
大
き
さ
に
若
干

の
違
い
は
あ
る
が
二
者
は
全
く
同
じ
形
を
し
て
い
て
、
共
に
盛
り
上
っ
た
体

の
表
面
に
特
色
の
あ
る
両
翅
な
り
尾
部
が
薄
肉
で
表
わ
さ
れ
て
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
頭
辺
の
両
眼
そ
の
他
が
よ
く
蝉
の
実
体
を
写
し
て
い
る
こ
と
第
五

図
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
細
部
を
ば
尋
出
し
た
痕
を
示
し
な
が
ら
も
、
も
と

砂
箔
に
依
る
造
形
生
る
こ
と
を
推
さ
し
め
る
両
者
の
破
璃
質
は
、
’
や
や
く
す

ん
だ
不
透
明
な
青
緑
色
で
あ
っ
て
、
両
面
の
所
々
に
造
形
の
際
生
じ
た
と
見

ら
れ
る
細
か
な
凹
点
が
、
い
ま
白
色
に
風
化
し
て
い
る
の
は
同
じ
地
区
出
土

の
破
璃
獣
形
勾
玉
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
両
眼
の
凹
線
の
部
分
に
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第四図　日本出土鍍璃曲形品（1・2）及類似品（3フ形状図（実大）

水
銀
質
と
認

め
ら
れ
る
朱

が
附
着
し
て
、

も
と
翻
葬
融

だ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
、
．

繊
土
地
の
所

伝
と
相
あ
う

も
の
が
あ
る
。

こ
の
玉
出
に

は
共
に
錘
下

の
為
の
孔
な

ど
な
い
が
、

造
予
後
、
露

都
に
加
工
し

た
右
の
整
う

た
形
の
金
面
、

に
著
し
く
手

な
れ
が
あ
っ

て
、
土
中
前

愛
重
せ
ら
れ
た
こ
と
を
そ
れ
宿
体
が
明
示
す
る
の
を
ま
た
記
す
べ
き
で
あ
ろ

、
つ
。

　
こ
の
蝉
玉
は
右
の
大
き
さ
な
り
形
の
上
で
、
前
段
の
若
干
例
と
違
う
て
、

一
見
如
何
に
も
中
国
町
代
に
多
い
所
謂
玉
蝉
の
そ
れ
と
相
似
た
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
、
上
記
の
薦
璃
の
そ
れ
と
岡
様
当
蒔
彼
土
か
ら
舶
載
さ
れ
と
も
の
と

も
見
ら
れ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
の
瑠
璃
は
質
の
点
で
、
外
見
上
、
別
に
新

た
な
知
見
を
加
え
た
同
地
方
で
の
獣
形
勾
玉
な
り
丁
字
頭
の
鍍
璃
晶
i
そ

の
著
例
と
し
て
井
上
恒
一
氏
の
収
蔵
品
と
の
同
似
が
挙
げ
ら
れ
る
一
が
殆

ん
ど
同
質
の
造
形
贔
で
あ
る
こ
と
よ
り
し
、
ま
た
蝉
そ
の
も
の
の
表
繊
に
於

い
て
中
国
の
そ
れ
と
同
一
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
点
で
、
別
に
彼
土
で
の

造
玉
に
な
ら
う
て
、
こ
の
国
土
で
の
古
い
作
品
と
す
る
可
能
さ
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
次
項
の
藤
木
正
一
氏
収
儲
に
係
る
梢
似
た
一
双

の
碧
王
製
晶
が
併
せ
見
る
可
き
で
あ
る
。

　
嗣
じ
入
江
氏
が
鰻
近
に
提
示
し
た
破
璃
の
玉
に
な
お
別
な
一
個
が
あ
る
。

大
き
さ
は
前
者
の
一
と
似
た
長
さ
三
・
七
糎
の
も
の
で
、
そ
れ
は
板
状
の
ガ

ラ
ス
を
細
長
い
将
碁
の
駒
に
近
い
形
に
釦
っ
て
、
加
工
し
た
と
覚
し
く
、
破

璃
の
質
は
白
い
部
分
を
点
じ
た
半
透
明
の
極
め
て
淡
い
水
色
を
し
て
い
る
。

玉
の
体
の
表
書
に
は
中
央
に
竪
に
一
条
の
三
線
が
あ
っ
て
一
辺
は
や
や
丸
味

を
帯
び
、
恰
も
魚
禽
の
口
の
如
き
観
を
呈
す
る
も
の
の
、
他
に
加
工
と
て
は

な
い
。
但
し
幡
広
い
二
分
さ
れ
た
他
端
は
、
中
央
の
刻
線
を
挾
ん
で
左
右
に
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左碧玉品藤木氏蔵右　二個破珍品伝南大和出土　入江氏蔵

．

そ
れ
ぞ
れ
に
目
立
っ
た
三
角
状
の
切
込
み
を
施
し
て
、
こ
れ
が
上
記
蝉
の
尾

端
の
形
式
化
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
第
四
図
の
3
の
形
状
図
の
如
く
で
あ

る
。
こ
の
被
璃
玉
の
下
半
の
形
は
、
或
は
蛙
の
後
脚
を
思
わ
し
め
る
と
こ
ろ

な
い
で
は
な
く
、
そ
の
点
は
上
半
の
様
相
と
相
待
っ
て
如
上
の
蝉
玉
類
と
異

な
る
も
の
が
あ
る
。
併
し
そ
の
加
工
な
り
下
辺
の
切
り
込
み
か
ら
す
る
と
、

上
記
の
諸
例
と
併
せ
観
て
、
同
じ
類
の
此
の
国
土
で
の
形
式
化
し
て
、
そ
の

名
残
を
と
ど
め
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
遺
品
が
良

質
の
破
璃
加
工
品
た
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
破
璃
品
の
頭
辺
に
い
ま
出
土
の
際
に
受
け
た
と
見
ら
れ
る
打
撃
に
依

る
内
面
の
亀
裂
が
あ
る
。
．
こ
れ
が
刻
線
内
に
の
こ
っ
た
土
錺
な
り
、
裏
面
の

下
辺
の
一
隅
に
点
じ
た
一
小
鉄
錆
と
覚
し
い
附
着
物
と
併
せ
て
、
全
く
游
離

し
た
、
本
遺
品
が
所
謂
土
中
古
の
も
の
で
あ
り
、
而
も
新
た
な
出
土
に
係
る

こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

五

　
さ
て
藤
木
正
一
氏
の
所
蔵
す
る
一
双
の
碧
玉
で
作
っ
た
蝉
は
、
出
土
地
の

所
伝
す
ら
な
い
全
く
游
離
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
共
に
青
灰
色
の
碧
玉
で
作

ら
れ
た
長
さ
五
・
八
糎
の
大
き
さ
で
、
そ
の
質
は
古
式
古
墳
の
副
葬
品
に
多

い
所
謂
碧
玉
品
、
殊
に
車
輪
石
・
鍬
形
品
な
ど
と
同
様
で
、
そ
の
加
工
と
併

せ
て
同
時
期
の
も
の
た
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
も
と
一
双
と
し
て
作
ら
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上古の御形の蕨薫（梅原）

れ
た
こ
と
を
そ
れ
自
体

が
示
す
こ
の
玉
蝉
は
、

細
長
い
体
の
上
端
を
一

文
字
に
切
っ
て
、
縁
の

突
起
す
る
口
部
に
つ
づ

い
た
丸
．
い
頭
が
日
立
つ

上
、
顧
部
が
括
れ
て
両

日
か
ら
尾
端
を
表
わ
す

立
体
鮒
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
頭
部
の
限
球
に
当

る
部
分
に
懸
垂
の
為
の

円
孔
を
横
位
齪
に
鐸
つ

の
は
、
裏
｝
悶
の
み
平
な

一
文
字
で
あ
る
の
と
摺

俊
っ
て
、
恰
も
中
国
の

戦
国
か
ら
漢
晴
代
に
盛
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浴
し
た
葬
玉
と
し
て
の
玉
豚
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
但
し
黒
ず
ん
だ

薯
玉
で
作
ら
れ
た
蝉
そ
の
も
の
の
形
は
彼
土
の
も
の
と
違
い
前
記
の
破
調
晶

と
似
通
っ
て
お
り
、
こ
の
国
で
の
造
形
た
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
こ
と
第
穴

図
の
形
状
図
な
り
図
版
の
写
真
に
見
る
が
如
く
で
あ
る
。
こ
の
玉
蝉
か
ら
顧

／p’
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第六図　碧玉細形品一双（1）と岡似品（2）形状図

み
ら
れ
る
も
の
に
、
近
年
遺
存
綴
を
加
え
た
我
が
上
古
の
傭
薫
を
特
色
づ
け

る
勾
玉
に
、
古
く
禽
獣
魚
形
を
し
た
も
の
の
少
な
く
な
い
こ
と
と
、
同
じ
類

を
拡
大
し
た
鶏
玉
贔
の
ま
た
存
す
る
知
見
で
あ
る
。
一
－
そ
れ
に
就
い
て
は

別
に
上
古
の
禽
獣
魚
形
勾
玉
『
史
学
』
に
記
述
し
た
。
i
I
さ
れ
ば
こ
の
遺
133 （611）



’

　
　
　
品
は
茶
油
に
於

　
　
　
け
る
そ
の
後
者

　
　
．
に
相
当
る
も
の

　
　
　
と
し
て
、
同
様

　
）
に
偲
玉
を
超
え

　
大

　
・
侠
た
性
質
が
自
か

　
勘
ら
考
え
ら
れ
る

　
俵
こ
と
で
あ
る
。

　
…
飾

　
　
　
外
形
が
似
た

　
形

　
蝉
同
じ
碧
玉
で
作

　
角
ら
れ
た
古
拙
な

　
鹿
偲
玉
が
一
個
別

、
，
姻
・
蘂
氏
・
新

　
　
　
　
　
　
’
犀
　
’
罐
．
　
　
　
．
第
収
品
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
さ
約
五
糎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
長
い
碧
玉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
工
し
て
、
よ

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
く
磨
き
上
げ
た
、

手
な
れ
の
あ
る
美
し
い
こ
の
玉
（
第
五
図
の
右
）
は
、
体
の
表
面
に
恰
も
葉
脈

に
似
た
刻
線
紋
が
あ
り
幅
広
い
上
辺
を
左
右
か
ら
斜
に
削
る
と
共
に
、
他
方

が
尾
端
を
な
し
た
も
の
。
こ
の
形
か
ら
す
る
と
魚
形
を
か
た
ど
っ
た
と
も
見

え
る
が
、
上
例
か
ら
す
る
と
寧
蝉
形
の
異
様
化
し
た
と
解
せ
ら
れ
る
（
第
六

図
の
2
）
そ
し
て
、
　
形
が
彫
紋
の
目
立
つ
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
も
と
の
石
材

に
左
右
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。

一L
／N

　
最
後
に
入
江
氏
の
獅
し
た
．
弓
形
品
で
、
い
ま
筆
者
の
保
管
す
る
も
の
に
、

長
さ
二
糎
の
鹿
角
の
一
部
で
蝉
を
丸
彫
に
し
た
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
横
幅

の
広
い
丸
彫
の
躰
の
四
面
に
片
寄
っ
て
、
上
下
に
孔
が
貫
通
す
る
の
は
、
初

に
記
し
た
破
璃
の
玉
と
違
わ
な
い
。
併
し
蝉
そ
の
も
の
の
形
は
薦
璃
の
垂
下

玉
に
似
て
、
而
も
鹿
角
の
幹
根
の
粒
の
あ
る
頭
部
に
、
と
び
出
た
眼
球
を
作

る
な
ど
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
写
実
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
第
七
図
の
表
裏
両

面
の
写
真
の
如
く
で
あ
る
。
入
江
氏
の
依
る
と
、
本
蝉
形
品
は
丹
後
由
良
在

の
某
神
官
が
古
哲
よ
り
一
連
の
勾
玉
類
と
共
に
得
て
私
蔵
し
て
い
た
も
の
と

言
う
。
尤
も
明
ら
か
に
古
い
遺
品
た
る
こ
の
蝉
は
、
同
時
に
出
土
レ
た
と
云

う
他
の
玉
の
土
中
古
の
色
沢
と
は
違
う
の
で
、
そ
の
出
自
に
就
い
て
は
疑
が

持
た
れ
る
。
但
し
用
い
ら
れ
た
材
質
の
上
か
ら
は
、
形
や
作
り
と
併
せ
観
て
、

そ
れ
が
極
め
て
写
実
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
初
の
肢
璃
の
蝉
玉
の
よ
う
に

中
国
か
ら
の
舶
載
品
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ら
う
。
入
江
氏
の
伝
え
る
と
こ

で
は
、
名
古
屋
の
某
収
蔵
家
の
許
に
、
伊
勢
地
方
か
ら
鷹
さ
れ
た
と
云
う
古
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上古の僧形の蘇玉（梅原）

玉
の
う
ち
に
塒
璃
の
相
似
た
形
の
玉
蝉
が
あ
る
と
言
う
。

七

　
以
上
は
嘱
濁
し
た
確
か
に
古
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
の
濁
で
見
出
さ
れ
た
蝉

形
を
し
た
所
謂
珠
玉
の
門
々
の
所
見
で
あ
る
。
初
に
も
記
し
た
如
く
、
執
れ

も
が
、
出
土
地
な
り
、
他
の
考
古
学
上
の
資
料
と
し
て
望
ま
し
い
、
呉
体
的

な
事
実
の
明
ら
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
或
者
の
所
伝
に
関
す
る
検

討
を
通
じ
、
而
も
実
物
そ
の
も
の
の
示
す
と
こ
ろ
よ
り
し
て
、
我
が
国
土
で

の
出
土
晶
た
る
こ
と
疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
う
し
て
そ
れ
等
が
、
当
初
稀
な

も
の
と
見
ら
れ
た
此
の
種
の
珠
玉
が
十
指
を
属
す
る
上
に
、
其
等
が
一
様
な

も
の
で
は
な
く
て
、
う
ち
に
古
く
年
玉
の
盛
行
し
た
中
国
で
の
血
忌
の
知
見

か
ら
、
彼
土
よ
り
の
古
い
舶
載
品
た
る
こ
と
の
認
め
ら
れ
る
も
の
の
あ
る
こ

と
解
説
に
附
記
し
た
如
く
で
あ
る
。
即
ち
舌
長
で
作
ら
れ
た
陰
傘
形
で
頭
芋

の
破
損
し
た
も
の
に
再
加
工
し
た
伝
近
江
菜
北
部
繊
弱
品
の
如
き
、
ま
た
中

国
出
土
品
と
岡
形
の
璽
下
飾
の
一
薦
幾
品
な
ど
は
、
共
に
漢
代
の
そ
れ
た
る

こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
更
に
最
初
に
、
挙
げ
た
破
璃
の
霞
形
玉
の
如

き
は
、
彼
土
か
ら
舶
載
さ
れ
て
、
珍
重
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
手
な
れ
や
作
り
．

の
上
か
ら
推
さ
し
め
る
に
充
分
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
古
く
北
九
州
の
須

玖
・
三
雲
等
の
甕
棺
墓
か
ら
見
出
さ
れ
た
破
璃
の
穀
粒
紋
獲
な
り
横
が
明
ら

か
に
中
国
よ
り
の
舶
載
晶
た
る
周
知
の
嘉
実
と
網
倹
っ
て
、
自
か
ら
こ
の
種

上
古
の
蝉
玉
の
基
く
と
こ
ろ
の
彼
土
に
あ
る
の
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
如
上
現
存
の
蝉
形
品
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
等
と
形
や
作
り
の
上

で
同
一
視
出
来
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
覇
も
そ
れ
等
が
「
様
で
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
上
に
膏
土
の
蝉
玉
と
ま
た
違
う
た
も
の
が
あ
っ
て
、
中
に
破
璃
を
以

て
し
た
も
の
な
り
、
碧
玉
質
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
後
者
に
第
五
・
六

項
に
挙
げ
た
よ
う
に
返
時
別
に
知
見
を
加
え
た
上
古
で
の
玉
製
革
と
の
疑
似

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
伝
南
大
和
出
土
の
箔
で
造
っ
た
破
璃
質
の
遺
贔
の

如
き
は
舶
載
品
の
唯
蝉
に
似
通
っ
て
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
是
等
の
遺
品
の

一
々
の
時
代
；
現
在
の
我
が
考
古
学
春
の
執
着
す
る
形
式
観
の
基
く
具
体

的
な
拠
所
を
欠
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
近
年
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
て
来
た
此

の
国
土
で
の
虚
誕
に
関
る
知
見
の
拡
充
よ
り
す
る
と
、
そ
れ
等
が
一
般
に
弥

生
式
時
期
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
化
段
階
で
の
所
産
た
る
こ
と
の
蓋
然
性
が
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
等
が
近
畿
地
方
で
の
製
作
と
す
る
公
算

の
あ
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
国
土
へ
の
中
国
の
古
い
文
物
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
特
色

の
あ
る
古
鏡
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
う
ち
に
前
漢
代
以
前
に
遡
る
も
の
が
あ

り
、
漢
中
期
よ
り
魏
概
代
の
遺
品
に
重
し
き
も
の
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
間
か
ら
優
れ
た
こ
の
国
土
で
の
鋳
造
晶
i
所
謂
彷
製
鏡
…
が
存
在
す
る
こ

と
が
一
般
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
良
質
の
材
を
以
て
し
た
命
玉
晶
は
同
じ

中
国
古
文
物
で
は
更
に
時
代
が
遡
っ
て
由
来
の
古
い
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
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此
の
類
こ
そ
我
が
古
墳
出
土
の
勾
玉
に
於
け
る
禽
獣
玉
中
に
存
す
る
硬
玉
質

の
禽
魚
形
の
こ
れ
等
と
共
に
、
材
質
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
、
同
様
な
文
物

の
波
及
と
そ
の
受
容
の
表
わ
れ
た
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
終
り
に
所
掲
の
写
真
は
西
谷
真
治
・
金
関
恕
両
君
の
撮
影
に
係
る
も
の
、

形
状
麟
の
浄
写
に
就
い
て
は
金
関
君
の
助
成
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
謝
意

を
表
ゆ
ヲ
誠
O
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
匹
年
十
二
月
十
六
日
論
判
）

補
記

　
こ
の
小
文
を
審
い
て
後
蝉
形
品
の
ま
た
新
た
な
出
土
品
を
嘱
醸
し
た
。
そ

の
一
つ
は
第
四
項
に
挙
げ
た
将
碁
の
駒
に
近
い
異
形
昂
と
（
鼻
血
図
の
3
）

同
じ
も
の
で
あ
る
。
大
き
さ
が
殆
ん
ど
岡
じ
く
、
形
も
造
り
も
全
く
同
じ
な

の
で
、
同
時
の
作
晶
と
認
め
ら
れ
る
こ
の
玉
の
質
は
、
白
班
な
ど
の
な
い
良

質
で
あ
っ
て
、
表
面
の
あ
ざ
や
か
な
土
手
は
、
近
江
の
東
北
部
で
繊
土
し
た

と
認
め
ら
れ
る
一
群
の
破
璃
器
類
の
そ
れ
と
殆
ん
ど
変
ら
な
い
。
従
っ
て
そ

の
点
か
ら
す
る
と
同
地
で
の
出
土
の
一
か
と
推
定
さ
れ
る
。
他
の
一
は
大
和

郡
山
在
の
菓
収
蔵
か
ら
娼
た
滑
石
で
造
っ
た
蝉
で
あ
る
。
長
さ
六
・
三
碧
の

大
き
さ
で
、
全
面
が
よ
く
手
な
れ
て
縁
辺
の
小
欠
損
に
出
土
後
年
時
を
経
た

こ
と
の
明
ち
か
な
こ
の
蝉
（
筆
者
新
収
品
）
は
、
中
圏
の
晧
蝉
と
よ
く
似
た
著

し
い
形
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
彼
土
か
ら
の
舶
載
晶
を
忠
実
に
写
し
作
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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