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環

溝

住

居

陛

小

論

次

目
言遺

跡
の
実
例

比
恵

北
九
州
に
於
け
る
滞
状
遺
構
の
諸
例

山
口
県
下
の
条
潜

東
海
関
東
地
方
の
諸
例

遺

（

乙

の

項

第

七

四

輯

）

遺
跡
の
総
括

溝
の
形
態

環
溝
の
年
代
：
・
：
：

j
i－
－
：
：
：
：
以
上
第
七
一
絹

溝
の
性
質

住
居
集
団
l
構
内
共
同
生
活
体
の
性
格

墳
墓
に
あ
ら
わ
れ
た
集
団
生
活
・

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
・
・
・
以
上
第
七
四
編

弥
生
則
集
落
の
集
団
性

以
上
第
六
七
・
六
八
合
輯

環

溝

住

居

祉

小

論

鏡
（四）
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環

潜

居
環
瀞
住
居
の
構
造
分
析

環
瀞
遺
跡
と
農
耕
生
産

器

問

（

白

河

） 止’’『

論

住

。

結第第
凶三

以
上
第
七
八
輯

第

墳
墓
に
あ
ら
わ
れ
た
集
団
生
活
（
前
承
）

以
上
福
岡
県
鉾
田
謹
棺
遺
跡
に
よ
っ
て
墳
墓
群
団
の
構
成
段
階
を
区
別
し
た
が
、
類
例
は
他
に
も
見
出
さ
れ
る
。
か
つ
て
須
玖
謹
棺
遺
跡
に

円
註
己

つ
い
て
の
考
察
を
一
言
し
た
こ
と
が
あ
る
が
最
近
こ
の
遺
跡
地
の
土
採
り
作
業
が
行
わ
れ
聾
棺
の
密
集
区
が
少
く
と
も
二
つ
に
別
れ
て
い
た
こ

（
註
ご
』

と
が
明
に
な
っ
た
。

内
世
山
口
品
V

昭
和
四
年
京
都
帝
大
報
告
書
の
附
図
に
よ
る
B
区
に
接
し
て
数
個
の
例
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
西
方
約
一
五
米
の
聞
に
は
一
個
の
蛮
棺
も

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
乙
の
空
隙
地
帯
よ
り
西
方
断
崖
に
か
け
て
は
更
に
多
数
の
発
見
が
あ
り
、
墓
域
は
明
白
に
ニ
つ
の
地
区
に
わ
か
れ
て
い

る
。
両
区
に
於
け
る
聾
棺
の
様
式
上
の
差
は
前
後
が
つ
け
難
い
。
此
処
で
は
幅
約
一

O
米
程
度
の
採
土
作
業
で
あ
る
の
で
、
こ
の
程
度
し
か
わ

か
ら
ぬ
が
、
広
域
に
亘
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
頚
棺
が
す
べ
て
間
隙
な
し
に
密
集
状
態
を
示
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
叉
須
玖
遺
跡
に
於

て
注
意
す
べ
き
住
居
世
も
謹
棺
遺
跡
の
北
に
小
学
校
が
新
設
さ
れ
る
た
め
地
な
ら
し
作
業
中
に
発
見
さ
れ
、
墳
墓
と
住
居
陛
と
の
立
地
関
係
の

一
端
ぞ
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
須
玖
蜜
棺
地
帯
の
北
端
は
何
れ
の
地
点
ま
で
延
び
て
い
る
か
は
全
面
的
な
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明

で
あ
る
が
、
東
西
道
路
の
南
側
面
断
崖
に
は
戦
後
道
路
拡
張
の
際
露
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
実
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
道
路
北
側
舌
状
台
地

の
末
端
に
於
て
は
、
そ
の
西
端
部
に
京
都
帝
大
の
発
掘
の
結
果
で
は
、
弥
生
式
土
器
の
包
含
層
を
発
見
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
蕗
棺
の
検
出

は
な
か
っ
た
。
こ
の
台
地
末
端
は
現
在
畑
地
と
な
っ
て
い
て
、
概
観
す
れ
ば
北
に
向
っ
て
漸
次
低
く
な
り
水
田
地
域
に
連
っ
て
い
る
。
も
と
も

と
特
に
著
る
し
い
自
然
の
断
崖
は
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
半
ば
水
団
地
帯
に
か
け
て
新
設
さ
れ
た
小
学
校
の
敷
地
は
北
端
の
畑
地
の
土
地
を
け



ず
り
取
っ
て
水
団
地
域
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
際
僅
か
一
米
以
下
の
削
土
で
あ
っ
た
が
、
弥
生
式
土
器
の
散
布
す
る
状
態
が
見
ら
れ
、
竪

穴
も
い
く
つ
か
検
出
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
一
条
の
溝
が
注
意
さ
れ
、
環
溝
の
存
在
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
在
運
動
場
の
北
端
に

そ
の
一
部
を
残
し
て
い
る
が
、
溝
の
上
面
が
幾
分
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
発
掘
調
査
の
機
会
が
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
環
溝
の
状
態
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
が
、
今
は
露
出
状
態
か
ら
み
て
環
溝
や
住
居
陛
の
存
在
を
注
意
し
て
お
く
に
止
め
る
。
乙
れ
も
か
つ
て
弥
生
式
墳
墓

と
住
居
祉
の
関
係
を
論
じ
た
時
に
予
想
し
て
い
た
こ
と
で
、
こ
の
た
び
前
の
推
測
が
誤
り
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
勿
論
小
学
校
敷
地
に

露
れ
た
住
居
祉
は
土
採
り
面
積
も
少
い
た
め
僅
か
数
例
で
あ
る
か
ら
、
須
玖
住
居
祉
の
全
部
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
叉
既
往
発
見
の
何
れ
の
謹

棺
群
と
連
結
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
明
か
で
な
い
に
し
て
も
、
住
居
世
発
見
の
弥
生
式
土
器
様
式
と
一
致
す
る
聾
棺
群
の
杏
在
を
確
認
出
来
乙

と
か
ら
し
て
も
、
須
玖
蕗
棺
遺
跡
に
於
て
夫
々
の
墳
墓
集
団
は
近
在
の
住
居
集
団
の
夫
々
と
有
機
的
関
連
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
単
に
最
近
の
土
採
り
作
業
に
よ
っ
て
点
検
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
遺
跡
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
世
の
注
意

を
ひ
い
て
い
た
所
で
あ
る
。
将
来
組
織
的
な
学
術
調
査
に
よ
っ
て
よ
り
正
確
に
墳
墓
と
住
居
祉
の
関
係
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
殊
に
乙
の

小
論
に
よ
っ
て
も
、
有
力
な
資
料
を
期
待
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

才

ザ

バ

ル

次
に
最
近
九
州
大
学
考
古
学
教
室
で
調
査
し
た
福
岡
市
日
佐
原
の
弥
生
式
墳
墓
遺
跡
に
よ
っ
て
墳
墓
群
団
の
あ
り
か
た
を
検
討
し
つ
づ
け
よ

予
勺
ノ
。

阻
和
三
三
年
六
月
末
に
鈴
木
基
親
民
よ
り
日
佐
原
か
ら
漢
式
鏡
｜
｜
内
行
花
文
鏡
｜
｜
t

管
玉
切
子
玉
の
出
土
し
た
し
ら
せ
を
受
け
た
。
こ
の

地
は
福
岡
女
学
院
の
移
転
先
敷
地
で
あ
り
、
ブ
ル
ド
1
ザ
で
整
地
を
急
い
で
い
る
こ
と
を
知
り
県
と
連
絡
の
上
九
大
考
古
学
教
室
で
至
急
調
査

を
行
う
手
筈
を
と
と
の
え
た
。
六
月
二
十
六
日
よ
り
旬
余
に
百
一
つ
て
女
学
院
当
局
や
工
事
関
係
者
の
理
解
あ
る
援
助
に
よ
っ
て
一
応
の
完
了
を

み
た
。
詳
細
報
告
は
別
の
機
会
に
す
る
予
定
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
墳
墓
群
の
分
布
図
を
示
し
て
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
は
須
玖
遺

跡
の
西
方
約
一
粁
の
位
置
に
あ
り
、
南
北
に
の
び
た
台
地
（
比
高
約
四

t
五
米
）
の
脊
稜
地
に
連
亘
す
る
墳
墓
集
団
で
あ
る
。
幸
に
女
学
院
の

環

潟

住

居

世

小

論



環

潜

住

居

陛

小

論

移
転
敷
地
と
し
て
墓
域
外
に
相
当
広
い
面
積
の
土
地
が
削
り
取
ら
れ
た
の
で
、
墳
墓
集
団
の
限
界
が
明
か
に
さ
れ
た
。
墓
域
が
敷
地
の
申
央
部

を
占
め
て
い
た
こ
と
も
幸
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
広
域
地
帯
の
調
査
は
吾
々
が
希
望
し
て
い
た
所
で
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
よ
る
地
な
ら
し
工
事

の
た
め
葦
石
の
移
動
破
壊
は
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
墳
墓
群
団
は
残
り
な
く
露
出
会
れ
た
。
最
高
所
に
あ
た
る
墓
域
は
墳
墓
下
底
よ
り

数
米
地
下
げ
が
行
わ
れ
る
た
め
、
調
査
後
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

頚
棺

発
見
さ
れ
た
墳
墓
の
種
類
は
蛮
棺
は
た
だ
一
基
で
、
他
は
箱
式
石
棺
と
石
蓋
土
墳
で
あ
っ
た
。
今
そ
の
総
数
を
示
せ
ば

石
棺

土
墳

九

墳
墓
の
群
団
は
掃
図
（
第
一
図
）
に
よ
っ
て
示
す
が
如
く
、
六
の
グ
ル
ー
プ
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。

c、
D
は
E
群
と
一
括
し
て
も
よ
い

一一一一一

第
一
集
団

が
今
は
別
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

聾
棺

（

A
）
 

第
二
集
団

（

B
）
 

第
三
集
団

（

C
）
 

一
二
基

石
棺

占

ノ、

土

壌

四

（
外
に
箱
式
棺
か
石
蓋
土
療
か
不
詳
の
も
の
一
）

一O
基

土
壌

。

ニ
基

土
壇



第
四
集
団

石
棺

（

D
）
 

二
基

土
嬢

第
五
集
団

石

棺

九

（

E
）
 

二
四
基

土
壌

一
五

第
六
集
団

（

F
）
 

基

石
棺

以
上
六
の
集
団
に
属
し
得
な
い
墳
墓
は
G
号
の
土
墳
（
石
蓋
）
で
あ
る
。

（
別
表
参
照
）

各
集
団
に
つ
い
て
み
る
と
墳
墓
数
の
差
が
著
し
い
こ
と
に
気
づ
く
。
第
六
集
団
で
は
石
棺
三
で
あ
る
が
第
五
集
団
に
あ
っ
て
は
二
十
四
基
を

数
え
る
。
こ
れ
は
墳
墓
の
共
有
体
そ
の
も
の
の
強
大
さ
、

ー
ー
の
多
数
、
或
は
営
造
力
の
潜
在
量
を
示
し
て
い
る
。

一
般
の
戸
数
ひ
い
て
は
家
族
数
｜
｜
墳
墓
を
営
む
習
俗
を
持
っ
た
一
戸
数
乃
至
家
族
数

こ
の
こ
と
を
確
言
す
る
に
は
、
墳
墓
集
団
に
時
代
差
が
認
め
ら
れ
ず
、
叉
同
時
平
行

の
時
期
に
営
ま
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蜜
棺
、
石
棺
及
び
土
績
が
弥
生
式
墳
墓
の
三
つ
の
様
相
で
あ
る
こ
と
は
現
在
北
九
州
で

は
明
瞭
に
云
え
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
掘
調
棺
を
の
ぞ
け
ば
、
石
棺
及
び
土
嬢
の
年
代
に
よ
る
変
化
相
｜
｜
様
式
編
年
｜
｜
は
未
だ
充
分
に
は
明

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
乙
で
考
え
ら
れ
る
年
代
観
は
副
葬
品
及
び
璽
棺
の
様
式
年
代
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
各
項
に
つ
い

て
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う
。

ー
、
副
葬
品
と
し
て
の
遺
物

こ
の
調
査
の
端
緒
を
な
し
た
鏡
其
の
他
の
遺
物
は
第
五
（
E
）
群
一
五
号
の
土
績
よ
り
発
見
さ
れ
た
。
既
に
鏡
は
鈴
木
基
親
民
の
検
出
し
た

際
は
大
部
分
が
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
運
搬
さ
れ
た
土
中
か
ら
破
片
と
な
っ
て
採
集
さ
れ
た
た
め
、
原
状
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

が
、
同
一
の
破
片
が
土
域
内
に
残
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

E
ー
一
五
号
土
壌
の
遺
物
で
あ
る
事
実
は
動
か
せ
な
い
。
叉
こ
の
土
域
内
遺
物
の
他

環

溝

住

居

陛

小

論

一一一一一一
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に
は
箱
式
棺
（

E
l七
号
）
を
除
い
て
は
副
葬
品
と
思
わ
れ
る
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

E
l
一
五
号
の
副
葬
品

漢
式
鏡
一
面
｜
｜
内
行
花
文
鏡
（
径
二
ニ
、
五
糎
）
内
区
の
四
葉
座
聞
に
「
長
宜
子
孫
」
の
銘
が
あ
り
、
入
連
弧
を
も
っ
舶
載
鏡
で
あ
る
。

様
式
か
ら
後
漢
代
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で
、

こ
の
土
墳
の
上
限
年
代
を
知
る
資
料
で
あ
る
。
玉
類
｜
｜
硬
玉
製
勾
玉
二
個
は
と
も
に
小
形
で
、

一
は
頭
尾
端
が
フ
ラ
ッ
ト
で
、
他
の
一
つ
は
全
体
に
平
た
く
不
整
形
な
弥
生
期
勾
玉
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
水
晶
製
玉
総
数
二
十
一
個
の
う

ち
わ
け
は
、
憂
形
の
も
の
入
個
、
算
盤
玉
形
の
も
の
十
一
個
、
丸
形
（
小
形
丸
形
）
の
も
の
二
個
で
あ
る
、
以
上
は
出
土
状
態
か
ら
一
連
の
首

飾
り
を
な
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
に
所
調
碧
玉
製
管
玉
十
四
個
が
あ
り
、
概
し
て
細
形
で
あ
る
が
径
や
長
さ
は
不
揃
で
あ
る
。
穿
孔

は
片
ぐ
り
で
あ
る
。
管
玉
は
腕
に
あ
た
る
位
置
か
ら
発
見
さ
れ
た
。

E
l七
号
副
葬
品

管
玉
九
個
ー
ー
は
前
記
の
も
の
に
似
た
制
形
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
穿
孔
も
片
ぐ
り
で
あ
る
が
、
こ
の
方
が
前
者
に
く
ら
べ
て
や
や
ひ
ら
き

が
大
き
い
。

鉄
鉱
四
個
｜
｜
は
平
造
の
無
茎
で
腹
扶
を
も
ち
柳
葉
形
で
あ
る
。

鉄
万
片
1
1ー
は
刀
身
の
断
井
片
四
個
を
採
集
し
得
た
に
止
る
が
素
環
頭
の
一
部
ら
し
い
鉄
片
が
あ
り
、
環
頭
大
刀
の
う
た
が
い
が
あ
る
。

鉄
斧
一

1
lは
小
形
で
（
長
さ
六
、
ニ
糎
刃
幅
二
、
入
糎
）
他
に
袋
状
の
断
片
一
が
あ
る
。
叉
飽
の
部
分
ら
し
い
平
板
状
の
鉄
片
一
が
あ
る
。

通
じ
て
こ
の
箱
式
棺
の
副
葬
品
に
は
鉄
製
品
が
多
く
、
刀
（
環
刀
）
鎖
、
斧
等
が
あ
る
。
管
玉
の
共
伴
は
土
墳
墓
と
の
つ
な
が
り
を
一
不
す
と

は
い
え
、
当
石
棺
に
は
小
さ
な
土
盛
り
が
あ
り
、
箱
形
の
組
石
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ

E
l
一
五
号
土
域
よ
り
も
や
や
降
っ
た
年
代

に
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
墳
墓
数
の
最
も
多
い
E
群
に
あ
っ
て
、
特
に
箱
式
石
棺
は
十
基
の
う
ち
入
基
ま
で
が
箱
形
で
あ
る
こ
と
も
、
舟
形

の
多
い
他
の
群
よ
り
も
お
く
れ
た
年
代
の
も
の
を
合
な
可
能
性
が
あ
る
。
之
も
古
墳
期
に
く
だ
し
て
も
副
葬
品
は
古
墳
時
代
の
古
期
を
甚
だ
し

環

溶

住

居

陛

小

論

一五



環

溝

住

居

陛

小

論

~ 
J、、

く
降
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

2
、
車
棺
の
様
式

た
だ
一
対
の
聾
棺
で
あ
る
が
、
水
平
に
近
い
状
態
で
合
口
部
の
下
辺
が
原
状
の
ま
ま
発
見
さ
れ
た
。
上
謹
の
下
底
部
は
既
に
除
去
さ
れ
て
見

当
ら
な
か
っ
た
。
残
害
破
片
か
ら
復
原
す
る
と
、
下
郵
は
口
径
八
二
糎
高
さ
約
一
、

一
米
の
も
の
で
口
辺
は
く
字
形
に
内
轡
し
口
辺
下
に
一
条

の
凸
帯
が
あ
る
。
下
腹
部
に
も
（
全
高
の
約
四
分
一
の
高
さ
）
凸
帯
一
条
め
ぐ
ら
し
て
い
て
底
部
は
丸
底
に
近
い
。
上
嘉
は
口
辺
復
原
口
径
約

六
O
糎
と
な
り
、

（
高
さ
は
不
明
）
下
蕗
と
比
べ
て
小
形
と
な
る
。
接
口
部
で
は
小
形
上
郵
が
口
縁
部
を
大
形
郵
の
な
か
に
挿
入
し
て
い
た
の

で
上
辺
に
於
て
空
隙
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
上
蓋
は
口
縁
部
は
外
管
し
て
口
辺
下
端
に
帯
を
め
ぐ
ら
し
、
下
腹
部
に
も
帯
を
縮
ら
す
こ
と
下
郵

と
同
様
で
あ
る
。

口
辺
部
の
そ
り
と
形
に
小
差
は
あ
る
が
様
式
と
し
て
は
同
一
式
と
見
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
弥
生
の
終
末
期
に
近
い
も
の
で

みの？っ・つ。
3
、
土
坊
と
石
棺
の
類
似
形
態

石
棺
の
構
築
に
は
先
づ
土
墳
を
堀
る
こ
と
が
前
提
作
業
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
土
墳
は
単
に
石
棺
構
築
の
前
段
階
に
止
り
、
石
棺
材
を
省
略
し

た
も
の
と
簡
単
に
か
た
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
日
佐
原
遺
跡
で
は
た
だ
ニ
例
の
副
葬
品
を
持
つ
も
の
が
土
域
と
石
柏
で
あ
っ
た
こ
と
も
意

味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

先
づ
石
棺
の
形
態
か
ら
み
れ
ば
、
長
方
形
箱
形
の
も
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

こ
の
遺
跡
の
石
棺
の
七
例
は
正
確
に
側
石
の
並
列
が
直
線
的
で

な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
石
材
は
風
佑
し
易
い
花
尚
岩
を
用
い
か
な
り
部
厚
い
も
の
を
数
枚
並
べ
て
い
る
が
、
一
局
部
が
広
く
足
部
が
狭
く
な

っ
て
い
る
。
人
骨
の
遺
在
す
る
も
の
が
皆
無
な
の
で
、
果
し
て
狭
い
方
が
足
と
い
う
確
証
は
な
い
け
れ
ど
も
、
他
の
遺
跡
の
実
例
或
は
副
葬
品

の
位
置
か
ら
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
土
墳
に
於
て
約
八
四
引
が
舟
形
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
土
壌
を
船
形
、
箱
形
と
分
類
し
た
こ
と
が

（
註
円
、

あ
る
が
、
こ
れ
は
舟
形
に
近
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
人
体
の
仰
展
仰
臥
に
ふ
さ
わ
し
い
肩
部
が
最
も
広
く
脚
部
を
せ
ば
め
る
形
態
は
他
に





資
料
が
あ
れ
ば
、

一
つ
の
型
と
し
て
と
り
上
げ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
前
述
の
如
く
し
ば
ら
く
E
群
を
除
い
て
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
土
蹟
と

石
棺
（
舟
形
五
、
箱
形
一
）
が
こ
の
よ
う
な
類
似
平
面
形
を
と
っ
て
い
る
乙
と
は
こ
の
遺
跡
の
特
徴
で
あ
り
、
両
者
の
平
行
年
代
を
示
唆
し
て

い
る
。

E
群
に
於
て
は
石
棺
の
舟
形
、
箱
形
の
対
比
は
逆
に
な
る
（
二
対
八
）

以
上
各
項
に
述
べ
て
来
た
諸
関
係
を
総
括
す
れ
ば
、
謹
棺
が
弥
生
式
後
期
の
様
式
で
あ
り
土
域
遺
物
も
亦
同
時
期
的
な
特
徴
を
示
し
、
土

蹟
、
石
棺
の
形
態
類
似
に
よ
る
同
時
性
も
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
E
群
に
於
て
は
石
棺
の
副
葬
品
其
他
の
点
か
ら
古
墳
期
に
下
る
も
の
若
干
を
含

ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

日
佐
原
墳
墓
群
A
群
の
東
南
約
一

O
O
米
に
あ
る
幼
稚
園
構
内
よ
り
多
く
の
聾
棺
が
工
事
中
見
出
さ
れ
て
い
る
。
中
期
様
式
の
謹
棺
ば
か
り

で
こ
の
墓
域
は
乙
乙
で
あ
げ
た
時
期
と
異
っ
た
姿
を
示
す
乙
と
を
記
し
て
お
こ
う
。

さ
き
に
鉾
田
遺
跡
で
は
一
群
団
の
数
は
十
基
以
内
と
し
、
数
集
団
が
一
墓
域
を
な
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。
新
し
い
日
佐
原
の
知
見
に
よ
れ

ば
、
集
団
聞
に
大
小
差
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
第
四
群
の
知
き
大
き
な
集
団
墓
の
発
生
は
、

一
集
団
の
も
の
が
比
較
的
長
い
年
代
に
わ
た

っ
て
累
加
し
て
分
裂
す
る
こ
と
な
く
増
大
し
た
疑
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
小
集
団
の
も
の
は
他
の
大
集
団
よ
り
分
裂
し
て
生
成
さ
れ
た
も
の

か
、
そ
の
発
展
経
過
の
詳
細
に
関
し
て
は
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
時
期
的
に
見
れ
ば
よ
り
短
期
間
に
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

【
註
五
｝

蜜
棺
の
群
固
に
興
味
を
感
じ
て
か
つ
て
本
誌
に
二
三
の
例
を
あ
げ
た
こ
と
も
あ
る
が
す
べ
て
こ
の
密
集
状
態
を
一
不
す
も
の
と
は
限
ら
な
い
。

そ
し
て
叉
密
集
と
い
う
よ
り
凝
集
と
い
う
言
葉
が
よ
り
よ
く
表
現
す
る
状
態
の
こ
と
も
少
く
な
い
。
日
佐
原
途
跡
の
六
群
聞
が
一
集
落
の
墳
墓

の
凡
て
を
露
呈
し
た
も
の
か
知
り
得
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
五
十
数
基
の
墳
墓
群
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
或
は
乙
の
外
に
鉾
田

の
遺
跡
の
示
す
如
き
別
の
大
区
域
が
発
見
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
暁
に
は

大
区
l
中
区
l
小
区
の
三
段
階
区
分
が
鉾
田
と
は
同
様
な
結
果
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

以
上
最
近
の
新
発
見
の
遺
跡
に
よ
る
知
見
を
加
え
て
、
弥
生
式
墳
基
の
詳
団
性
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
小
論
の
目
的
は
こ
れ
等
の
群
団

環

溝

住

居

祉

小

論

七



環

溝

住

居

陛

小

論
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が
集
落
｜
環
溝
住
居
陛
｜
と
如
何
な
る
関
係
に
置
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
比
恵
遺
跡
に
見
る
所
で
は
聾
棺
の
群
団
は
幾
つ
か
の
環

溝
住
居
体
の
共
有
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
一
環
溝
内
住
居
体
が
一
群
の
蜜
棺
を
所
有
す
る
関
係
は
成
り
立
た
な
い
よ
う

で
あ
る
。
比
恵
に
於
て
は
環
溝
住
居
祉
の
調
査
に
比
べ
て
聾
棺
の
広
域
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
一
墓
域
の
車
棺
群
が
幾
つ
か
の
集

固
に
わ
か
れ
て
、
最
小
群
団
が
環
瀞
の
総
合
生
活
体
と
結
び
つ
く
か
否
か
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
今
仮
に
最
小
群
団
を
十
基
と
す
れ
ば
累
計

死
者
一
世
代
十
人
と
し
て
現
在
の
平
均
小
家
族
人
数
の
二
戸
分
に
し
か
相
当
し
な
い
。
勿
論
北
九
州
と
い
え
ど
も
死
者
が
す
べ
て
聾
棺
に
葬
ら

れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
筆
者
の
持
論
で
あ
り
、

こ
の
数
は
決
し
て
一
環
溝
住
居
者
の
墳
墓
と
し
て
も
少
数
に
す
ぎ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
既
に

実
例
を
あ
げ
た
如
く
、
環
溝
の
面
積
に
も
大
小
が
あ
り
、
溝
内
生
活
共
同
体
そ
の
も
の
に
も
大
小
の
別
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
十
基

以
内
の
墳
墓
は
自
然
の
最
小
家
族
の
累
代
埋
葬
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
環
溝
内
住
者
の
分
析
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
一
戸
の
墓
地
が
最
小
群
団
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
環
溝
内
の
択
ば
れ
た
家
の
畑
山
ば
れ
た
人
が
謹
棺

埋
葬
さ
れ
た
と
す
る
説
ぞ
と
る
な
ら
ば
、
最
小
群
は
む
し
ろ
環
溝
内
の
一
居
住
群
団
乃
至
は
同
じ
性
格
を
持
つ
居
住
群
団
の
そ
れ
に
比
定
す
る

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
前
に
推
考
し
た

『
大
区

l
l集
落
、
中
区
｜
｜
環
溝
、
小
区

l
l戸
』
の
関
係
は
次
の
如
く
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

中
区
｜
l
小
数
の
環
溝
群
に
よ
っ
て
現
は
さ
れ
る
居
住
群
団
の
墳
墓

小
区
1
｜
環
潜
居
住
者
の
墳
墓

そ
し
て
大
区
は
小
数
環
溝
群
の
集
団
を
あ
わ
せ
た
｜
｜
又
は
大
集
落
と
い
う
言
葉
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
｜
｜
一
つ
の
大
集
落
が
持
っ
て
い
る

墓
地
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
。

註①
⑤
史
淵
第
五
三
穏
鏡
山
「
要
指
累
考
付
ー
ー
ー
そ
の
群
団
と
共
有
体
」

②
昭
和
三
二
年
春
日
北
小
学
校
新
設
の
た
め
此
処
の
土
を
と
っ
て
敷
地

の
地
盛
り
が
行
わ
れ
た
際
の
知
見
で
あ
る



③
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
十
一
冊

「
筑
前
須
玖
史
前
遺
跡
の
研
究
」

③
史
淵
第
六
五
穏
鏡
山
「
石
蓋
土
援
に
関
す
る
覚
書
」

第

弥
生
期
集
落
の
集
団
性

環
溝
内
に
居
住
す
る
生
活
体
は
共
有
す
る
倉
庫
井
一
戸
、
時
に
は
窯
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
そ
の
構
成
人
員
が
持
つ
と
こ
ろ
の
経
済

的
な
共
向
性
と
共
に
、
環
溝
は
主
活
本
処
の
区
劃
と
し
て
精
神
的
な
共
同
感
に
ま
で
到
達
し
た
で
あ
ろ
う
。
溝
内
の
家
が
現
実
に
は
竪
穴
と
し

て
現
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
や
は
り
一
溝
一
家
と
い
う
概
念
と
は
別
に
溝
内
の
構
成
戸
の
存
在
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
各
戸
聞
の
主
従
関
係

政
治
関
係
は
弥
生
一
般
の
社
会
溝
造
と
家
族
構
造
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
、
明
確
な
理
解
に
到
達
し
得
な
い
。
吾
々
は
幾
つ
か
の
遺
跡
と
こ
れ

に
関
連
す
る
遺
物
に
よ
っ
て
弥
生
期
の
社
会
相
に
つ
い
て
若
干
の
知
見
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

乙
れ
を
適
用
し
て
、
溝
内
生
活
共
同
体
の

組
織
を
再
現
す
る
に
は
な
お
若
干
の
不
安
を
感
ず
る
。
こ
こ
で
は
一
般
住
居
の
家
の
あ
と
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
が
二
構
内
に
あ
る
場
合
に
、
大

小
の
差
が
特
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
及
び
一
定
の
中
心
家
屋
を
と
り
ま
く
配
置
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
勿
論
弥
生
期
に
於

て
は
或
程
度
の
社
会
階
層
が
認
め
ら
れ
、
大
は
国
家
組
織
か
ら
小
は
家
族
組
織
聞
に
も
社
会
生
活
に
於
て
支
配
者
、
被
支
配
者
の
関
係
が
否
定

さ
れ
る
も
の
で
な
い
。

一
面
に
は
こ
の
よ
う
な
階
層
の
寄
在
が
指
摘
さ
れ
る
が
、

一
方
で
は
日
常
の
物
質
的
生
活
面
に
於
け
る
優
劣
の
差
の
少

い
こ
と
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
五
口
々
は
共
同
体
の
具
象
的
な
指
標
と
し
て
墳
墓
を
と
り
あ
げ
た
が
、
更
に
は
生
産
こ
と
に
農
耕

ゃ
、
祭
把
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
を
め
ぐ
ら
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

次
に
弥
生
式
住
居
の
集
団
性
l
家
の
凝
集
す
る
遺
構
ー
に
つ
い
て
既
往
の
調
査
例
を
あ
げ
て
、
環
溝
を
伴
は
な
い
が
実
質
的
に
は
同
じ
生
活

｛
註
一
）

共
同
体
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
そ
の
第
一
例
は
大
分
県
安
国
寺
弥
生
遺
跡
で
あ
る
。
乙
こ
で
は
自
然
の
泥
壕
に
よ
っ
て

囲
績
さ
れ
た
住
居
区
が
あ
り
、
住
居
区
内
に
三
百
本
ば
か
り
の
柱
穴
が
あ
り
、
凝
集
家
屋
の
存
在
が
推
定
さ
れ
た
。
南
北
約
一
入
米
東
西
約
三

環

瀞

住

居

陛

小

論

九



環

港

住

居

陛

小

論

四
0 

O
米
に
亘
っ
て
柱
穴
は
密
集
し
て
い
る
が
、
中
央
に
は
東
西
方
面
に
細
長
い
道
路
と
も
い
う
べ
き
空
隙
地
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
等
の
柱
穴
は

各
々
の
家
の
区
劃
を
明
瞭
に
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
弥
生
後
期
の
高
床
家
屋
の
集
団
が
或
は
杭
上
住
居
の
よ
う
な
同
一
床
上
の
群
屋
を
組
像

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
住
居
群
を
と
り
ま
く
低
地
を
吾
々
は
周
濠
と
よ
ん
だ
。
こ
の
濠
は
旧
河
道
の
埋
没
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
、
弥

生
末
期
に
は
一
種
の
泥
濠
で
所
に
よ
っ
て
は
低
湿
水
田
と
も
な
っ
て
い
た
と
想
定
し
た
。
同
様
の
周
濠
に
よ
っ
て
固
ま
れ
た
住
居
集
団
が
散
在

し
て
い
た
乙
と
を
知
っ
た
。
こ
の
遺
跡
で
は
短
い
時
期
に
各
家
の
隣
接
す
る
所
か
ら
乙
れ
を
各
家
の
機
械
的
な
近
接
と
は
考
え
ず
し
て
一
つ
の

共
同
生
活
体
の
構
造
と
理
解
し
た
。
高
床
構
造
の
性
質
上
、
竪
穴
住
居
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
倉
庫
な
ど
は
識
別
出
来
な
か
っ
た
し
、
井
戸
も
叉

発
見
し
得
な
か
っ
た
が
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
、
周
濠
内
に
余
裕
の
あ
る
広
場
す
ら
持
ち
得
な
か
っ
た
濠
内
の
住
居
は
更
に
隣
接
戸
の
共
同
感
を

助
長
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
例
は
安
国
寺
報
告
書
に
も
附
記
し
て
お
い
た
福
岡
県
遠
賀
郡
水
巻
町
伊
佐
座
の
遺
跡
で
あ
る
。
同
遺
跡
で
も
、
近
接
柱
根
に
よ
っ
て
高

床
建
築
群
の
存
在
を
見
る
の
で
、
凝
集
家
屋
の
脊
在
を
推
測
出
来
る
。
時
代
は
安
国
寺
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
弥
生
後
期
の
住
居
遺
構
と
み
ら

れ
る
。
こ
の
柱
根
は
地
盤
が
特
に
軟
か
な
遠
賀
川
の
氾
濫
堆
積
土
上
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
低
湿
と
水
害
を
予
想
し
て
高
床
が
出
現
す
る
の

は
自
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
柱
根
は
枕
木
を
以
て
支
え
る
特
殊
な
考
慮
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
住
居
祉
の
全
域
が
ど
の
位
か
全
面
調

査
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
南
北
一

O
米
東
西
三
五
米
の
範
囲
に
四
O
本
以
上
の
柱
根
が
特
に
疎
密
の
分
布
を
一
不
さ
ず
し
て
直

立
し
て
い
る
。
叉
家
屋
群
の
周
縁
を
取
ま
く
溝
や
濠
の
存
在
も
実
証
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
環
溝
住
居
の
類
例
と
比
較
し
て
も
、
単
に
家

屋
群
の
凝
集
性
を
物
語
る
に
止
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
例
を
求
む
れ
ば
更
に
多
く
の
追
加
が
出
来
よ
う
。

一
般
に
弥
生
期
の
集
落

に
つ
い
て
は
、
住
居
の
近
接
と
占
地
面
積
の
広
大
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
所
調
大
集
落
と
昭
ば
れ
る
も
の
が
、
精
密
な
調
査
を
す
れ
ば
、
家
の

集
合
状
態
は
全
域
に
密
度
が
均
一
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
場
合
に
環
溝
の
遺
構
が
残
っ
て
い
る
所
で
は
集
落
の
構
成
要
素

が
明
瞭
に
区
分
さ
れ
る
利
点
が
あ
る
。



環
溝
遺
跡
の
実
例
は
こ
こ
に
取
あ
げ
た
弥
生
文
佑
期
に
属
す
る
も
の
の
外
に
、
土
師
器
等
の
出
土
す
る
古
墳
期
よ
り
奈
良
、
平
安
時
代
に
か

ー
、
福
岡
県
山
門
郡
瀬
高
町
金
栗

け
て
の
も
の
も
あ
る
。
以
下
に
諸
報
告
に
見
る
弥
生
期
以
降
の
環
溝
遺
跡
例
を
列
記
し
て
み
よ
う
。

史
淵
第
六
六
輯

2 

同
町
鉾
田

3
、
福
岡
県
三
滋
郡
筑
邦
町
西
原

4
、
東
京
都
中
野
区
川
島

5
、
東
京
都
杉
並
区
方
南

6
、
東
京
都
中
野
区
富
士
見
台

7
、
埼
玉
県
所
沢
市
北
野

8
、
栃
木
県
芳
賀
郡
芳
賀
町
坪
之
内

9
、
神
奈
川
県
横
浜
市
都
田
中
学
校

実
査

実
査

、』、、，
n
l
L
V
J

、

：‘・
J

，J
，r

ド
ル
メ
ン
四
・
七

上
代
文
佑
第
二
十

考
古
学
年
報
昭
和
二
四
年
度

武
蔵
野
史
談下

野
史
学
第
入
号

環
溝
住
居
祉
の
実
態
は
こ
れ
等
の
原
史
及
び
歴
史
時
代
に
降
っ
た
も
の
と
ま
と
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
環
溝
住
居
の
共
同
体
的
性
格

銅
鐸

も
こ
れ
等
の
総
合
的
な
考
察
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
き
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
応
は
弥
生
期
の
遺
跡
に
限
っ
て
考
察
の
対
象
と

し
た
。
何
れ
別
稿
と
し
て
こ
れ
等
の
古
墳
期
以
降
の
も
の
は
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
が
、
か
つ
て
本
誌
第
六
六
輯
に
あ
げ
て
お
い
た
福
岡
県
山

【
註
＝
v

門
郡
瀬
高
町
金
栗
の
環
溝
遺
跡
を
対
象
と
し
て
対
比
し
て
み
よ
う
。

弥
生
期
の
環
溝
と
い
え
ど
も
、

九
十
米
に
至
る
ま
で
大
小
の
遺
構
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
金
栗
の
も
の
は
一
辺
四
O
米
余
り
で
あ
る
。
他
に
比
恵
の
小
環
溝
に
類
す
る
も
の

一
辺
の
長
さ
の
わ
か
る
も
の
は
比
恵
遺
跡
の
そ
れ
の
他
に
は
少
い
。
比
恵
遺
跡
で
は
一
辺
十
米
の
も
の
か
ら

環

溝

住

居

祉

小

論

も
或
は
大
環
溝
に
類
す
る
も
の
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
叉
一
辺
の
長
さ
面
積
は
わ
か
ら
ず
と
も
溝
の
断
面
に
つ
い
て
も
極
端
に
大
き
な
も
の
或

四



環

溝

住

居

陛

小

論

四

は
小
な
る
も
の
も
見
当
ら
ぬ
。
古
墳
期
以
降
の
も
の
が
弥
生
期
に
比
べ
て
環
溝
の
規
模
が
均
一
佑
す
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
前
記
各
遺

跡
の
実
態
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ζ

の
結
果
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
は
す
べ
て
後
日
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

溝
内
に
発
見
さ
れ
る
遺
構
は
井
一
戸
、
竪
穴
、
炉
跡
の
類
で
み
る
ζ

と
は
両
時
期
と
も
同
様
で
あ
る
。
夫
々
の
構
造
に
は
叉
時
代
的
な
特
徴
が

現
わ
れ
る
が
、
溝
内
居
住
の
生
活
の
要
素
と
し
て
は
現
在
の
所
大
差
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
集
団
住
居
が
外
観
の
上
か
ら
類
似
形
態

を
と
っ
て
い
る
と
い
う
以
上
に
内
的
な
居
住
性
格
に
何
等
か
の
変
佑
が
認
め
ら
れ
る
か
或
は
異
質
的
な
内
容
を
持
つ
－

a

も
の
で
あ
る
か
の
問
題
に

対
し
て
も
将
来
に
そ
の
解
決
を
期
す
る
よ
り
他
は
な
い
。

筆
者
は
さ
き
に
奈
良
時
代
の
環
溝
例
を
あ
げ
て
戸
籍
帳
に
見
え
る
一
戸
の
内
容
と
関
連
せ
し
め
て
、

一
応
の
溝
内
居
住
集
団
の
性
格
を
推
測
し

た
。
こ
の
よ
う
な
単
婚
家
族
を
示
す
家
一
戸
の
集
団
に
よ
る
大
家
族
的
な
性
格
が
弥
生
期
に
既
に
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
自
身
は
簡
単

に
湖
源
的
な
関
連
を
従
来
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
当
否
を
決
す
る
に
は
更
に
検
討
を
要
す
る
。
乙
の
問
題
に
対
し
て
は
、
家
族
の
構
成
に
関
す

る
社
会
組
織
の
歴
史
的
変
佑
を
示
す
知
見
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
奈
良
時
代
と
弥
生
期
と
の
聞
に
は
四
l
五
百
余
年
の
距
り
が
あ
る
。
そ
の

聞
に
知
何
な
る
時
代
変
ル
加
を
示
し
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
た
だ
弥
生
の
初
期
よ
り
末
期
に
至
る
迄
少
な
く
と
も
数
百
余
年
の
聞
の
全
期
を

同
一
性
格
と
規
定
す
れ
ば
、
以
降
の
こ
の
五
百
余
年
聞
は
さ
し
て
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
原
史
時
代
に
記
録
と

し
て
現
れ
て
来
る
民
族
社
会
が
家
族
構
成
の
問
題
と
如
何
よ
う
に
か
ら
ん
で
く
る
か
、
或
は
叉
古
墳
文
佑
の
衰
微
す
る
豪
族
階
層
の
一
般
社
会

に
与
え
た
影
響
を
考
え
て
来
る
と
問
題
は
簡
単
で
な
く
な
っ
て
く
る
。

註①
九
州
文
化
総
合
研
究
編
「
大
分
県
安
国
寺
弥
生
式
遺
跡
の
調
査
」

昭
和
三
十
三
年
三
月
刊

②
史
淵
第
六
六
輯
鏡
山
「
奈
良
期
の
集
落
遺
跡
に
つ
い
て
」

に
概
要
説
明
t

守
し
た



第

理
溝
住
居
の
構
造
分
析

比
恵
の
環
溝
四
例
に
つ
い
て
は
、
最
小
一
辺
一

O
米
の
方
形
の
も
の
か
ら
最
大
九
O
米
に
及
ぶ
も
の
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
九
O
米
の

環
溝
が
方
形
を
な
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
溝
域
の
調
査
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
確
か
な
こ
と
は
云
え
な
い
が
、
他
の
環
溝
例
か
ら
推
し

て
恐
ら
く
同
様
の
形
態
を
な
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
は
ち
比
恵
の
一
辺
長
の
概
数
を
列
挙
す
れ
ば
一

O
、
米
、
三
O
米
、
四
O
米
、
七

O
米
、
九
O
米
と
な
る
。
最
小
一

O
米
方
形
の
も
の
を
一
単
位
と
す
れ
ば
面
積
に
し
て
夫
々
八
倍
、
四
九
倍
、
八
一
倍
と
な
る
。

比
恵
の
型
例
に
近
い
も
の
は
戸
張
の
内
議
一
一
米
×
一
三
・
五
米
、
次
は
同
じ
戸
張
の
外
溝
一
辺
二
回
米
と
い
う
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
環
溝

の
延
長
、
面
積
を
知
る
に
は
僅
か
の
例
で
あ
る
が
、
大
小
不
揃
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
最
小
一

O
米
の
な
か
に
二
つ
の
弥
生
期
竪

穴
が
遺
在
し
て
い
た
乙
と
は
時
期
を
異
に
し
た
一
つ
の
家
で
あ
る
か
、
同
時
十
仔
在
の
も
の
で
あ
る
か
問
題
で
あ
る
が
、
単
婚
家
族
の
独
立
家
屋

と
し
て
考
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
戦
時
中
福
岡
県
甘
木
市
馬
田
（
も
と
朝
倉
郡
馬
田
村
）
上
原
に
於
て
調
査
さ
れ

た
弥
生
式
住
居
枇
で
あ
る
。
乙
の
調
査
は
同
地
の
太
刀
洗
飛
行
場
拡
張
工
事
中
の
発
見
で
、
当
時
朝
禽
中
学
在
勤
中
の
金
子
文
夫
民
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
。
戦
時
中
で
場
所
柄
正
式
の
写
真
測
量
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
覚
書
と
見
取
図
が
あ
る
。

こ
の
地
方
の
地
山
の
沖
積
土
は
黄
褐
色
を
帯
び
、
被
覆
土
は
黒
色
の
火
山
灰
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
沖
積
土
層
の
中
に
掘
り
込
ま
れ
た
溝

な
り
竪
穴
は
被
覆
土
を
水
平
に
切
り
と
れ
ば
、
黒
色
土
が
つ
ま
っ
た
状
態
で
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
。
こ
こ
で
金
子
民
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
た
竪

穴
群
団
の
概
要
を
述
べ
る
と
、

一
辺
約
一

O
米
の
方
形
環
溝
が
整
然
と
ニ
列
に
配
列
さ
れ
て
い
た
。
竪
穴
群
の
中
央
に
通
路
が
あ
っ
て
、
そ
の

両
側
に
同
じ
よ
う
な
規
模
の
竪
穴
が
並
ん
で
い
た
と
い
う
の
が
そ
の
骨
子
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
極
め
て
興
味
の
あ
る
事
実
を
物
語
っ
て
い

る
。
当
時
の
悪
条
件
の
な
か
で
の
調
査
に
貴
重
な
観
察
を
さ
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
が
、
正
確
な
実
測
図
が
な
い
こ
と
は
何
と
し
て
も
残

念
で
あ
る
。
将
来
再
調
査
に
よ
っ
て
せ
め
て
残
害
遺
構
だ
け
で
も
つ
き
と
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。
時
期
は
出
土
遺
物
に
弥
生
中
期
様
式
を
示

環

溝

住

居

陛

小

論

U
4
 

H
V’
 



環

溝

住

居

祉

小

論

四
日目

す
所
か
ら
、
比
恵
と
大
差
な
い
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
環
溝
住
居
の
よ
う
に
大
形
溝
が
あ
る
の
で
な
く
、
小
形
環
溝
住
居
祉
が
集
団
を
な
し

て
一
つ
の
群
集
家
屋
各
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
叉
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
集
団
構
成
の
各
環
海
の
規
模
が
均
一
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
等
の
竪
穴
を
含
ん
だ
環
溝
住
居
は
、
恐
ら
く
単
婚
実
族
の
形
態
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

住
居
祉
の
調
査
に
於
て
竪
穴
の
場

合
、
そ
の
周
辺
敷
地
と
い
う
も
の
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

ζ

の
例
か
ら
考
え
れ
ば
一
ア
ー
ル
程
度
の
敷
地
は
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で

環
溝
の
最
小
例
は
一
つ
の
家
屋
又
は
小
家
族
一
戸
の
敷
地
と
し
て
そ
の
極
限
を
示
す
も
の
と
み
て
差
支
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
竪
穴
住

居
世
で
は
そ
の
周
縁
に
小
形
の
溝
を
め
ぐ
ら
す
も
の
が
あ
り
、
縄
文
期
で
は
排
水
、
排
湿
、
又
は
か
き
根
の
根
が
た
め
施
設
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
同
様
例
は
弥
生
期
に
も
若
干
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
弥
生
期
の
周
溝
に
つ
い
て
は
排
水
湿
の
他
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
外
築
、
そ
れ
は

人
で
あ
れ
獣
で
あ
れ
、
防
衛
の
目
的
に
全
然
効
果
が
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
柵
で
も
と
り
つ
け
な
け
れ
ば
安
全
は
期
し
難
い
。
防
衛
手
段
が
小

数
家
族
の
一
戸
に
限
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
弥
生
期
に
於
て
は
例
外
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
排
湿
施
設
に
し
て
も
現
実
的
な
効
果
と
し

て
は
家
の
独
立
、
家
の
占
地
の
明
確
な
指
標
で
あ
り
、
精
神
的
に
溝
内
は
他
か
ら
の
侵
入
を
排
除
し
、
己
が
所
有
を
主
張
す
る
占
有
区
域
と
考

え
ら
れ
る
。

比
恵
第
一
号
環
溝
の
大
き
会
は
一
辺
約
三
O
米
の
方
形
で
、
そ
の
面
積
は
小
環
溝
一
ア
ー
ル
の
九
倍
で
小
環
溝
内
の
居
住
家
族
を
一
戸
と
す

れ
ば
九
戸
分
で
あ
る
。
前
に
の
べ
た
よ
う
に
そ
の
竪
穴
で
は
四

l
五
の
竪
穴
が
同
時
存
在
し
得
る
こ
と
を
見
た
。
其
の
他
共
同
組
織
が
大
き
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
共
同
施
設
も
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
各
々
の
家
や
集
団
の
事
情
に
よ
っ
て
等
比
級
数
ゃ
、
等
差
級
数
の
よ
う
に
機
械

的
に
は
出
来
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
比
恵
の
例
に
従
っ
て
一
応
の
目
や
す
を
た
て
る
参
考
の
た
め
、
仮
に
級
数
的
な
増
し
方
を
す
る
と
し
て
、
環

溝
の
面
積
と
家
屋
数
の
対
表
を
示
し
て
お
こ
う
。

周
溝
審
号

五
品
ワ

一
辺
の
長
さ

一O
米

ア商
l 積
Jレ

家
数
H
等
比
級
数
の
場
合

同
上
等
差
級
数
の
場
合



一
号

コ一号
－一号

刊
号

三
O
米

五
O
米

七
O
米

九
O
米

九
ア
ー
ル

ニ
五
ア
ー
ル

同
九
ア
ー
ル

八
一
ア
ー
ル

凶
（
五
）

七
（
九
）

一
O
（
一
七
）

一
六
（
二
五
）

凶
（
五
）

一
O
（一一二）

一
九
（
二
五
）

ニ
一
（
同
一
）

広
域
地
内
の
家
屋
実
数
の
調
査
は
実
際
問
題
と
し
て
は
遂
行
の
機
会
が
極
め
て
少
い
か
ら
、
当
分
は
推
論
の
域
を
脱
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
環
瀧
住
居
の
大
部
分
は
家
屋
集
団
と
い
う
具
体
的
な
構
成
で
示
さ
れ
る
が
、
住
居
群
団
の
大
小
の
例
が
増
加
し
た
場
合
、
現
溝
規
模

の
統
計
ピ

l
ク
が
ど
の
辺
に
位
置
す
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
段
階
と
し
て
は
困
難
で
あ
る

3

こ
こ
で
は
ま
ず
最
大
級
の
珠
海
住
居

集
団
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

今
の
と
こ
ろ
比
恵
遺
跡
の
第
四
号
八
一
ア
ー
ル
程
度
の
も
の
を
最
大
の
例
と
す
る
。
板
付
の
溝
も
不
盤
形
で
か
つ
溝
の
延
長
の
完
全
調
査
が

行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
環
溝
で
す
れ
ば
、

こ
の
程
度
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
条
瀞
或
は
土
星
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
前
に
あ

げ
た
左
記
遺
跡
に
於
て
次
の
よ
う
な
広
さ
を
示
す
。

日

岡

ノ

山

約
三

0
ア
ー
ル

ロ
天
王

約
六

0
ア
ー
ル

5

篠
限

約
九
0
ア
ー
ル

補
1

岡
原

約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

安
国
寺
の
場
合
、
周
波
内
域
は
西
の
限
界
を
つ
き
と
め
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
南
北
幅
平
均
一
入
米
東
西
約
三
O
米
程
度
で
調

査
区
の
面
積
は
約
五

0
ア
ー
ル
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
遺
跡
は
家
屋
集
団
の
配
列
の
仕
方
が
他
の
環
瀞
住
居
と
具
っ
て
疎
散
な
分
布
で
な
く
、

柱
穴
の
密
集
状
態
か
ら
よ
り
凝
集
的
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
進
憾
な
が
ら
西
の
限
界
が
つ
き
と
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
五

0
ア
ー
ル
以
上
と
し

か
云
え
な
い
。

環

瀞

住

居

陛

小

論

同
五



環

溝

住

居

祉

小

論

凶
ノ＼

こ
こ
に
ひ
い
た
諦
例
に
よ
っ
て
、
環
帯
の
広
さ
は
ほ
ぼ
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
約
一
町
程
度
を
円
以
て
限
度
と
す
る
こ
と
を
知
る
。

及
ぶ
よ
う
な
広
域
の
家
屋
集
団
は
、
そ
れ
が
他
心
集
団
と
区
別
さ
れ
る
地
域
に
限
定
さ
れ
る
場
合

ιは、

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

一
つ
の
村
落
集
落
と
呼
ん
で
も
不
都

合
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

吾
々
の
知
見
に
入
っ
た
最
大
級
の
環
潜
叉
は
類
似
遺
跡
を
ふ
く
め
て
、
小
は
単
独
家
屋
か
ら
、
大
は
一
つ
の
集
務
に
至
る
ま
で
の
聞
に
、
何

れ
の
大
さ
に
も
偏
在
す
る
こ
と
な
く
、
大
小
の
環
瀞
住
居
が
弥
生
期
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
将
来
資
料
の
増
加
に
よ
っ
て
周
溝
の
規
械
に

つ
い
て
ど
の
程
度
の
面
積
の
も
の
が
多
く
な
る
か
は
予
言
出
来
な
い
が
、
大
小
の
広
い
幅
差
の
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
こ
で
再
び
最

広
域
の
集
落
的
性
格
を
持
つ
遺
跡
の
検
討
を
進
め
て
お
こ
う
。

地
理
学
的
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
集
落
と
は
単
に
家
屋
の
配
列
や
集
合
散
在
の
関
係
の
み
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
耕
地
や
道
路
お
よ
び
水
路

そ
の
ほ
か
人
類
の
居
住
に
伴
う
文
佑
景
観
の
綜
合
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
名
称
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
常
識
的
に
は
、
集
浴
の
語
は
都
市
に
対

し
て
村
落
を
意
味
し
、
家
屋
の
集
合
単
位
を
指
し
て
い
う
。
た
だ
し
そ
の
集
合
の
限
度
を
い
づ
こ
に
お
く
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
場
合
に
あ

つ
て
は
必
ず
し
も
容
易
に
区
別
出
来
な
い
こ
と
も
あ
る
c

住
居
集
団
の
な
か
に
は
幾
つ
か
の
集
団
要
素
が
内
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
環
溝
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
る
住
居
集
団
、
墓
域
を
共
有
す
る
墳
墓
集
団
な
ど
が
あ
っ
て
、
何
等
か
の
紐
帯
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
群
団
が
あ
る
。
地

理
的
な
分
布
に
於
て
も
こ
の
よ
う
な
集
合
状
態
の
区
分
は
必
ず
し
も
一
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
広
域
に
集
務
を
と
れ
ば
そ

の
構
成
要
素
と
し
て
は
幾
つ
か
の
小
集
落
の
集
合
で
あ
り
、
小
集
落
は
叉
幾
つ
か
の
家
屋
集
団
の
集
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
に
し
て
い
る
環

溝
に
大
小
が
あ
る
以
上
、
当
然
環
溝
住
居
は
大
小
に
応
じ
て
集
落
の
構
成
要
素
と
し
て
こ
の
タ
イ
プ
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

第
一
類

独
立
の
集
落
が
一
環
溝
（
乃
至
は
類
似
遺
跡
）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の

第
二
類
大
小
の
環
溝
に
よ
っ
て
一
集
落
が
構
成
さ
れ
る
も
の

第
一
類
に
類
す
る
も
の
は
岡
ノ
山
、
篠
隈
の
よ
う
な
講
で
な
く
条
溝
と
自
然
地
形
に
よ
る
も
の
で
、
類
例
と
し
て
周
濠
内
の
安
国
寺
住
居
世



な
ど
が
み
ら
れ
、
又
板
付
の
住
居
遺
跡
も
恐
ら
く
は
こ
の
類
型
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
類
型
の
環
溝
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

占
有
面
積
の
最
大
限
度
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
の
広
さ
を
占
め
る
。

ち
な
み
に
安
国
寺
遺
跡
で
は
凝
集
家
屋
群
団
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
各
群
聞
は
独
立
の
共
同
体
で
み
の

る
け
れ
ど
も
、
孤
立
す
る
群
で
な
く
、
互
に
関
連
す
る
更
に
大
き
な
ム
ラ
の
構
成
分
子
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
凝
集
家
屋
の
各
群
の
分

布
状
態
は
調
査
さ
れ
た
現
況
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
か
な
り
疎
散
の
状
態
を
示
し
て
い
る
。
各
群
の
闘
を
へ
だ
て
る
も
の
は
広
い
泥
濠
状
の
低
湿

田
で
あ
っ
た
。
凝
集
群
団
を
一
つ
の
住
居
単
位
と
す
れ
ば
、
田
深
平
野
の
ム
ラ
は
一
種
の
散
村
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
地
理
学
上
の
散
村
の

構
成
要
素
は
こ
の
よ
う
な
凝
集
家
屋
の
大
き
な
集
団
を
さ
す
も
の
で
な
く
、
小
形
一
戸
の
住
宅
地
で
あ
る
。
田
深
平
野
に
散
在
す
る
こ
れ
等
の

住
居
群
団
の
あ
り
方
は
農
耕
生
産
の
形
態
を
考
え
る
場
合
に
よ
い
参
考
と
な
る
の
で
、
更
に
後
で
触
論
す
る
所
が
あ
ろ
う
。

第
二
の
類
型
に
属
す
る
も
の
は
比
恵
の
弥
生
期
集
落
で
あ
る
。
大
集
落
に
最
も
多
い
タ
イ
プ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
集
落
の
面
積
が
一
へ
ク
タ

ー
ル
以
上
に
拡
が
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
安
国
寺
例
に
み
る
よ
う
な
各
集
団
は
疎
散
な
分
布
を
持
つ
も
の
で
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
広
域

の
住
居
集
団
で
あ
る
点
は
都
市
的
な
傾
向
さ
え
も
み
せ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
各
環
溝
の
独
立
的
な
性
向
に
よ
っ
て
統
一
的
な

規
格
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
大
集
落
は
や
は
り
単
な
る
村
落
的
な
居
住
集
団
の
膨
脹
に
よ
っ
て
出
現
し
た
も

の
で
あ
り
、
各
環
溝
内
の
居
住
団
を
超
え
た
強
い
統
制
に
よ
っ
て
居
住
地
を
配
置
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
各
の
環
溝
の
形
態
や
そ

の
規
般
に
規
格
が
み
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
環
溌
の
群
固
に
つ
い
て
は
、
既
に
墓
域
の
共
有
と
い
う
観
点
か
ら
少
く
と

も
二
重
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
や
婚
姻
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
な
お
い
く
つ
か
の
轄
紳
の
紐
帯
が
あ
っ

て
、
各
環
溝
相
互
の
結
合
は
幾
つ
か
の
強
弱
の
因
子
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
た
だ
こ
こ
に
そ
れ
等
の
無
形
的
な
因
子

に
つ
い
て
考
古
学
的
な
実
証
を
な
し
得
な
い
こ
と
を
恨
み
と
す
る
。

比
恵
遺
跡
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
調
査
の
結
果
を
同
時
並
存
的
な
平
面
の
姿
で
な
が
め
す
ぎ
た
観
が
な
い
で
も
な
い
。
環
溝
の
築
造
が
同

環

溝

住

居

陛

小

論

四
七



環

譲

住

居

陛

小

論

四
人

時
期
に
な
さ
れ
て
い
て
も
、
家
族
や
民
族
も
個
人
と
同
じ
く
動
体
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
溝
を
め
ぐ
ら
し
て
居
住
地
を
限
る
こ
と
は
動

体
の
制
限
を
意
味
す
る
。
溝
内
の
居
住
員
の
増
加
は
新
し
い
居
住
地
へ
の
分
裂
を
き
た
さ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
こ
こ
に
環
濃
の
大
小
に
よ

る
不
均
衡
な
勢
力
関
係
が
生
れ
、
更
に
叉
広
域
に
わ
た
る
村
落
の
連
合
体
を
基
盤
と
し
て
政
治
的
な
支
配
権
が
発
生
す
る
温
床
を
こ
の
よ
う
な

大
集
落
が
提
供
す
る
機
運
が
生
れ
る
。

最
後
に
た
だ
一
つ
の
例
で
あ
る
が
、
第
三
の
類
型
と
し
て
と
り
あ
げ
れ
ば
前
記
甘
木
市
上
原
の
例
が
あ
る
。
第
一
並
び
に
第
二
の
類
型
に
於

て
は
溝
内
の
各
家
（
戸
）
の
む
す
び
つ
き
の
強
弱
は
と
も
か
く
と
し
て
、
共
同
敷
地
と
し
て
、
環
構
内
或
は
条
溝
に
よ
っ
て
限
ら
れ
る
一
つ
の

地
域
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
第
三
類
型
で
は
屋
地
は
各
戸
の
占
有
で
あ
り
、
そ
の
整
然
た
る
規
格
配
列
に
よ
っ
て
一
つ
の
集
団
を

形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
弥
生
期
の
集
落
に
つ
い
て
環
溝
住
居
の
観
点
か
ら
三
つ
の
型
を
わ
け
で
み
た
。
こ
の
よ
う
な
色
々
な
居
住
群
団
を
み
る
の
は
、

こ
の
時

代
の
集
落
発
展
に
複
雑
な
因
子
の
あ
る
こ
と
を
物
語
る
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
一
つ
の
時
代
に
住
居
集
団
の
様
式
が
一
定
さ
れ
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
複
雑
な
姿
の
な
か
に
発
展
的
な
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
考
古
学
が
史
学
で
あ
る
以
上
は
同
一
線

上
に
並
べ
ら
れ
た
幾
つ
か
の
要
素
に
つ
い
て
も
、
発
展
的
な
理
解
に
ま
で
導
か
れ
る
か
ど
う
か
を
研
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
前
記

の
幾
つ
か
の
遺
跡
に
つ
い
て
、
出
土
物
、
伴
出
土
器
様
式
年
代
を
考
え
て
み
よ
う
。

先
づ
第
一
類
型
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
中
に
前
期
（
或
は
更
に
遡
っ
た
板
付
期
）
の
も
の
が
あ
る
が
後
期
に
属
す
る
も
の
が
多
い
。

安
国
寺
遺
跡
も
集
落
の
分
布
の
し
か
た
か
ら
こ
の
類
型
と
さ
れ
る
。

第
二
類
型
は
比
恵
の
例
で
中
期
、

第
三
類
型
も
や
は
り
中
期
と
推
定
さ
れ
る
。

僅
か
の
類
例
か
ら
す
れ
ば
、
弥
生
の
古
い
時
期
に
既
に
大
き
な
村
落
集
団
を
出
現
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
発
生
の
事
情
に
つ
い
て
は
更
に
縄
文



期
に
遡
っ
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
今
は
そ
の
余
裕
が
な
い
の
で
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。
中
期
以
降
で
は
そ
の
大
規
模
な
集
落
機
構
が
そ
の

ま
ま
つ
づ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
居
住
群
団
の
大
さ
は
小
形
佑
し
単
婚
家
族
の
敷
地
独
占
を
み
る
。
更
に
は
そ
れ
等
の
独
立
小
家
族
の
連
合
体

に
よ
る
集
落
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
れ
等
の
傾
向
は
弥
生
期
の
類
例
が
稀
少
で
あ
る
今
日
の
状
態
か
ら
立
論
し
た
も
の
で
、
将
来
遺
跡
の
調
査

例
が
多
く
な
れ
ば
改
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
叉
発
展
的
な
こ
の
系
列
を
た
ぐ
る
に
は
前
時
代
と
後
続
の
時
代
の
傾
向
と
も
考
え
合
せ

る
必
要
も
あ
る
。
こ
と
に
後
続
時
代
で
は
古
墳
期
l
奈
良
期
1
平
安
期
に
及
ぶ
数
例
の
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
発
展
仮
説
は
別
稿

に
於
て
更
に
検
討
を
重
ね
よ
う
と
思
う
。

第
四

環
溝
遺
跡
と
農
耕
生
産

弥
生
期
の
住
居
集
落
を
問
題
と
し
た
時
、
そ
の
地
理
的
な
集
団
状
態
は
或
程
度
究
明
さ
れ
た
段
階
に
達
し
た
が
、
農
耕
生
活
と
密
結
す
る
と

考
え
ら
れ
る
弥
生
式
文
佑
期
に
こ
れ
等
集
落
の
耕
地
所
有
関
係
に
つ
い
て
は
、
未
だ
之
に
応
え
る
充
分
の
資
料
が
揃
っ
て
い
な
い
。
近
年
共
同

体
理
論
へ
の
強
い
関
心
か
ら
、
日
本
で
も
古
代
村
落
の
共
同
体
構
造
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
試
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
日
本
古
代
の
生
産
機

構
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
日
の
研
究
段
階
で
は
未
だ
考
古
学
的
資
料
に
よ
っ
て
多
く
を
望
む
こ
と
は
出
来
な
い
。

環
溝
住
居
祉
の
共
同
体
的
性
格
は
そ
の
地
縁
性
と
血
縁
性
の
双
方
に
関
連
す
る
居
住
地
占
有
の
形
と
し
て
一
応
納
得
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
農

耕
地
所
有
の
問
題
に
な
る
と
明
確
な
判
断
が
筆
者
自
身
と
し
て
っ
き
か
ね
て
い
た
。
す
で
に
共
同
墓
域
の
所
有
原
体
で
あ
る
集
団
に
対
し
て
は

共
有
体
と
い
う
字
句
を
用
い
た
。
世
帯
共
同
体
又
は
村
落
共
同
体
に
つ
い
て
も
環
溝
の
性
格
が
そ
の
何
れ
と
も
密
接
な
関
連
を
持
つ
こ
と
に
異

論
は
な
い
。
筆
者
は
環
溝
内
居
住
集
団
が
そ
の
居
住
敷
地
を
共
有
す
る
と
い
う
と
く
限
ら
れ
た
事
実
か
ら
、
居
住
共
同
体
と
い
う
よ
う
な
生
硬

な
字
句
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
村
落
共
同
体
と
い
は
ず
居
住
共
同
体
と
し
た
の
は
村
落
構
成
要
素
と
し
て
の
共
同
体
を
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
広
義
に
解
釈
し
て
環
溝
内
の
家
屋
群
が
共
同
体
で
あ
り
、
更
に
叉
環
溝
群
が
共
同
体
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
は
当
然
で

環

溝

住

居
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四
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環

溝

住

居

陛

小

論
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あ
る
が
、
更
に
そ
の
共
同
体
制
を
土
地
所
有
、
殊
に
水
田
耕
作
と
生
産
機
構
と
の
関
連
に
於
て
ど
の
よ
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
に

僅
か
の
資
料
か
ら
試
論
の
域
を
出
な
い
考
察
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
究
明
の
い
と
ぐ
ち
を
み
つ
け
る
意
味
で
二
つ
の
関
係
資
料
を
提
供
し
よ
う
。
そ
の
一
は
農
耕
地
と
集
落
地
の
相
互
関
係
で
、
そ

の
ニ
は
住
居
群
と
倉
庫
の
関
係
で
あ
る
。

第
一
に
弥
生
期
の
農
耕
の
う
ち
最
も
問
題
に
な
る
の
は
、
稲
栽
培
で
あ
り
、
環
溝
住
居
が
水
田
耕
作
と
深
い
関
連
を
持
つ
こ
と
は
そ
の
立
地

状
況
か
ら
も
組
像
さ
れ
る
。
弥
生
期
の
水
田
が
所
謂
低
湿
地
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
登
呂
の
水
田
祉
の
調
査
以
来
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る

所
で
あ
る
。
安
国
寺
遺
跡
で
も
集
落
は
泥
濠
状
の
湿
田
の
な
か
に
営
ま
れ
て
い
る
。
水
害
や
湿
地
の
悪
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
低
平
地
に
住

居
が
位
置
す
る
こ
と
は
、
水
田
の
管
理
に
便
宜
で
あ
る
乙
と
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
水
田
開
拓
期
の
事
情
を
推
考
す
れ
ば
、

屋
敷
の
周
辺
に
拡
が
る
低
湿
地
に
適
当
の
水
路
を
つ
け
、
過
度
の
水
湿
を
排
除
し
必
要
に
応
じ
て
は
部
分
的
給
水
路
の
施
設
も
な
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
土
木
工
事
は
大
量
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
。
登
自
遺
跡
に
お
け
る
数
万
本
に
及
ぶ
矢
板
列
の
配
置
、
安
国

寺
遺
跡
に
於
け
る
給
排
水
溝
の
掘
さ
く
等
の
工
事
は
恐
ら
く
他
の
低
湿
田
に
於
て
も
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
等
は
小
家
族
の
労
働
力
を
超

え
る
も
の
で
あ
り
、
食
糧
を
水
稲
に
依
存
す
る
度
が
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
共
同
作
業
が
望
ま
れ
よ
う
。
し
か
も
給
排
水
の
路
線
の
決
定
は
同

一
区
劃
の
水
田
で
は
統
一
あ
る
計
画
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
計
画
の
施
行
と
大
量
労
働
力
の
集
結
は
開
拓
期
に
は
特
に
重
視
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
必
要
性
が
水
田
耕
作
で
の
共
同
作
業
の
能
率
向
上
と
相
ま
っ
て
共
同
体
的
な
社
会
結
合
を
助
長
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弥
生
期
の

水
田
が
既
述
の
よ
う
に
低
湿
地
に
扶
ば
れ
た
の
は
、
初
期
農
耕
の
傾
向
で
あ
ろ
う
。
平
地
が
山
地
と
同
様
に
森
林
や
薮
で
お
お
わ
れ
て
い
た
状

態
を
想
像
す
れ
ば
、
沢
地
や
低
水
湿
地
を
開
墾
の
第
一
目
標
に
し
、
次
で
や
ぶ
や
森
を
切
り
開
い
て
濯
瓶
水
路
を
設
け
て
の
乾
地
農
法
に
移
る

と
考
え
る
の
が
順
序
で
あ
る
。
乙
れ
に
は
更
に
大
き
な
統
制
を
持
つ
共
同
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
乾
地
水
田
（
低
湿
団
地
と
区
別
す
る
意
味

で
以
下
乾
田
と
略
称
す
る
、
畑
地
稲
作
の
意
味
で
は
な
い
）
の
起
源
が
何
時
か
に
つ
い
て
は
直
接
乙
れ
を
実
証
す
る
遺
跡
は
見
当
ら
な
い
。
近



時
弥
生
期
の
鉄
製
利
器
の
資
料
が
増
加
し
、
住
居
祉
か
ら
出
土
す
る
木
製
品
、
木
器
、
建
築
材
、
矢
板
等
大
形
木
材
の
加
工
に
も
鉄
器
の
使
用

が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
森
林
の
伐
採
、
水
田
開
拓
へ
の
途
が
聞
か
れ
る
。
叉
潜
紙
水
路
の
掘
さ
く
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で

環
溝
自
体
も
こ
の
濯
蹴
水
路
と
同
様
の
形
態
を
と
っ
て
掘
閲
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
若
し
比
恵
の
最
大
級
一
辺
九
O
米
に
及
ぶ
大
環
溝
を

ほ
る
労
働
力
と
等
し
い
力
が
あ
れ
ば
、
方
形
と
側
定
し
て
三
六

O
米
に
達
す
る
直
線
水
路
の
開
さ
く
は
容
易
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
水
源

と
な
る
本
流
の
水
位
、
溝
の
深
さ
、
地
盤
の
質
な
ど
、
よ
り
高
度
の
技
術
が
必
開
と
な
る
。

『
悶
こ

さ
れ
た
濯
蹴
水
路
を
安
国
寺
遺
跡
に
発
見
し
検
討
し
た
。

こ
の
よ
う
な
環
潜
と
同
一
の
規
模
を
持
っ
て
掘
開

こ
こ
で
は
約
五
O
米
に
わ
た
っ
て
潜
概
水
路
の
一
部
を
見
た
が
瀞
底
に
は
水
流
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
砂
の
推
積
が
あ
り
、
上
流
か
ら
下
流
に

向
っ
て
緩
傾
斜
を
一
不
す
溝
底
の
レ
ベ
ル
を
注
意
し
た
。
た
だ
そ
の
時
期
は
弥
生
の
終
末
期
か
ら
土
師
期
の
初
に
比
定
さ
れ
る
土
器
片
を
残
し
て

い
る
所
か
ら
淵
査
の
対
象
と
し
た
住
居
祉
が
後
期
｜
｜
安
国
寺
様
式

iー
を
中
心
と
し
た
時
期
よ
り
も
や
や
お
く
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
こ
れ
も
断
片
的
な
資
料
で
あ
る
が
、
重
要
な
遺
跡
が
沼
津
市
か
ら
報
供
さ
れ
て
町
一
心
。

沼
津
市
西
椎
路
宇
目
黒
身
（
愛
鷹
中
学
校
々
庭
）
の
弥
生
遺
跡
は
、
小
野
真
一
氏
等
に
よ
っ
て
昭
和
三
一
年
に
調
査
さ
れ
、
校
庭
で
竪
穴
祉

と
東
西
に
長
く
の
び
る
排
水
溝
が
注
意
さ
れ
た
。
小
野
民
は
排
水
溝
と
名
付
け
て
お
ら
れ
る
が
、

「
住
居
祉
の
南
側
に
接
近
し
て
ほ
ぼ
北
西
よ

り
東
南
に
直
線
状
に
の
び
、
約
四
O
米
に
わ
た
っ
て
追
求
し
得
た
が
、
な
お
双
方
に
延
々
と
し
て
の
び
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
瀧
の
深

さ
は
一
、
二
米
上
緑
幅
平
均
一
米
断
面
V
字
形
を
な
す
」
。
そ
し
て
溝
の
「
下
方
に
は
有
機
質
の
青
黒
色
の
粘
土
が
推
積
し
、
そ
の
下
は
暗
褐

色
の
細
砂
層
で
、
水
路
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

こ
の
溝
の
形
状
が
吾
々
の
取
扱
っ
て
来
た
環
溝
の
所
調
V
字
溝
と
規
模

の
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
又
出
土
造
物
の
関
係
か
ら
こ
の
遺
跡
が
全
体
と
し
て
単
純
な
土
橋
様
式
を
一
部
し
、
竪
穴
と
共
に
溝
も
叉

弥
生
後
期
の
遺
構
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

次
に
排
水
溝
の
走
向
に
つ
い
て
観
察
す
る
に
、
東
西
方
向
は
切
話
。

ω
を
示
す
。
こ
の
偏
度
は
あ
た
か
も
当
地
域
一
帯
に
そ
の
痕
跡
を
残

環

溝
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環

湾

住
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論
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し
て
い
る
条
里
区
劃
の
方
向
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
特
記
し
た
い
。
乙
の
地
は
愛
鷹
山
の
南
麓
の
傾
斜
変
換
地
に
あ
た
る
所
で
、
山
麓

の
扇
状
地
で
水
田
ぞ
得
ょ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
濃
翫
水
路
掘
さ
く
に
よ
っ
て
乾
田
耕
作
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
水
路

は
愛
鷹
山
の
山
陵
を
南
下
す
る
幾
つ
か
の
谷
川
が
平
野
に
流
れ
出
て
地
形
に
従
っ
て
南
北
に
平
行
し
駿
河
湾
に
流
入
す
る
。
従
っ
て
給
水
路
を

つ
け
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
谷
川
の
水
を
東
西
の
方
向
に
分
流
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
恐
ら
く
は
乙
の
排
水
溝
は
濯
概
水
路
の
幹
線
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
水
路
の
掘
開
年
代
は
弥
生
後
期
で
安
国
寺
よ
り
も
少
し
く
遡
っ
た
時
期
に
求
め
ら
れ
る
。

次
に
文
献
的
資
料
に
よ
れ
ば
、
日
本
書
紀
（
神
功
紀
征
韓
説
話
の
項
）
に
述
べ
ら
れ
る
次
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

「
既
に
し
て
皇
后
、
即
ち
神
の
教
の
験
有
る
こ
と
を
し
ろ
し
め
し
て
、
天
に
神
租
を
い
の
り
ま
つ
る
。
婦
ら
酉
を
征
ら
た
ま
は
む
と
欲
し

ナ

ノ

カ

ワ

ト

V
ロ
キ
ノ
オ
カ

て
、
愛
に
神
田
を
定
め
て
佃
る
。
時
に
慨
河
の
水
を
引
か
せ
て
神
田
に
潤
け
む
と
欲
ひ
て
、
溝
を
掘
り
、
誼
驚
聞
に
及
び
て
、
大
磐
塞
り
て
溝
を

穿
る
こ
と
を
得
ず
、
皇
后
武
内
宿
弥
を
召
し
て
、
鯛
鏡
を
捧
げ
て
神
拡
を
躍
祈
み
溝
を
通
さ
む
こ
と
を
求
め
し
む
。
則
ち
と
き
に
電
一
首
謀
議
し

サ
ク
タ
ウ
ナ

4

て
、
其
の
磐
を
蹴
裂
き
て
、
水
を
通
穿
さ
し
む
、
故
人
其
の
溝
を
な
ず
け
て
裂
回
溝
と
い
ふ
」

Q

目

テ
ノ
カ
ハ

こ
の
説
話
の
一
都
す
所
は
、
骨
子
と
し
て
は
雌
川
の
水
を
ひ
い
て
開
閉
し
た
際
ト
ド
ロ
キ
ノ
岡
の
磐
を
神
に
祈
り
、
感
応
に
よ
り
て
水
を
通
じ

キ
ノ

γγ
タ

ト

，

フ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
幸
に
説
話
に
よ
っ
て
一
部
さ
れ
た
追
跡
が
残
っ
て
い
る
。
慨
川
は
博
多
を
慨
県
と
い
い
博
多
の
治
を
慨
津
と
い
う
例
に

よ
っ
て
、
那
珂
川
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ト
ド
ロ
キ
の
岡
は
現
在
安
徳
台
と
呼
ば
れ
る
岡
で
あ
り
、
サ
ク
タ
ノ
滞
は
現
在
裂
田
神

社
の
側
を
流
れ
て
い
る
ο

こ
の
流
路
は
那
珂
河
の
水
を
分
流
さ
せ
て
、
延
々
と
し
て
捌
さ
く
さ
れ
た
人
工
に
よ
る
水
滞
で
、
今
日
な
お
こ
の
地

方
の
濯
蹴
水
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
川
幅
は
後
世
拡
げ
ら
れ
で
も
、
流
路
は
た
い
し
て
変
佑
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
水

路
の
聞
き
く
に
よ
っ
て
安
徳
台
の
南
側
盆
地
約
三
O
町
歩
と
北
方
の
広
い
地
域
が
乾
田
化
3
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
説
話
の
生
ま
れ
る
原
因
に

は
、
水
の
配
分
に
ま
つ
わ
る
神
事
な
ど
考
え
ら
れ
る
が
、
物
語
ら
れ
る
年
代
に
つ
い
て
は
神
功
皇
居
の
時
代
と
は
断
ぜ
ら
れ
ぬ
。
こ
の
水
に
よ

っ
て
潤
さ
れ
る
南
方
の
水
団
地
割
が
下
流
地
域
の
条
里
と
異
方
向
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
佑
以
前
の
聞
き
く
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い



る
。
そ
れ
以
上
、
何
時
頃
ま
で
遡
る
か
に
つ
い

て
は
な
お
直
接
遺
跡
の
調
査
検
討
に
倹
た
ね
ば

な
ら
な
い
。

裂回溝水路図

次
に
弥
生
期
の
環
瀞
遺
跡
の
立
地
と
水
田
遺

跡
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
を
す
す
め
て
み
よ

ぅ
。
第
一
に
比
恵
遺
跡
の
地
形
環
境
は
洪
積
台

地
の
上
に
あ
り
、
水
田
は
住
居
枇
よ
り
比
較
的

は
な
れ
た
地
域
に
あ
る
。
弥
生
期
の
水
旧
の
所

第二図

在
を
後
代
の
条
里
区
劃
の
明
瞭
な
地
区
内
以
外

に
は
想
定
出
来
な
い
こ
と
は
既
に
簡
単
に
之
を

の
ベ
た
。
現
在
は
こ
の
地
方
の
多
く
の
耕
地
が

失
わ
れ
て
住
宅
地
と
化
し
て
い
る
が
、
以
前
の

両
川
の
聞
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
比
恵
周
辺
の
水
田
は
実
は
那
珂
川
よ
り
水
を
ひ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
地
域
の
港
一
概
水
路
に
は
ニ
つ
の
幹
線

濯
概
水
路
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
御
笠
、
那
珂

が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
比
恵
高
地
の
酉
を
北
方
に
流
れ
て
東
折
し
、
台
地
の
北
辺
及
び
西
辺
一
帯
の
水
田
を
う
る
お
す
こ
の
幹
線
水
路
か
ら
分

岐
す
る
支
流
は
一
町
（
一
一

O
米
）
間
隔
の
平
行
形
を
と
っ
て
い
る
原
態
を
止
め
て
い
る
。
第
二
幹
線
は
源
流
は
第
一
幹
線
と
同
一
で
あ
る
が

正
陵
の
中
を
東
に
流
れ
、
御
笠
川
の
近
く
で
北
に
折
れ
て
台
地
内
の
低
い
部
分
に
若
干
の
水
田
を
聞
き
台
地
の
北
方
に
流
れ
て
北
辺
水
田
に
注

環

溝

住

居

陛

小

論

ぐ
形
勢
に
あ
り
、
先
の
第
一
幹
線
と
連
絡
す
る
。
即
ち
こ
の
二
つ
の
幹
線
は
同
一
水
系
か
ら
分
岐
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
幹
線
は
第
一
よ

五
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、川向
け
比

五
回

り
お
く
れ
た
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

第
二
路
線
沿
い
の
水
田
は
狭
い
新
開
田
で
難
工

事
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
田
可
能
面
積
は

比恵遺跡周辺水系図

少
い
。
こ
の
部
分
の
水
田
は
条
里
の
地
割
形
態

を
と
っ
て
い
な
い
。
そ
の
水
路
は
比
恵
遺
跡
の

東
関
を
通
っ
て
聾
棺
地
帯
と
の
聞
を
流
れ
て
い

る
が
、
弥
生
期
に
こ
れ
等
の
人
工
に
よ
る
濯
概

水
路
が
あ
っ
た
と
の
証
跡
は
み
出
さ
れ
ぬ
。
こ

第三図

れ
に
対
し
て
西
辺
1
北
辺
の
広
域
水
田
に
は
条

里
遺
構
が
明
ら
か
で
あ
る
。
比
処
で
は
新
に
水

田
と
し
て
開
拓
す
る
に
は
乾
田
港
紙
を
必
要
と

す
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
那
珂
川
本
流
の
水
位

も
、
沖
積
地
を
開
折
し
て
流
れ
る
所
か
ら
周
緑
地
よ
り
水
流
は
低
位
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
条
件
か
ら
考
え
れ
ば
、
水
団
地
割
り

は
現
在
の
そ
れ
よ
り
も
高
位
に
あ
る
と
し
て

が
、
条
里
制
に
基
く
水
路
線
と
は
同
一
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
水
田
と
し
て
開
拓
す
る
に
は
潜
概
水
路
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
濯

概
水
路
の
掘
開
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
弥
生
後
期
に
於
て
は
既
に
可
能
の
段
階
に
達
す
る
諸
条
件
を
そ
な
え
て
い
た
。
特
に
北
九
州
の
弥
生
文

ル
仙
の
先
進
地
帯
に
於
て
、
そ
れ
は
弥
生
式
文
佑
の
最
盛
期
と
思
わ
れ
る
中
期
ま
で
遡
る
こ
と
は
不
可
能
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
は
社
会
集
団
の

組
織
と
金
属
器
の
製
作
使
用
に
於
て
の
優
位
を
考
慮
に
入
れ
て
の
推
論
で
あ
る
。
将
来
直
接
こ
の
可
能
性
を
実
証
す
る
遺
跡
を
求
め
た
い
の
で



あ
る
。
御
笠
、
那
珂
両
川
の
河
口
近
く
の
水
田
は
、
港
概
水
路
に
よ
る
乾
田
で
、
低
湿
地
農
法
に
よ
る
可
耕
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
よ
う

な
乾
田
耕
作
の
事
実
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
広
域
に
わ
た
る
比
恵
集
落
の
発
展
も
広
大
な
開
田
耕
作
の
要
件
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
共
に
住

居
集
団
を
よ
り
強
大
に
む
す
び
つ
け
る
結
果
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
安
国
寺
遺
跡
に
み
た
よ
う
な
低
地
水
田
の
た
だ
中
に
立
地
す
る
住
居
集
団
（
仮
に
田
深
平
野
の
ム
ラ
の
分
核
と
よ
べ
ば
）
が
単
位
と
な

っ
て
分
散
す
る
類
型
が
あ
る
。
比
恵
遺
跡
に
於
て
は
そ
れ
に
比
敵
す
る
広
さ
を
持
つ
大
環
溝
が
、
他
の
諸
々
の
大
小
環
瀞
住
居
集
団
と
つ
ら
な

っ
て
一
大
集
落
を
構
成
し
て
い
る
。
安
国
寺
類
型
の
場
合
に
は
凝
集
分
類
の
帰
属
関
係
に
お
か
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
周
辺
隣
接
耕
地
が
あ

る
。
乙
の
関
係
は
よ
り
小
規
模
の
村
落
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
低
湿
地
農
法
が
分
散
す
る
沼
沢
地

l
そ
れ
は
旧
河
道
の
遮
塞
さ

れ
て
出
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

l
の
場
合
、
水
田
一
区
は
三
O
O余
本
の
柱
穴
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
居
住
共
同
体
に
よ
る
用
役
で
充
分
で
あ

る
。
た
だ
し
新
な
濯
概
水
路
の
掘
聞
に
よ
っ
て
更
に
広
い
面
積
の
乾
団
地
が
新
開
田
と
な
る
場
合
に
は
単
一
の
分
核
で
の
用
役
に
止
ら
ず
、
よ

り
多
く
の
勢
力
が
之
に
作
用
す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
以
上
隣
接
耕
地
と
隔
離
耕
地
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
た
。
隣
接
耕
地
は
住

居
祉
を
中
心
と
し
て
耕
地
が
四
周
に
め
ぐ
ら
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、

一
方
だ
け
に
拡
が
る
福
岡
県
須
玖
の
遺
跡
の
如
き
も
あ
る
。

須
玖
の
遺
跡
の
場
合
、
墳
墓
地
は
熊
野
神
社
周
辺
の
正
陵
地
上
に
ま
で
延
び
て
い
る
が
、
下
段
の
畑
地
に
最
も
密
な
分
布
を
示
し
て
い
る
。

小
学
校
敷
地
は
こ
の
墳
墓
地
の
北
に
隣
接
し
た
一
区
で
、
住
居
祉
の
－
端
を
示
し
て
い
る
。
耕
回
世
は
更
に
北
方
の
小
川
の
流
域
に
比
定
さ
れ

る
。
高
低
差
を
以
て
示
せ
ば
、
南
端
の
高
地
が
墓
地
で
あ
り
、
そ
の
北
に
隣
接
し
て
住
居
祉
が
あ
り
更
に
北
の
低
地
に
水
田
が
営
ま
れ
る
。
た

だ
住
居
世
と
水
田
の
関
係
に
つ
い
て
は
登
呂
遺
跡
も
同
様
な
関
係
で
あ
る
。

こ
こ
に
二
つ
の
代
表
的
な
タ
イ
プ
を
あ
げ
て
対
比
し
て
み
る
と

第
一
比
恵
タ
イ
プ

l
耕
田
は
居
住
地
の
ま
わ
り
に
遠
く
は
な
れ
る

第
二
安
国
寺
タ
イ
プ

l
耕
田
は
居
住
地
の
ま
わ
り
に
近
接
す
る

と
な
る
。

環

湾

住

居

陛

小

論

五
五



環

溝

住

居

陛

小

論

五
ノ、

乙
の
ニ
つ
の
タ
イ
プ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
変
種
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
低
湿
地
開
拓
期
に
於
て
は
第
一
型
の
集
落
が
生
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
第

ニ
型
に
あ
っ
て
は
集
落
の
規
模
も
大
き
く
な
り
、
第
一
型
の
分
散
し
た
各
々
の
共
同
体
の
大
さ
に
比
べ
れ
ば
、
集
約
的
な
団
村
的
特
徴
を
持
つ

乙
と
に
な
る
。
比
恵
の
台
地
は
弥
生
期
に
あ
っ
て
は
畑
作
以
外
に
は
水
田
佑
さ
れ
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
住
居
群
団
の
規
模
と

水
田
の
開
拓
及
ぴ
経
営
と
の
相
関
々
係
を
追
求
す
る
こ
と
が
将
来
の
課
題
と
な
る
。

以
上
地
理
的
な
立
地
関
係
か
ら
環
溝
住
居
遺
跡
と
水
団
地
と
の
対
比
を
考
え
て
来
た
が
、
次
に
農
耕
収
獲
物
の
管
理
問
題
に
つ
い
て
若
干
の

考
察
を
加
え
て
お
こ
う
。
環
潜
住
居
祉
に
於
て
倉
庫
の
容
在
は
当
然
注
意
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
環
溝
内
に
於
け
る
高
床
遺
構
を
倉
庫
と
考
え

る
事
も
出
来
る
。
叉
袋
状
竪
穴
様
式
の
遺
構
が
山
口
県
天
王
居
住
遺
跡
の
一
隅
に
あ
る
乙
と
は
前
に
も
述
べ
て
き
た
。

一
般
に
倉
庫
遺
構
の
数

は
竪
穴
住
居
の
数
に
比
べ
て
少
数
で
あ
る
し
、
叉
倉
庫
に
貯
蔵
さ
れ
る
穀
物
の
量
に
つ
い
て
も
正
確
な
計
量
は
困
難
で
あ
る
。
倉
庫
の
位
置
も

竪
穴
に
随
伴
す
る
関
係
に
お
か
れ
る
も
の
と
、
住
居
祉
か
ら
離
れ
て
集
る
も
の
が
あ
る
。
後
者
は
共
有
的
な
関
係
を
一
応
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
－

S
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
一
般
の
弥
生
遺
跡
に
於
て
は
居
住
遺
跡
と
交
っ
て
か
、
或
は
別
に
袋
状
の
竪
穴
が
群
在
す
る
こ
と
が
あ

【
桂
三
｝

る
。
北
九
州
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
例
を
数
例
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
福
岡
県
京
都
郡
犀
川
町
犀
川
小
学
校
々
庭

の
遺
跡
が
あ
る
。
此
処
は
犀
川
平
野
南
辺
の
台
地
で
、
附
近
に
弥
生
住
居
陛
や
墓
地
が
あ
る
が
校
庭
に
は
円
形

ωプ
ラ
ン
を
持
つ
袋
状
の
竪
穴

十
数
個
が
発
見
さ
れ
、
乙
れ
が
二
、
三
個
づ
つ
の
集
団
を
な
し
て
い
る
。
調
査
に
あ
た
ら
た
田
頭
喬
氏
に
よ
れ
ば
須
玖
式
土
器
を
共
伴
す
る
た

め
弥
生
中
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
住
居
竪
穴
と
袋
状
竪
穴
は
そ
れ
ぞ
れ
群
団
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
相
関
々
係
は
未
だ
明
瞭
で
な
い
が
、
こ

こ
で
は
や
は
り
複
合
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
乙
れ
等
の
竪
穴
は
一
般
住
居
家
屋
の
竪
穴
よ
り
も
深
く
、
下
底
部
は
や
や
上
面
よ
り
も
拡
が
つ

た
形
態
を
示
し
て
い
る
。

次
に
住
居
陛
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
例
は
、
福
岡
県
三
井
郡
小
郡
町
三
沢
農
業
倉
庫
附
近
で
今
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
倉
庫
建
築
心
た
め
土
を
採

h
y
－－A
っ
て
姿
を
失
っ
た
が
、
五
つ
以
上
の
袋
状
の
竪
穴
が
出
て
来
た
。
竪
穴
の
中
か
ら
弥
生
式
土
器
の
小
片
が
若
干
採
集
さ
れ
た
が
、
何
れ
も



遠
賀
川
様
式
の
も
の
で
あ
っ
た
。
此
処
で
は
未
だ
こ
の
竪
穴
に
関
連
す
る
住
居
陛
が
何
処
に
あ
っ
た
か
明
か
で
な
い
。
同
様
な
袋
状
竪
穴
の
例

は
三
沢
の
台
地
上
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
将
来
の
調
査
の
機
会
を
ま
っ
て
推
論
し
た
い
。

以
上
の
諸
例
の
竪
穴
に
何
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
穀
物
の
残
害
す
る
状
態
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
型
態
の
袋
状
竪

穴
に
於
て
左
記
の
遺
跡
で
は
夫
々
炭
佑
米
の
集
積
が
見
ら
れ
た
。

1. 

福
岡
県
八
女
郡
長
峯
村
岩
崎
（
現
人
女
市
岩
崎
）

2. 

同
村
吉
田
字
上
ノ
畑
（
入
女
市
上
ノ
畑
）

3. 

佐
賀
県
鳥
栖
市
田
代
梅
坂

｛
註
円
｝

①
は
故
中
山
平
次
郎
先
生
の
報
告
が
あ
る
が
②
と
①
は
筆
者
の
実
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
①
及
び
②
は
弥
生
後
期
に
属
す
る
も
の
で
③
は

弥
生
末
期
に
近
い
土
師
期
に
入
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
③
の
例
で
は
穂
先
の
揃
っ
た
米
粒
を
大
量
に
発
見
し
た
の
で
、
穂
の
ま
ま
貯
蔵
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
元
来
土
中
に
深
く
掘
ら
れ
た
竪
穴
は
湿
気
を
含
む
の
で
、
米
穀
の
貯
蔵
に
は
・
不
適
当
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
何
等
か
の

排
湿
施
設
を
し
た
も
の
か
、
現
実
に
は
竪
穴
に
充
満
し
て
い
る
蓄
積
状
態
が
検
査
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
み
て
前
記
数
例
の
袋
状
竪
穴
の
用
途
も

推
察
出
来
る
。
し
か
も
群
団
を
な
し
て
住
居
群
と
共
存
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
い
う
共
存
関
係
は
同
時
期
併
存
の
意
味

で
、
正
確
に
は
両
者
の
随
伴
位
置
を
明
示
す
る
も
の
は
、
住
居
と
倉
庫
が
混
在
し
な
い
場
合
は
、
近
在
の
同
期
の
住
居
群
が
持
つ
所
の
倉
庫
群

と
み
る
こ
と
は
疑
を
い
れ
な
い
。
こ
の
関
係
は
あ
た
か
も
住
居
集
団
と
墳
墓
集
団
と
の
相
関
々
係
に
似
て
い
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
倉
庫
群
の

例
は
、
墳
墓
群
に
比
べ
て
遺
跡
の
数
も
現
在
の
所
少
く
、
更
に
調
査
も
充
分
で
な
い
。

次
に
立
地
条
件
か
ら
み
れ
ば
倉
庫
群
の
所
在
地
は
共
同
墓
域
の
そ
れ
に
似
た
地
形
を
摂
ん
で
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
即
ち
高
燥
の
台
地

が
担
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
土
中
に
掘
り
込
む
穴
で
あ
る
か
ら
出
来
る
だ
け
乾
燥
の
よ
い
こ
と
が
必
要
な
為
で
あ
ろ
う
。
倉
庫
群
の
所
有
原

体
は
当
然
近
在
の
住
居
祉
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
土
俗
の
例
は
対
馬
の
農
村
に
み
ら
れ
る
ク
ラ
の
群
団
で
あ
る
。
対
馬
で
は
ョ

環

溝

住

居

陛

小

論

五
七



環

潜

住

居

陛

小

論

村
落
の
家
屋
集
団
地
か
ら
離
れ
て
高
倉
（
小
屋
）
が
一
団
と
な
っ
て
建
て
ら
れ
る
。

五
八

峰
村
木
坂
部
落
の
例
を
と
る
な
ら
ば
東
西
に
走
る
道
路
の
北
側
と
海
岸
に
一
二
ハ
戸
の
家
屋
が
線
状
に
並
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
と
対
照
的
に
南

〈
註
宜
｝

の
山
麓
に
小
屋
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
は
コ
ヤ
の
所
有
は
各
々
の
家
戸
の
所
有
に
属
し
、
配
列
も
村
落
に
於
け
る
家
屋
の
配
列
に
対
応
し
た
順
序
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
習

俗
は
記
録
に
よ
っ
て
中
世
期
に
ま
で
遡
る
よ
う
で
あ
る
が
、
弥
生
期
の
相
似
形
態
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
か
れ
る
か
明
か
で
な
い
。
そ
れ
は

対
馬
の
ク
ラ
の
発
生
起
源
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
住
居
と
隔
離
さ
れ
る
原
因
と
し
て
そ
れ
が
祭
殿
と
し
て
利
用
さ
れ
、
叉

神
域
視
さ
れ
る
精
神
的
な
面
か
ら
寺
院
や
墓
地
と
も
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
特
殊
な
考
え
が
働
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
火
災

ぞ
ふ
せ
ぐ
た
め
、
或
は
叉
湿
気
の
少
い
所
と
い
う
要
因
を
満
足
さ
せ
る
土
地
が
担
ば
れ
る
と
す
れ
ば
居
住
地
域
と
は
別
の
区
域
に
つ
く
ら
れ
る

有
関
係
と
も
相
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。

理
由
も
理
解
出
来
よ
う
。
そ
の
所
属
所
有
関
係
に
つ
い
て
は
、
独
立
性
か
共
有
性
か
弥
生
期
の
倉
庫
に
は
未
だ
考
察
の
要
が
あ
る
。
耕
地
の
所

す
す
め
よ
う
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
乙
の
項
に
つ
い
て
は
、
資
料
提
示
に
終
っ
た
観
が
あ
る
が
、
文
献
的
な
資
料
に
と
む
古
墳
期
以
降
の
共
同
体
の
観
察
と
結
ん
で
考
察
を

註①
九
州
文
化
総
合
研
究
所
編
「
大
分
県
安
閣
寺
弥
生
式
遺
跡
の
調
査
」
昭

和
三
十
三
年
三
月
刊

②
小
野
真
一
氏
「
駿
河
湾
地
方
の
弥
生
式
文
化
」
昭
和
三
十
三
年
十
一
月

ザ十
E

①
袋
状
竪
穴
の
遺
跡
例
と
し
て
は
だ
記
拙
著
に
於
て
筑
前
七
例
豊
前
八
例

筑
後
ニ
例
を
あ
げ
て
お
い
た

「
北
九
州
の
古
代
遺
跡
」
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
刊

①
考
古
学
雑
誌
第
一
四
巻
第
一
号
中
山
平
次
郎
博
士
「
焼
米
を
出
せ
る

竪
穴
祉
」

遺
跡
の
状
態
に
つ
い
て
其
後
筆
者
の
笑
査
に
よ
る

⑤
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
一
号
喜
多
野
精
一
氏
「
対
馬
村
落
の
研

究
｜
｜
対
局
西
洋
旧
神
社
領
村
総
の
社
会
初
造
｜
l
付」



結

語

以
上
回
固
に
亘
っ
て
連
載
し
た
小
論
は
弥
生
期
の
住
居
を
対
象
と
し
て
一
応
終
結
と
し
た
が
、
弥
生
期
以
降
の
こ
の
種
の
遺
跡
の
実
例
も
年

々
増
加
し
て
い
る
。
弥
生
期
の
そ
れ
と
原
史
時
代
l
古
代
の
そ
れ
と
の
対
比
な
り
発
展
段
階
を
考
え
な
け
れ
ば
、
体
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る

が
、
残
余
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず
っ
た
。

小
論
の
基
礎
を
遺
跡
の
考
古
学
的
な
調
査
に
よ
っ
た
た
め
、
資
料
は
確
実
な
も
の
を
摂
び
た
か
っ
た
が
、
列
挙
し
た
各
遺
跡
に
つ
い
て
な
お

不
充
分
な
観
察
が
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
。
乙
れ
は
集
落
遺
跡
の
よ
う
な
広
域
調
査
が
困
難
で
あ
る
た
め
必
然
的
に
お
こ
る
欠
陥
で
あ
る
。
資
料

の
多
く
は
断
片
的
で
あ
り
、
遺
跡
の
片
鱗
を
示
す
も
の
ま
で
含
め
た
為
に
、
住
居
環
溝
以
外
の
瀞
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
乙
れ
等

は
将
来
の
調
査
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
よ
う
。
更
に
こ
の
稿
を
つ
づ
け
る
う
ち
に
、
新
し
い
資
料
を
知
友
か
ら
教
え
ら
れ
、
叉
筆
者
自
身
関
係
遺

跡
の
調
査
を
継
続
中
の
も
の
も
あ
る
。
第
三
稿
に
於
て
資
料
の
ニ
・
三
を
追
補
し
た
以
外
に
は
新
例
は
追
記
し
な
か
っ
た
が
、
須
玖
遺
跡
の
住

居
祉
が
比
恵
同
様
の
環
溝
住
居
集
落
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
ら
し
い
乙
と
が
明
か
に
さ
れ
た
。
乙
れ
は
北
九
州
の
代
表
的
な
違
跡
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
住
居
世
と
の
関
係
の
端
緒
が
聞
け
た
意
味
で
本
稿
で
骨
子
ば
か
り
の
紹
介
を
試
み
て
お
い
た
。

近
年
大
き
な
土
採
り
工
事
等
で
各
時
代
の
環
溝
住
居
乃
至
一
般
の
集
落
の
実
例
が
増
加
し
て
い
る
。
環
溝
住
居
と
溝
を
伴
わ
な
い
一
般
集
落

遺
跡
を
ど
の
よ
う
に
対
比
さ
せ
る
べ
き
か
、
乙
の
点
に
関
し
て
は
深
く
立
入
っ
て
考
察
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
亦
住
居
祉
の
集
団
的
性
格
の
考

察
を
更
に
進
め
た
上
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。

本
稿
の
要
点
は
、
環
溝
住
居
祉
に
就
て
比
恵
遺
跡
を
以
て
代
表
せ
ら
れ
る
よ
う
に
幾
つ
か
の
家
戸
を
構
成
要
素
と
す
る
住
居
集
団
の
一
地
劃

を
示
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て
二
つ
の
極
界
に
於
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
最

小
限
界
の
単
独
家
屋
（
単
婚
家
族
住
居
）
に
も
環
溝
が
あ
る
こ
と
、
及
び
最
大
限
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
一
町
歩
）
を
と
る
程
度
の
大
集
落
に
も
環

環

溝

住

居

祉

小

論

五
九



環

溝

住

居

陛

小

論

六
O

溝
類
似
の
施
設
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
塁
濠
は
防
築
的
な
要
素
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
単
一
独
立
の
環
溝

を
形
成
す
る
も
の

l
現
状
で
は
環
溝
の
語
に
ふ
さ
わ
し
い
遺
跡
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
ー
が
筆
者
は
将
来
こ
の
種
の
遺
跡
が
明
か
に
さ
れ

る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え
れ
ば
、
環
潜
住
居
は
団
村
的
住
居
集
団
、
又
は
相
互
に
連
関
し
て
一
つ
の
集
落

を
構
成
す
る
大
小
の
住
居
集
団

rと
い
う
こ
と
に
な
る
。

環
溝
で
固
ま
れ
た
内
域
面
積
の
大
小
は
極
め
て
不
揃
で
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
弥
生
に
お
け
る
環
溝
の
特
性
と
な
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
に
は
何
等
か
の
集
終
発
展
途
上
に
お
け
る
社
会
的
な
原
因
が
潜
在
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
問
題
も
や

は
り
前
後
の
時
代
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

後
論
に
於
て
は
二
つ
の
新
し
い
調
査
資
料
を
提
示
し
て
墳
墓
と
住
居
祉
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
本
論
に
そ
ぐ
わ
ぬ
深
入
り
を
し
た
感
が

な
い
で
も
な
い
。
比
恵
遺
跡
に
於
て
は
一
環
溝
一
墓
域
と
い
う
形
を
と
ら
ず
、
数
環
溝
群
団
で
共
同
墓
域
を
も
っ
姿
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
を
他

の
集
団
墓
地
に
於
て
検
討
す
る
と
或
は
比
恵
の
一
辞
の
墓
域
も
現
実
に
は
各
環
溝
別
の
も
の
に
小
区
分
さ
れ
て
い
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
既
に

鉾
田
遺
跡
の
聾
棺
群
築
地
に
於
て
は
ほ
ぼ
均
等
な
大
、
中
、
小
区
の
三
段
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
見
た
。
更
に
日
佐
原
基
地
で
は
不
均
等
な
区

劃
で
は
あ
る
が
、

一
連
の
墓
地
に
も
鉾
田
の
中
区
に
相
当
す
る
状
態
を
み
て
き
た
。
こ
の
両
墓
地
を
作
っ
た
集
落
原
体
が
環
溝
様
式
を
な
す
と

は
か
ぎ
ら
ぬ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
構
造
分
析
の
結
果
を
参
考
と
し
て
提
示
し
た
。
な
お
墳
墓
に
関
連
し
て
、
北
九
州
の
支
石
弘
築
造
の
社
会
的

な
基
盤
に
つ
い
て
も
、
環
溝
住
居
集
団
と
考
え
合
せ
ら
れ
る
所
が
あ
る
の
で
一
言
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
こ
と
は
前
に
本
誌
上
で
ふ
れ
る

機
会
が
あ
っ
た
の
で
く
り
返
さ
ぬ
こ
と
に
し
た
。
最
後
に
環
溝
住
居
の
共
同
体
的
な
性
格
と
農
耕
（
農
耕
地
、
開
拓
、
生
産
、
管
理
、
経
営
、

所
有
権
等
）
の
問
題
は
構
祖
未
熟
の
ま
ま
僅
か
な
資
料
か
ら
論
を
す
す
め
た
の
で
後
論
を
期
し
た
い
。

（ウ苅）
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