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北
九
州
に
蚊
も
濃
密
な
分
布
を
持
つ
郵
棺
の
大
部
分
は
有
名
な
筑
前
須
玖
迩
跡
が
代
表
す
る
様
に
、
領
玖
式
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
彌
生
式

中
期
に
發
達
し
た
大
形
蕊
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
前
稿
「
そ
の
群
團
と
共
有
鰐
」
に
取
扱
っ
た
遁
跡
な
り
、
そ
れ
等
を
寳
料
と
し
て
誘

き
出
し
た
所
論
も
．
最
礎
期
の
誕
棺
の
範
園
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
然
し
郵
棺
の
問
題
を
魔
く
見
渡
し
た
時
、
日
本
に
於
て
は
か
な
り

魔
い
範
園
に
繩
文
式
土
器
の
誕
棺
も
あ
り
、
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
に
か
け
て
も
同
類
の
遁
跡
が
發
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
時
代
的
及
び
地
理
的

誕
棺
累
考
口
一
宝

〆
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禧
岡
市
西
新
町
藤
崎
村
上
氏
邸
内

博
多
湾
岸
の
砂
丘
地
迩
跡
が
や
幅
岡

氏
邸
内
の
古
代
墓
地
で
あ
る
。
昭
和
五

や
幅
岡

で
發
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
の
整
理
も
急
が
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
全
部
に
つ
い
て
漉
査
す
る
暇
が
な
い
の
で
、
直
接
自
身
で
調

査
に
關
係
し
た
も
の
と
、
既
往
の
報
告
書
類
や
聞
き
書
き
に
つ
い
て
概
観
す
る
に
止
め
る
事
を
お
断
り
し
て
お
く
。
從
っ
て
、
迩
跡
の
礎
情
が

繁
雑
に
過
ぎ
る
説
明
が
あ
る
一
方
、
軍
に
地
名
を
あ
げ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
り
簡
繁
不
同
で
あ
る
。

さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
私
は
彌
生
式
巍
棺
の
發
生
を
、
問
題
の
中
核
と
し
て
提
起
す
る
關
係
上
、
古
式
の
も
の
ｌ
一
般
に
そ
れ
は
遠
賀
川
式

播
路
が
、
よ
り
多
く
論
及
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
養
科
は
必
ず
し
も
盟
術
と
は
云
い
難
い
。
こ
れ
は
將
來
關
係
蚕
料
の
墹
加
に
よ
つ

も
期
待
さ
れ
ぬ
の
で
、
從
來
の
査
料
を
整
理
し
て
瞳
く
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。
日
本
の
蕊
棺
に
つ
い
て
は
殉
彌
生
式
繩
文
式
の
開
運
も
問
題
と

關
係
に
於
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
佐
野
大
和
氏
の
「
合
口
郵
柁
に
つ
い
て
」
ｌ
上
代
文
化
鋪
二
十
一
輯
（
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
刊
）
所
載
Ｉ

の
名
で
呼
ば
れ
る
Ｉ
の
海
例
を
筆
げ
て
・
そ
の
性
格
を
一
應
吟
味
す
る
必
要
が
生
ず
る
。
北
九
州
に
於
て
は
、
遠
賀
川
式
爽
棺
は
近
年
相
次
い

本
に
根
を
不
し
て
育
っ
た
繩
文
文
化
の
傳
統
を
一
つ
の
要
因
と
し
て
重
幌
す
る
傾
向
か
ら
考
え
れ
ば
、
彌
生
式
郵
棺
、
亦
繩
文
誕
棺
と
近
密
な

て
、
問
題
の
解
織
は
自
ら
方
向
を
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
磯
測
さ
え
持
た
れ
る
。
然
し
半
島
の
現
状
で
は
、

と
、
繩
文
尭
棺
と
雨
者
の
關
連
に
於
て
提
起
、
誘
導
さ
れ
ね
ば
な
ら
砲
で
あ
ら
う
。
就
中
近
時
彌
生
式
文
化
の
發
生
に
、
外
来
要
素
の
外
に
日

の
所
論
の
如
き
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
云
え
よ
う
。
こ
上
に
取
り
あ
げ
る
日
本
の
蠅
生
式
誕
柁
の
源
流
に
開
し
て
は
、
從
來
半
島
經
由
の
博

に
北
九
州
の
須
玖
式
郵
棺
の
位
世
を
橡
討
し
て
世
く
必
要
が
あ
る
。
こ
上
に
問
題
を
彌
生
式
誕
棺
の
起
源
に
限
定
す
る
も
、
常
然
半
烏
の
そ
れ

躯
柑
累
考
口
二
六

二
、
遠
賀
川
式
甕
棺
の
實
例

刑
務
所
隣
内
か
ら
南
邊
に
か
け
て
あ
る
が
、
と
４
に
取
り
あ
げ
る
一
角
は
諺
同
所
の
正
門
前
村
ｆ
義
男

ｊ

昭
和
五
年
七
月
二
十
四
日
の
發
見
後
、
私
は
数
回
現
地
を
訪
れ
る
機
會
が
あ
っ
た
が
、
概
要
を
永
倉
松
男
氏
に

饒
分
新
養
料
の
發
見

－当
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連
絡
し
、
共
同
し
て
「
考
古
學
」
鋪
二
巻
第
一
号
（
昭
和
六
年
二
月
刊
）
に
、
「
筑
前
藤
崎
に
於
け
る
彌
生
式
遣
跡
」
，
と
題
し
て
發
表
す
る
所

が
あ
っ
た
。
詳
細
は
こ
の
報
文
に
ゆ
ず
る
が
、
猶
當
時
の
間
書
き
と
や
Ｌ
相
違
が
あ
る
記
述
が
あ
る
の
で
、
こ
の
際
訂
正
と
追
袖
症
加
え
て
括

陛
１

き
た
い
。

平
行
沈
線
と
め
ぐ
ら
し
た
琳
で
、

輪
穣
み
の
跡
が
明
瞭
に
覗
は
れ
る
。
こ
の
特
徴
は
他
の
州
に
も
見
受
け
ら
れ
る
所
で
、
遠
投
川
式
土
器
の
多
数
に
、
叉
共
通
す
る
黙
で
も
あ

ろ
◎

で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
こ
の
迩
跡
か
ら
出
た
川
の
特
徴
は
、
底
が
円
盤
を
取
り
つ
け
た
様
に
高
く
な
っ
て
い
る
黙
が
こ
と
に
目
立
っ
て
い

ろ
・
今
日
遠
賀
川
式
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
坤
は
、
こ
の
う
ち
１
，
２
，
８
，
９
の
四
仙
の
沈
線
文
の
あ
る
も
の
と
、
無
丈
で
は
あ
る
が
５
、

村
上
氏
邸
内
瓶
小
屋
敷
地
を
中
心
と
す
る
甕
棺
と
、
石
棺
の
群
墓
は
、
當
時
村
上
氏
に
直
接
出
土
状
態
を
質
問
し
た
際
、
氏
は
詳
細
に
岡
解

岡鋪
－

口
迩
部
か
ら
頚
、
肩
、
胴
、
底
部
と
、
特
殊
な
段
を
見
る
の
も
そ
の
根
源
を
求
め
れ
ば
、
こ
う
ゆ
う
輪
稜
み
か
ら
生
ま
れ
た
自
然
魚
州
結

二
七

謹
舘
果
考
口

ｒ
ｌ
Ｉ
、

高
さ
一
五
・
八
繩
、
口
径
、
底
裡
共
に
六
・
七
籾
で
あ
る
。
一
Ｊ
度
文
様
瀞
の
部
分
の
蕊
を
見
る
と
画
三
段
の

藤崎出土土11･ (鯆九號） 三分の一

を
し
て
説
明
さ
れ
た
。
合
せ
蕊
の
佃
赦
は
、
六
乃
至
七
對
と
ゆ
う
話
で
あ
っ
た
。
何

れ
も
口
を
合
せ
た
誕
心
セ
ッ
ト
で
、
東
西
に
樋
た
え
ら
れ
て
い
た
。
地
表
か
ら
二
尺

乃
至
三
尺
の
砂
質
壊
土
が
あ
り
、
そ
の
下
は
全
く
砂
崎
で
、
巍
棺
は
こ
の
竣
土
の
下

端
に
上
巍
の
尻
を
位
世
し
て
い
た
。
こ
の
蕊
棺
に
副
え
て
安
瞳
さ
れ
た
九
口
の
端
が

發
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
川
は
、
平
行
線
、
羽
状
文
、
重
弧
文
、
連
垂
文
等
陰

刻
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
器
形
が
九
州
の
彌
生
前
期
様
式
速
我
川
式
に
脇
す
る

も
の
と
し
て
、
早
く
注
目
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
報
告
論
文
に
は
、
八
佃

を
岡
示
し
て
一
佃
を
洩
ら
し
て
い
る
の
で
、
改
め
て
こ
ｉ
に
過
記
し
併
せ
て
そ
の
特

徴
の
二
、
三
を
補
記
し
て
世
こ
う
。
剛
に
も
れ
た
鋪
九
號
土
器
は
、
眉
部
に
五
條
の

’
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嬰
粕
果
考
口
、
二
八

も
共
通
し
た
器
形
、
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
４
，
６
も
頚
部
や
や
長
く
見
え
る
が
、
や
は
り
底
に
共
通
し
た
所
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
同
一
系

統
に
加
え
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
。
た
だ
第
７
、
８
の
二
例
は
、
中
後
期
の
土
器
で
時
代
的
に
は
一
應
切
離
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

郵
棺
は
砂
地
で
は
あ
っ
た
が
、
小
破
片
と
な
っ
て
完
全
な
形
で
採
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
口
が
森
本
六
爾
氏
に
よ
っ
て
測
岡
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
勿
論
合
せ
蕊
の
一
方
で
あ
っ
て
、
軍
誕
で
は
な
い
。
こ
れ
に
も
明
に
一
條
の
沈
線
を
緤
ぐ
ら
し
て
い
る
黙
等
は
、
併
出
の

小
形
端
と
同
じ
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
、
同
じ
遠
賀
川
式
に
脇
す
る
。
誕
棺
が
口
邊
部
が
く
字
形
を
呈
す
る
黙
で
、
鍔
形
口
邊
と
對
照
的
で

あ
る
が
、
こ
の
蕊
棺
の
多
く
に
通
す
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
特
記
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
全
部
が
こ
の
様
式
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
断
言
出
来
な
い
。
殊
に
前
記
の
様
に
、
伴
出
の
州
に
彌
生
中
後
期
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
靴
か
ら
考
え
て
も
、
當
時
遠
賀
川
河
床

土
器
の
發
見
か
ら
、
急
速
に
進
歩
し
た
彌
生
式
土
器
編
年
に
先
だ
っ
て
、
誕
棺
に
關
す
る
年
代
槻
は
森
本
氏
に
よ
っ
て
左
の
様
な
提
案
が
示
さ

れ
て
い
た
。

ｂ

先
づ
氏
は
、
郵
棺
態
と
機
能
を
塵
別
し
て
、
左
の
如
く
分
類
し
て
い
る
。

Ｉ
幅
廣
の
鍔
形
口
邊
部
を
有
し
、
形
は
概
し
て
筒
形
に
近
く
底
部
小
さ
く
、
頚
及
腹
部
に
突
辮
を
繧
ら
す
も
の
。

、

Ｉ
「
く
」
字
形
口
織
部
を
有
し
、
肩
部
く
び
れ
よ
り
壼
形
を
な
し
、
頚
及
び
腹
部
の
突
帯
が
往
盈
刻
線
を
以
て
代
え
ら
れ
て
い
る
も
の
。

Ｂ
機
能
に
就
い
て
棺
と
し
て
の
立
場
か
ら

Ｉ
雨
蕊
ほ
蛍
同
大
同
形
で
、
蓋
、
身
の
睡
別
な
き
も
の
。

Ｉ
確
然
と
蓋
、
身
の
別
を
有
し
、
一
口
の
変
が
身
と
な
り
、
蓋
は
土
器
で
な
く
石
を
以
て
代
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
。

Ⅲ
一
口
の
蕊
は
小
形
と
な
り
蓋
の
用
を
な
す
に
反
し
、
他
蕊
は
大
に
し
て
身
の
用
を
な
す
も
の
・

誕
棺
Ａ
の
形
態
第
１
式
は
、
其
の
後
須
玖
式
の
名
が
一
般
に
採
用
さ
れ
、
第
１
式
は
遠
賀
川
式
と
云
は
れ
る
様
に
な
っ
た
。
・
而
し
て
そ
の
組

Ａ
形
態

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｄ
Ｉ

〆

〃
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合
甚
よ
そ
、
鋤
珂
ｌ
剛
剛
ｌ
酬
珊
臘
序
に
蕊
さ
れ
ろ
を
安
當
と
し
頂
る
．
こ
患
跡
侭
け
る
甕
値
輔
て
皇
巨
像
前

、

記
報
文
で
釧
剛
の
組
合
せ
と
な
り
、
“
町
の
組
合
せ
を
見
る
須
玖
例
に
比
べ
て
．
後
出
の
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

猫
検
討
を
要
す
る
問
題
で
、
後
に
更
に
言
及
し
よ
う
。

に
そ
の
西
南
に
接
し
て
中
形
棺
第
三
號
が
あ
る
。
雨
者
は
隣
接
し
て
埋
藏
雁
位
が
同
一
で
あ
り
、
時
代
の
近
接
を
思
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

因
み
に
こ
の
遺
跡
よ
り
束
五
十
餘
米
を
距
て
た
字
庄
か
ら
も
、
一
石
棺
が
發
見
さ
れ
、
や
は
り
鏡
と
刀
身
二
を
出
し
た
事
が
あ
り
そ
の
北
邊

現
在
の
縣
這
か
ら
も
、
數
個
の
蕊
棺
が
出
土
し
た
事
が
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の
特
徴
と
し
て
墨
げ
ら
れ
る
諸
鮎
を
、
最
後
に
摘
記
し
て
置
こ
う
。

一
、
遺
跡
は
、
郵
棺
と
石
棺
が
密
接
し
て
埋
藏
さ
れ
た
、
群
集
墓
地
で
あ
る
。

一
、
方
位
は
、
郵
棺
に
於
て
は
概
ね
東
西
の
方
向
に
あ
り
、
石
棺
は
東
西
位
二
、
南
北
位
一
で
あ
る
。

一
、
郵
棺
は
数
佃
の
遠
賀
川
式
の
古
式
土
器
で
あ
る
。

一
、
垪
類
が
蕊
に
副
え
て
埋
澄
さ
れ
て
い
る
。

輻
岡
縣
筑
紫
郡
那
珂
町
板
付
田
端

大
正
五
年
、
土
探
り
の
際
出
土
し
た
蕊
棺
内
よ
り
銅
刺
三
、
銅
鉾
三
、
計
六
口
の
發
見
が
あ
っ
た
次
第
に
つ
い
て
は
、
中
山
平
次
郎
博
士
の

耐
鉾
、
銅
剥
の
新
賓
料
」
と
し
て
考
古
學
雑
誌
第
七
巻
第
五
號
ｌ
大
正
六
年
三
月
刊
ｌ
に
報
告
が
あ
る
が
、
左
に
そ
の
大
要
を
摘
記
し
ょ

高
／
○

田
端
民
居
の
地
盤
は
概
し
て
周
園
田
地
面
よ
り
一
間
内
外
高
く
、
蕊
棺
の
あ
っ
た
地
縁
祗
疏
地
は
、
民
居
の
一
般
地
盤
よ
り
高
か
っ
た
由
で

あ
る
が
、
常
時
大
部
分
掘
除
か
れ
て
、
そ
の
一
端
に
高
さ
四
’
五
尺
許
り
の
小
崖
面
を
、
遺
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
云
は
れ
て
い
る

兜
棺
果
考
伺
二
九

｜
籾
，
以
上
六
乃
至
七
燗
の
合
口
誕
棺
の
近
く
に
、
縮
式
石
棺
が
三
燗
あ
っ
た
牢
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

陛
盟

鉱
一
號
棺
は
、
小
形
で
最
も
郵
棺
群
に
近
く
、
こ
の
西
南
に
、
鏡
と
剣
の
破
片
を
發
見
し
た
。
南
北
位
の
大
形
棺
戸
約
二
米
）
第
二
號
、
更

b
bl



て
い
ろ
。
内
に
朱
、
及
び
銅
鍬
の
混
じ
た
土
塊
が
固
着
し
て
い
る
の
を
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
式
の
蕊
か
ら
刺
及
鉾
の
或
る
も
の
が
、

發
兇
さ
れ
て
い
る
事
は
疑
い
な
い
と
さ
れ
て
い
」
令
但
し
、
他
の
二
つ
の
蕊
が
如
何
な
る
様
式
で
あ
っ
た
か
、
刺
及
び
鉾
の
何
れ
が
こ
の
式
の

誕
棺
か
ら
出
た
か
に
就
い
て
は
、
不
明
と
云
は
ね
ば
な
ら
ね
。
現
在
吾
々
は
．
遠
賀
川
式
誕
棺
内
よ
り
の
迩
物
發
見
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
知
見

が
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
上
に
少
く
と
も
青
銅
利
器
を
識
し
た
一
例
が
あ
る
事
を
、
特
記
し
て
世
こ
う
。
而
し
て
又
こ
の
変
棺
地
帯
が
‘
円
域

状
の
マ
ウ
ン
ド
で
あ
っ
た
事
も
注
目
に
値
す
る
。
但
し
、
こ
れ
紙
人
爲
的
な
円
域
で
あ
っ
た
か
否
か
は
問
題
で
《
恐
ら
く
自
然
の
丘
陵
か
或
は

陸
３

周
剛
が
削
平
さ
れ
て
残
さ
れ
た
自
然
地
形
が
こ
の
様
な
状
態
を
呈
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
二
畝
歩
と
云
え
ば
正
円
と
し
て
径

約
十
六
’
十
七
米
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
迩
跡
は
、
現
在
全
く
削
平
さ
れ
て
失
は
れ
て
い
る
が
、
雌
接
地
の
住
居
阯
の
調
査
が
日
本
考
古
學
協

含
の
調
査
事
業
と
し
て
、
昭
和
二
十
六
年
以
降
繊
行
中
で
、
や
が
て
こ
の
蕊
棺
地
帯
と
住
居
地
の
關
係
に
何
等
か
の
手
掛
り
を
典
え
る
機
織
を

郵
柿
果
考
口
三
○

が
、
現
在
で
は
こ
の
地
は
、
弊
察
署
敷
地
内
と
恩
は
れ
、
全
く
削
平
さ
れ
て
齋
態
を
覗
う
術
も
な
い
。
然
し
中
山
博
士
の
村
人
よ
り
聞
か
れ
た

所
に
よ
れ
ば
、
そ
の
耐
地
は
元
來
二
畝
餘
り
の
庇
さ
に
於
て
、
田
地
面
よ
り
一
丈
餘
の
高
さ
を
も
っ
た
円
域
状
隆
起
と
し
て
存
し
た
様
で
、
道

路
に
接
し
た
北
、
及
西
の
両
側
は
傾
斜
楚
だ
念
で
、
田
圃
に
面
し
た
南
及
束
の
両
側
は
少
し
く
綏
か
で
あ
っ
た
と
云
う
。
こ
の
隆
起
地
精
か
ら

歎
ケ
所
に
、
剛
り
に
粘
土
を
填
め
、
二
口
宛
口
を
合
せ
て
樅
に
狐
め
ら
れ
た
口
径
二
尺
許
、
深
さ
三
尺
齢
の
大
郵
（
誕
棺
）
を
發
見
、
そ
の
中

三
ケ
所
の
も
の
よ
り
、
六
口
の
青
銅
利
器
を
兄
出
し
た
と
云
う
。
元
来
と
の
部
分
に
は
多
数
の
合
口
郵
棺
が
あ
っ
て
、
村
人
の
話
に
よ
れ
ば
不

規
則
に
各
所
に
埋
没
し
て
い
た
と
云
う
か
ら
、
群
集
城
塞
で
あ
っ
た
鞭
は
間
逮
あ
る
ま
い
。
中
山
博
士
は
、
現
地
に
於
て
誕
棺
の
破
片
を
採
集

さ
れ
て
同
誌
に
圖
示
さ
れ
て
い
る
が
、
須
玖
式
口
総
部
の
特
徴
を
宿
す
る
も
の
欺
片
と
、
遠
賛
川
式
口
織
部
数
片
を
見
出
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ

こ
に
問
題
と
す
る
遠
賀
川
式
口
縁
部
は
、
瀞
曲
の
程
度
に
よ
れ
ば
二
尺
餘
の
口
径
を
有
し
た
も
の
ｌ
様
で
、
頚
部
が
外
反
す
る
特
徴
を
持
つ
こ

の
破
片
は
、
或
は
同
一
器
に
脇
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
蕊
の
腹
部
破
片
に
横
走
し
た
四
條
の
平
行
刻
絲
文
も
、
こ

の
口
縁
部
と
同
じ
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
同
一
器
も
し
く
は
同
形
式
ｌ
今
日
の
言
葉
で
云
え
ば
遠
賀
川
式
Ｉ
の
、
蕊
の
破
片
と
推
定
さ
れ



I

岡二第

#鰯i雛#謹鯉鰹鰯識韓罵溌鯉濡二■

究
棺
累
考
口

１
１

瀧醗蕊難蕊蕊瀞
口F､ロゴ

主も砧■

BA

瞳クー崎出土誕棺擁竹中氏

噺
ら
す
事
を
期
待
し
て
い
る
が
、
今
は
こ
の
住

ユ
ウ
ス

居
阯
が
古
式
彌
生
式
土
器
と
夜
臼
式
と
呼
ぶ
晩

期
繩
文
土
器
を
出
す
遺
跡
と
し
て
、
斯
界
の
注

観
を
集
め
て
い
る
事
を
云
う
に
止
め
て
置
こ

為
ノ
○

幅
岡
縣
宗
像
郡
岬
村
鐘
ケ
崎
上
八

．
コ
ウ
ジ
ヨ
ウ
．

鐘
ケ
崎
上
八
の
名
は
北
九
州
の
繩
丈
貝
塚
遺

跡
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
昨
年
夏
こ
の
貝
塚

か
ら
西
北
約
百
米
の
地
鮎
に
、
遠
賀
川
式
誕
棺

其
の
他
が
發
見
さ
れ
、
狂
奔
さ
れ
た
結
果
を
八

幡
市
在
住
の
竹
中
岩
夫
氏
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
の

畦
４
・

で
、
以
下
に
そ
の
大
要
を
紹
介
し
よ
う
。

遺
跡
は
海
岸
に
近
い
砂
丘
地
の
松
林
で
、
海

抜
約
六
米
の
ゆ
る
や
か
な
丘
陵
頂
上
に
大
歳
肚

と
云
う
祠
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
西
南
約
三
十

米
、
谷
の
奥
づ
ま
り
附
近
に
土
器
の
散
布
が
認

め
ら
れ
た
と
云
う
。
問
題
の
蕊
棺
は
二
州
で
、

第
一
號
は
口
を
北
に
向
け
約
三
十
度
の
傾
斜
を

一
一
一
一

P

'1
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〃

"

夕

持
つ
軍
郵
で
、
内
部
か
ら
は
何
も
發
見
さ
れ
て
い
な
い
。
か
な
り
現
場
で
破
撹
し
て
い
た
氷
、
竹
中
氏
の
復
原
に
よ
れ
ば
高
さ
六
一
糎
、
腹
裡

五
一
乃
至
四
六
糎
、
底
径
一
四
糎
で
、
肩
部
に
段
を
持
ち
一
本
の
沈
刻
線
が
繰
ら
さ
れ
て
い
る
。
口
邊
部
を
欠
い
で
い
る
が
遠
賀
川
式
琳
の
特

徴
を
示
し
て
い
る
。
第
二
號
尭
棺
は
第
一
號
に
近
接
し
、
そ
の
間
隔
は
僅
か
に
八
○
糎
で
口
を
西
に
向
け
、
第
一
號
と
同
様
三
○
度
の
傾
斜
を

棺
と
、
更
に
八
五
糎
を
距
て
上
石
蓋
の
珊
龍
發
見
さ
れ
て
い
る
。
箱
式
棺
の
筋
一
號
は
、
十
五
個
の
平
石
を
以
て
形
作
ら
れ
、
側
壁
の
一
方
は

欠
除
し
て
い
る
が
長
さ
一
・
六
米
、
幅
六
五
糎
、
飾
二
號
は
、
同
じ
様
に
雛
の
一
方
は
欠
除
し
て
い
る
が
現
存
部
の
長
さ
七
八
極
、
幅
五
五
糎
‐

で
あ
る
。
次
に
お
蓋
琳
は
水
平
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
自
然
布
の
打
蓋
が
正
し
く
ｎ
を
薇
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
倒
壊
し
て
と
う
い

郵
柁
累
考
ロ
一
二
一

Ｉ辰班Ｉ第 四

｜

１

１

１

１
Ｉ

鐘ケ崎石蓋増出土状態鑑竹中氏

持
っ
て
い
た
。
復
原
の
結
果
は
や

高
さ
七
○
糎
、
腹
裡
四
七
糎
乃
至

四
一
糎
、
底
径
一
四
糎
、
口
径
四

○
籾
と
推
定
さ
れ
る
。
口
唇
部
に

刻
目
を
施
し
、
眉
部
に
第
一
號
と

同
様
一
條
の
沈
絲
を
緯
ら
し
て
い

る
。
雨
者
共
に
軍
誕
で
あ
る
が
器

形
が
相
似
し
て
、
傾
斜
角
度
か
ら

も
韮
棺
で
あ
る
事
は
疑
ひ
あ
る
ま

い
。
猫
鋪
一
號
誕
の
北
方
一
・
六

米
か
ら
納
式
棺
一
基
、
こ
れ
よ
り

七
・
一
米
を
距
て
上
第
二
號
箱
式

I

L



！

紹
介
さ
れ
て
い
る
。 誕

棺
累
考
口
三
四

う
姿
と
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
・
元
來
石
蓋
の
横
臥
鮒
を
埋
藏
し
た
も
の
と
老
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
州
の
口
縁
部
と
頚
部
の
く
ぴ
れ

目
に
は
弧
い
段
を
持
っ
て
い
ろ
。
高
さ
三
三
糎
、
腹
裡
二
九
繩
、
口
径
一
七
籾
と
い
う
。
こ
の
石
蓋
垳
を
見
て
先
づ
頭
に
浮
ぶ
の
は
、
奈
良
縣

肱
５

宮
瀧
の
遺
跡
に
於
て
發
見
さ
れ
た
石
蓋
の
鮴
で
あ
る
。
そ
の
埋
藏
の
特
殊
性
か
ら
爽
棺
の
如
き
も
の
で
は
な
い
か
と
の
推
論
を
、
調
査
者
末
氷

雅
雄
氏
は
下
さ
れ
て
い
る
が
、
九
州
で
は
全
く
妓
初
の
例
で
ｖ
巍
棺
と
術
式
棺
が
伴
っ
て
發
見
さ
れ
た
事
は
、
こ
の
推
測
を
支
扱
す
る
餐
料
と

も
な
る
で
あ
ら
う
。
堵
を
横
臥
す
る
所
に
誕
棺
と
共
通
し
た
埋
藏
様
式
が
う
か
が
は
れ
、
同
那
内
で
は
東
郷
町
釣
川
迩
跡
に
近
似
の
州
を
見
る

事
が
出
來
ろ
。
猶
こ
の
地
域
に
は
彌
生
式
土
器
片
が
散
布
し
て
い
て
、
多
く
の
遠
賀
川
式
土
器
Ｉ
連
弧
文
羽
状
丈
等
の
刻
丈
あ
る
も
の
を
含
む

Ｉ
と
、
少
量
の
須
玖
式
Ｉ
丹
塗
高
杯
等
ｌ
を
認
め
る
事
が
出
來
る
。
猶
一
佃
完
形
に
近
い
蓮
賀
川
式
小
形
垪
が
剛
土
し
て
い
る
。
こ
れ
等
は
表

面
採
集
で
あ
る
か
ら
明
か
に
断
定
は
出
來
な
い
が
、
居
住
地
と
推
定
す
る
事
も
可
能
で
あ
ら
う
。
完
全
な
學
的
發
掘
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い

か
ら
断
言
は
出
來
ね
が
、
一
つ
の
小
家
屋
集
團
と
、
少
数
群
墓
地
の
例
に
救
え
ら
れ
よ
う
。

即
ち
新
町
裏
の
耕
地
に
於
て
地
下
げ
の
際
發
掘
さ
れ
た
大
誕
を
溌
見
さ
れ
、
後
礎
測
岡
を
あ
げ
ら
れ
て
い
ろ
。
そ
の
一
つ
は
口
理
ハ
四
・
五

第 五 岡

声
崔
１
１
’
、

戸
時
、

一一一＝＝＝ﾆﾆﾆﾆﾆ
ﾆﾆ＝

幅
岡
縣
糸
島
郡
芥
屋
村
新
町

ｊの
こ
の
地
は
糸
島
牛
島
西
海
岸
砂
脆
謎
跡
で
、
侭
泉
を
出
し
た
小
富
士
村
御
床
松
原
遺
跡
の

分計
土
器
は
、
彌
生
式
中
期
テ
ィ
ピ
カ
ル
タ
イ
プ
と
云
は
れ
る
が
、
こ
れ
に
述
綴
す
る
芥
屋
村
新

く棺
町
か
ら
も
多
く
の
彌
生
式
土
器
破
片
が
採
集
さ
乱
ろ
。
表
面
採
集
に
よ
れ
ば
壷
賀
川
式
よ
り

一
照
‘
哩型
須
玖
式
、
下
っ
て
須
恵
器
の
類
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
に
遠
賀
川
式
爽
稲
墓
地
の
あ
る
事

朏
を
早
く
中
山
博
士
が
注
目
さ
れ
、
「
九
州
北
部
に
於
け
る
先
史
原
史
雨
時
代
中
冊
期
間
の
蓮

Ⅱ新
物
に
就
い
て
」
（
ご
Ｉ
考
古
蕊
雑
誌
第
七
巻
第
十
號
所
蚊
大
正
六
年
六
月
刊
ｌ
な
る
論
文
に

可
■
■
日
日
■



｜
Ｉ

。

＝

糎
、
高
さ
八
○
・
六
糎
、
底
裡
一
六
糎
、
口
縁
部
の
下
稜
の
み
に
刻
目
を
有
し
、
腹
部
の
上
部
に
二
條
の
横
線
を
綾
ら
し
て
い
る
。
こ
の
韮
は

少
し
も
小
形
の
蕊
と
口
を
合
せ
て
、
斜
に
土
中
に
埋
存
し
、
圖
示
せ
る
も
の
は
上
爽
で
下
誕
は
失
は
れ
て
い
た
と
云
う
。
こ
の
大
誕
と
同
じ
地

黙
か
ら
出
た
蕊
は
尚
三
個
あ
っ
て
、
何
れ
も
口
邊
部
を
打
欠
い
で
い
る
が
、
共
に
遠
賀
川
式
の
垪
形
土
器
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
外
同
所
か
ら

前
よ
り
發
掘
さ
れ
た
こ
の
蕊
は
、
合
せ
口
（
報
文
に
は
差
合
式

と
云
う
言
葉
が
使
は
れ
て
い
る
が
合
せ
口
を
挿
入
式
と
厩
別
し
た
も
の
と
思
は
れ
ろ
）
の
下
蕊
で
上
誕
は
破
片
の
爲
口
邊
部
の
一
部
が
採
集
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
中
か
ら
大
腿
柵
の
腐
朽
し
た
も
の
の
外
、
何
に
も
發
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
附
近
に
誕
棺
の
群
落
地
が
あ
る
ら
し

い
が
、
今
は
そ
の
一
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
蕊
棺
は
口
頚
部
が
直
立
に
近
く
反
り
が
少
く
、
口
唇
部
も
厚
み
を
な
し
て
い

な
い
鮎
に
、
や
や
遠
賀
川
式
土
器
と
し
て
は
特
異
な
感
を
受
け
る
が
、
屑
部
に
三
條
の
沈
線
を
焼
ら
し
て
い
る
鮎
、
届
部
内
面
に
輪
秋
の
痕
を

認
館
累
考
口
三
五
・

岡第
一
ハ

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

・
Ｊ

Ｊ
１
－

、■
■
Ｉ
Ｆ
‐
Ｌ

、
共
に
遠
賀
川
式
の
垪
形
土
器
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
外
同
所
か
ら

多
數
の
小
形
土
器
が
出
た
が
、
各
人
が
持
ち
去
っ
て
所
在
を
失

し
、
よ
う
や
く
小
増
一
佃
を
涯
測
さ
れ
て
い
る
。
庚
口
の
鋤
で

↑
肩
部
に
貝
殻
施
文
が
見
ら
れ
ろ
。
遠
賀
川
系
土
器
に
性
交
見
受

分十
け
る
施
文
法
で
あ
る
。
右
の
記
述
に
よ
れ
ば
少
く
と
も
数
佃
の

一

一く
遠
賀
川
式
謹
棺
と
、
こ
れ
に
件
出
し
た
同
系
統
の
小
形
土
器
が

菖辮
存
在
し
た
事
は
明
か
で
あ
る
。

土

佐
賀
縣
東
松
浦
郡
鏡
村
（
奮
久
里
村
）
中
原

出
昭
和
五
年
六
月
發
見
の
も
の
、
松
浦
史
料
第
一
瞬
に
、
龍
溪

噸
顯
亮
氏
の
「
金
石
併
用
期
に
於
け
る
唐
津
地
方
の
迩
跡
と
迩
物
」

Ｆ

な
る
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
久
里
小
學
校
北
方
民
家
の
庭

廷

「



V

1

I

I

誕
柑
累
考
ロ
一
三
〈
．

残
し
て
い
る
鮎
等
は
こ
の
時
期
の
一
つ
の
特
徴
と
考
え
て
差
支
な
い
と
恩
は
れ
る
。
猶
胴
の
下
部
に
は
僥
成
後
の
穿
孔
が
あ
る
が
、
蕊
柁
と
し

て
は
中
期
の
も
の
に
時
折
り
見
か
け
る
所
で
あ
る
。
口
径
四
八
糎
、
底
径
一
六
糎
、
高
サ
七
四
・
三
糎
、
上
郵
の
推
定
口
径
六
八
籾
口
唇
断
面

は
如
意
棒
形
を
呈
す
る
。

を
追
求
す
る
事
に
重
黙
を
置
い
た
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
結
果
に
於
て
は
こ
の
目
標
を
滿
足
さ
せ
る
費
料
よ
り
も
、
‐
遠
賀
川
式
蕊
棺
の
發
見

と
須
玖
式
土
器
ど
遠
賀
川
式
土
器
の
暦
位
的
發
見
に
作
っ
て
、
雨
様
式
の
土
器
に
伴
出
す
る
石
器
の
唾
別
と
い
っ
た
黙
に
多
く
の
成
果
を
獄
ら

し
た
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
こ
の
蕊
棺
は
色
営
の
意
味
で
誕
棺
の
起
源
問
題
に
興
味
あ
る
材
料
を
與
え
て
く
れ
る
。
僅
か
二
・
五
米
に
八
米
餘
の

ト
レ
ン
チ
で
充
分
な
調
査
と
は
云
い
難
い
け
れ
ど
も
、
暗
か
に
上
勝
の
須
玖
式
土
器
と
下
暦
の
遠
賀
川
式
土
器
を
判
別
出
來
た
事
従
は
特
記
さ

第 岡七

恥
１

再DP凸凹

／

／

、

柏崎出土誕棺(下誕）（十分の一）

佐
賀
縣
東
松
浦
郡
鏡
村
柏
崎

柏
崎
貝
塚
は
早
く
昭
和
三
年
の
頃
唐
津
史
談
含
有
志
の
調
査
が
行

は
れ
て
、
前
項
引
用
の
松
浦
史
料
の
龍
溪
氏
の
報
丈
や
、
佐
賀
縣
史

跡
報
告
書
鋪
二
戦
（
昭
和
五
年
三
月
刊
）
に
收
め
ら
れ
た
吉
村
茂
三

郎
氏
の
報
文
飛
あ
っ
て
、
貝
塚
に
接
し
て
誕
棺
地
域
の
あ
っ
た
事
が

注
意
さ
れ
て
い
る
。
最
近
昭
和
二
十
六
年
八
月
に
は
日
本
考
古
學
協

會
、
九
州
文
化
綜
合
研
究
所
、
佐
賀
縣
教
育
聴
の
協
同
調
査
が
行
は

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
は
既
に
調
査
主
任
を
承
は
っ
た
私
が

佐
賀
縣
文
化
財
報
告
書
第
一
輯
に
、
「
柏
崎
貝
塚
調
査
概
報
」
と
し

て
一
應
發
表
し
て
い
る
の
で
こ
上
に
引
用
す
る
迄
も
な
い
が
、
元
來

そ
の
發
掘
を
企
団
し
た
最
初
の
目
標
は
繩
、
彌
雨
式
土
器
の
關
連
性

且



』

巍
棺
を
埋
藏
す
る
場
合
は
土
中
に
罐
を
穿
っ
て
挿
入
す
る
の
で
、
當
時
の
地
表
よ
り
も
若
干
下
っ
て
い
る
の
で
あ
》
っ
が
、
若
し
砿
を
穿
っ
て
こ

の
蕊
を
埋
藏
し
た
と
假
定
す
れ
ば
そ
の
時
期
は
上
層
の
須
玖
式
の
時
代
と
な
っ
て
土
器
様
式
の
矛
盾
を
來
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
合
理
的
に

，
解
樺
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
然
誕
棺
の
埋
葬
さ
れ
た
時
代
を
下
げ
る
か
、
或
は
こ
の
蕊
の
上
を
堆
土
で
蔽
う
マ
ウ
ン
ド
式
の
埋
葬
法
を
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
誕
棺
は
後
述
の
如
く
そ
の
特
徴
と
し
て
早
期
誕
棺
の
様
相
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
推
論
と
し
て
後
者
の
立

場
を
と
る
方
が
髪
當
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
そ
の
旨
を
述
べ
、
類
似
例
と
し
て
前
記
の
板
付
の
例
を
引
用
し
た
が
、
そ
れ
は
板
付
の
マ
ウ
ン
ド

例
は
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
誕
棺
埋
葬
時
に
盛
り
上
げ
ら
れ
た
堆
土
で
あ
る
か
自
然
丘
陵
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
問
題
で
、
若
し
後
者

の
場
合
と
す
れ
ば
こ
の
例
證
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
然
し
柏
崎
例
が
傍
例
が
な
い
か
ら
と
云
っ
て
前
の
推
論
を
取
消
す
謂
れ
は
な
い
。
加
え

て
こ
の
郵
柁
が
早
期
斐
棺
の
様
相
を
持
つ
諸
鮎
は
左
の
如
き
性
格
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

一
、
繩
丈
關
係
の
埋
葬
例
と
し
て
も
地
上
に
戦
丘
の
如
く
目
標
と
な
る
様
な
も
の
は
残
し
て
い
な
い
が
、
た
だ
千
葉
撫
姥
山
只
塚
か
ら
昭
和

二
年
東
京
帝
大
人
類
學
教
室
の
調
査
に
よ
っ
て
發
掘
さ
れ
た
人
骨
は
、
そ
の
上
に
黒
色
土
が
土
饅
頭
の
如
く
認
っ
て
い
た
と
云
う
。

二
、
立
地
に
開
し
て
、
礁
期
の
爽
棺
が
住
居
地
に
近
接
し
乍
ら
高
燥
の
地
に
位
世
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
推
定
住
居
阯
よ
り
も
低
位

に
あ
り
貝
殻
棄
場
に
近
い
場
所
に
あ
る
・

三
、
蟠
火
に
開
し
て
、
第
一
號
か
ら
採
集
さ
れ
た
人
骨
は
、
九
大
鰐
學
部
の
金
淵
教
授
を
煩
は
し
て
七
才
位
の
幼
兒
と
推
定
し
て
頂
い
た
の

で
小
形
蕊
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、
鏥
二
號
郵
の
困
り
に
は
木
炭
塊
が
著
し
く
散
布
し
繩
文
文
化
晩
期
の
埋
葬
例
に
あ
る
様
な
焚
火
の
痕
跡

を
推
考
出
来
る
。誕

柏
果
考
口
三
七

鯉
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
ト
レ
ン
チ
内
で
發
見
さ
”
た
謹
棺
は
二
つ
で
、
第
一
號
誕
棺
は
合
口
で
側
に
珊
形
土
器
を
伴
い
、
第
二
號
誕
棺
は
軍
誕

ら
し
く
極
め
て
小
破
片
に
な
っ
て
い
た
。
但
し
何
れ
も
遠
賀
川
式
土
器
に
相
違
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
特
異
な
鮎
は
誕
棺
の
底
面
が
、
基
盤
屑

の
水
平
上
面
を
切
り
込
ん
で
い
な
い
事
が
注
意
さ
れ
た
。
而
し
て
第
一
號
誕
棺
の
上
面
は
須
玖
式
土
暦
の
表
層
に
近
く
位
置
し
て
い
た
。
通
例

望
１
０

Ｌ

Ｉ
Ｉ
、
●
Ｊ
、
’
０
１
０
０
１
１
１
日
■
■

、



ｌ１
１

輝
、
口
径
四
六
極
、
口
唇
下
端
に
刻
目
を
施
し
頚
部
に
細
線
一
本
腹
部
に
一
本
沈
線
莚
繧
ら
す
こ
の
蕊
は
、
地
表
よ
り
約
六
六
糎
下
に
四
十
度

前
後
斜
に
埋
藏
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

姓
８

次
郎
博
士
の
訓
査
報
告
も
あ
る
が
、

窪
柁
果
考
同
三
八

幅
岡
縣
京
都
郡
犀
川
町
大
字
本
庄

犀
川
町
小
學
校
の
敷
地
か
ら
南
の
洲
池
に
か
け
て
の
一
帯
は
古
式
群
集
戦
墓
地
で
石
棺
、
石
蓋
土
施
、
蕊
棺
が
多
数
分
布
し
て
い
る
。
こ
の

う
ち
に
蕊
棺
は
池
の
逢
り
か
ら
出
土
し
小
形
の
端
と
深
鉢
を
合
せ
口
に
し
た
も
の
で
、
全
く
胎
兒
し
か
容
れ
ら
れ
な
い
様
な
大
さ
で
あ
る
。
遠

賀
川
式
端
は
胴
部
に
フ
形
の
連
績
陰
刻
丈
を
つ
け
て
い
ろ
。
猫
箱
式
石
棺
に
は
成
人
を
收
め
得
る
大
形
の
も
の
も
あ
る
が
小
型
の
も
の
も
數
例

注
意
さ
れ
て
い
る
。

宮
崎
市
の
東
南
海
岸
砂
丘
地
に
近
年
中
學
校
の
新
築
工
事
が
行
は
鯉
た
際
、
彌
生
式
の
遺
跡
が
發
見
さ
れ
斜
に
埋
め
ら
れ
た
完
形
軍
蕊
を
堀

第 八 岡
宮
崎
市
庵
ノ
山
穂
中
學
校
庭

そ
の
頃
現
場
を
訪
れ

禧
岡
縣
糸
島
郡
恰
土
村
石
ケ
崎

↓
支
石
墓
で
有
名
な
石
ケ
崎
の
城
墓
迩
跡
で
あ
る
。
遠
賀
川
式
郵
棺
が
中
期
の
も

の
除
６

分
の
に
数
佃
交
っ
て
い
る
。

十く

福
岡
市
（
薑
糸
島
郡
）
今
津

棺爽
海
岸
砂
丘
地
よ
り
發
見
さ
れ
た
も
の
で
小
形
変
が
糸
島
高
校
に
所
藏
さ
れ
て
い

士
陸
７

識
る
・

立

禧
岡
縣
飯
塚
市
立
岩
字
堀
田

昭
和
八
年
十
一
月
市
螢
グ
ラ
ン
ド
工
事
中
幾
多
の
変
棺
が
發
見
さ
れ
、
中
山
平

れ
市
役
所
で
遺
物
を
費
測
し
た
中
に
一
例
の
蓮
賛
川
式
誕
棺
を
見
出
し
た
。
高
さ
五
五

‐

－



り
出
し
、
現
在
宮
崎
縣
立
博
物
館
（
元
宮
崎
榊
宮
微
古
館
）
に
出
陳
さ
れ
て
い
る
ワ
私
は
昨
夏
同
地
に
赴
い
た
際
鷺
測
を
行
い
、
同
時
に
採
集

さ
れ
て
楯
中
學
校
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
土
器
片
の
箕
測
を
縣
立
博
物
館
の
宮
里
孝
信
氏
に
依
頼
し
た
が
、
同
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
遠
賀
川
式
土

器
で
あ
る
事
を
知
っ
た
。
博
物
館
出
陳
の
変
は
埋
葬
位
か
ら
巍
棺
と
推
定
さ
れ
る
に
止
り
、
以
上
筆
者
の
管
兇
に
入
っ
た
遠
賀
川
式
蕊
棺
が
凡

篭
計
國

（
＋
津
６
１
）
（
刃
印
Ｇ
Ｉ
）
（
頂
印
６
１
）

諌
圧
什
攪
誌
（
門
讓
）
渇
基
（
計
Ⅱ
童
再
憲
吋
佃
界
）

て
北
九
州
に
偏
在
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
が
副
狂
と
す
れ
ば
南
九
州
の
飛
び
は
な
れ
た
一
つ
の
新
例
を
加
え
る
率
に
な
る
。

巍
稚
は
口
裡
三
六
糎
、

三
九

喪
椛
累
考
口
高
さ
五
九
糎
、
口
逢
部
と
届
部
に
凸
群
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
通
例
こ
こ
に
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
所
で
あ
る
が
凸
帯
も

ノ

1

I



、

咄

蓮
喪
川
式
蕊
棺
と
錬
玖
式
爽
棺
が
相
對
的
に
前
後
開
係
を
指
示
す
る
事
は
近
時
の
常
識
と
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
絶
對
年
代
に
於
て
同
時
併

行
の
時
期
も
あ
っ
た
事
は
少
敬
の
例
か
ら
で
は
あ
る
が
推
測
出
来
る
。
そ
の
鋪
一
の
例
は
森
皿
次
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
耐
様
式
増
の
合

能
１

せ
口
爽
棺
飛
存
征
す
る
事
涯
で
あ
る
。
そ
の
第
二
例
は
森
杢
ハ
爾
氏
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
た
弧
玖
遥
跡
に
於
け
る
下
肘
に
須
玖
式
、
上
層
に
く

賎
２

字
形
両
逢
部
の
蕊
棺
が
存
在
し
た
と
云
う
事
例
で
あ
る
。
從
っ
て
前
に
あ
げ
た
諸
例
が
凡
て
須
玖
式
蕊
械
よ
り
前
期
に
位
笹
す
る
も
の
と
限
ら

ぬ
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
須
玖
式
誕
棺
に
比
べ
て
そ
の
数
の
極
め
て
少
い
鮎
は
、
こ
れ
等
の
幾
つ
か
が
両
者
共
存
の
時
代
に
あ
っ
た
に
し
て
も

先
行
様
式
と
認
め
る
に
困
難
を
感
じ
な
い
。
更
に
こ
れ
は
蕊
棺
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
一
般
の
雨
様
式
２
別
後
決
定
に
從
う
べ
き
で
あ
ら
う
。

釦
以
上
あ
げ
た
諸
例
に
於
て
遠
賀
川
式
変
棺
が
示
す
特
性
は
如
何
な
る
鮎
に
求
め
ぢ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
前
に
蓮
跡
に
於
て
の
遠
賀
川

●

認
輔
累
考
口
内
○

亦
稀
に
同
じ
位
匠
に
現
れ
る
場
合
が
あ
る
。
底
部
に
近
く
朋
切
の
下
端
に
孔
が
開
け
ら
れ
て
い
る
。
伴
出
の
彌
生
式
土
器
の
器
形
の
判
明
す
る

も
の
も
同
様
な
特
徴
を
持
ち
扁
部
に
低
い
凸
幣
と
め
ぐ
ら
し
、
他
の
破
片
に
も
肩
部
に
段
を
つ
け
る
の
が
あ
り
、
北
九
州
の
そ
れ
と
似
た
形
態

●

を
示
し
て
い
る
。

詮
よ
り
菱
料
及
蹴
眞
を
提
供
さ
れ
た
好
意
を
謝
す
。

ｌ
本
報
丈
は
永
介
の
執
罐
に
か
Ｌ
る
が
土
器
に
就
い
て
は
左
の
論
丈
が
あ
５
末
永
雅
雄
博
士
「
宮
龍
の
泄
跡
」
奈
良
聯
史
耽
名
勝
天
然
記
念
物
調
去

る
。
森
本
六
爾
氏
「
筑
前
藤
崎
の
彌
生
式
土
器
」
考
古
學
節
五
巻
鏥
一
報
告
第
十
五
緯
。

雛
所
收
。
６
昭
和
二
十
三
年
耐
岡
蛎
に
於
て
調
盃
さ
れ
た
が
近
刊
の
考
古
學
雑
誌
に

２
中
山
平
次
郎
氏
「
古
式
支
那
鏡
鑑
沿
革
‐
一
考
古
學
雑
誌
鐺
九
巻
簸
三
錐
原
田
大
夫
氏
の
報
丈
が
掲
載
さ
れ
る
識
定
と
聞
く
Ｏ

所
收
。

７
岩
波
鴬
鰹
丈
脈
「
金
印
の
田
た
土
地
」
に
駕
興
が
あ
る
。

３
中
山
坤
士
は
古
擬
時
代
の
演
丘
の
起
源
を
こ
上
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
８
中
山
平
次
郎
博
士
「
飯
塚
市
立
岩
運
動
場
發
見
の
誕
椛
泄
物
」
祇
岡
暁

４
砂
探
り
作
業
に
伴
っ
て
撤
去
さ
れ
る
所
琵
救
は
れ
た
竹
中
氏
の
努
力
に
史
職
名
勝
天
然
湛
念
物
調
査
報
告
啓
第
九
緋
。

三
、
古
式
甕
棺
の
特
性

１
１
I』

I

」

／
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式
蕊
棺
の
軍
純
遺
跡
が
あ
る
か
否
か
を
訓
査
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
遠
賀
川
式
土
器
の
み
を
出
す
軍
純
遺
跡
が
極
め
て
少
い
事
に
對
比
し
て
、

巍
棺
迩
跡
も
亦
遠
賀
川
式
の
も
の
が
極
め
て
少
い
。
前
述
の
諸
例
に
於
て
も
雨
檬
式
混
在
の
遺
跡
は
前
記
の
板
付
、
立
岩
、
藤
崎
の
外
に
そ
の

例
が
數
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

，

佐
賀
縣
三
養
基
郡
田
代
町
大
字
杣
比
安
永
田

幅
間
縣
三
沸
郡
三
潴
村
塚
崎

姓
３

噸
岡
市
平
田

の
如
き
遺
跡
に
於
て
優
位
を
占
め
る
は
中
期
以
後
の
蕊
棺
で
、
，
極
め
て
少
数
の
遠
賀
川
式
の
巍
棺
が
伴
出
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
他
の
新

町
、
中
原
、
柏
崎
遼
跡
の
諸
例
は
、
極
め
て
調
査
の
範
困
が
限
ら
鯉
て
い
る
の
で
果
し
て
軍
純
遺
跡
か
否
か
明
か
で
な
い
。

か
く
の
如
く
雨
系
の
誕
棺
遼
跡
が
重
複
す
る
と
す
れ
ば
雨
者
の
立
地
條
件
①
腫
別
は
つ
け
難
く
な
る
・
高
低
差
の
少
な
い
砂
丘
迩
跡
ｌ
藤

崎
、
新
町
、
中
原
Ｉ
や
円
城
状
高
蕊
地
Ｉ
板
付
ｌ
の
如
き
同
様
の
個
所
に
於
て
盛
期
の
誕
棺
が
占
め
る
地
形
と
愛
り
が
な
い
ｃ
た
だ
こ
こ
に
再

び
想
起
し
た
い
の
は
柏
崎
の
遺
跡
で
、
こ
こ
に
於
て
は
現
在
の
畑
地
面
よ
り
‐
一
米
下
に
埋
藏
さ
れ
た
巍
棺
の
底
面
が
往
時
の
城
墓
地
と
考
え
る

時
は
、
將
に
貝
塚
の
推
枝
に
移
ら
う
と
す
る
位
憧
に
存
在
す
る
黙
が
殊
に
興
味
を
惹
く
。
住
居
地
域
を
柱
穴
の
存
在
に
よ
っ
て
推
測
す
れ
ば
、

貝
殻
の
泄
棄
さ
れ
た
伽
斜
面
と
住
宅
地
と
の
狭
い
空
地
が
こ
の
墓
域
と
考
え
ら
れ
る
。
住
居
地
に
近
く
不
用
物
の
漉
棄
さ
れ
る
場
所
に
墓
地
が

存
在
す
る
事
は
、
基
域
に
對
す
る
祁
聖
観
念
が
未
熟
な
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。
繩
丈
時
代
の
人
骨
が
示
す
蛾
墓
地
の
立
地
に
こ
う

ゆ
う
住
居
と
隔
離
さ
れ
な
い
無
關
心
さ
が
認
め
ら
れ
る
難
は
歴
々
で
あ
る
・
彌
生
中
期
の
迩
跡
に
於
て
墓
地
と
衆
落
の
間
に
は
人
爲
的
な
溝
渠

に
よ
っ
て
距
て
ら
れ
、
或
は
低
地
に
住
居
が
あ
っ
て
よ
り
高
い
丘
陵
或
は
蜜
地
上
に
墓
地
が
あ
る
事
は
、
か
つ
て
唾
交
例
を
引
い
て
述
べ
る
所

が
あ
っ
た
か
ら
こ
こ
に
再
び
繰
り
返
さ
な
い
が
、
死
者
氷
劫
の
眠
の
地
墓
域
と
、
現
身
の
人
盈
の
住
む
場
所
が
次
第
に
隔
離
し
て
行
く
傾
向
が

求
め
ら
れ
な
く
も
な
い
で
あ
ら
う
。
か
つ
て
多
く
の
人
糞
は
巍
棺
の
蓋
の
出
現
に
誕
械
年
代
決
定
の
一
つ
の
擴
鮎
を
求
め
た
。
即
ち
韮
棺
の
合

謹
柿
累
考
口
四
一

〆

、
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持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
一
部
の
論
者
は
軍
誕
を
以
て
原
始
形
式
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
蛮
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
は
合
口
巍
棺
で

あ
る
。
た
だ
一
方
の
誕
が
破
損
し
或
は
失
は
れ
て
岡
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
元
來
の
箪
誕
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
遠
変
川
式
誕
椛
に
於
て
は

や
は
り
合
口
爽
棺
の
あ
る
・
ハ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
か
な
り
大
き
く
、
一
方
の
巍
が
小
さ
い
場
合
中
に
は
下
誕
が
上
尭
よ
り
小
さ
い
例
も
あ
る
同
大

の
も
の
も
あ
る
。
｝
初
期
の
蕊
棺
が
軍
誕
よ
り
發
達
し
た
と
ゆ
う
論
は
．
彌
生
式
に
閥
す
》
今
限
り
未
だ
笈
證
さ
れ
な
い
理
論
で
あ
る
。

次
に
副
葬
遼
物
に
開
し
て
、
遠
賀
川
式
巍
棺
よ
り
發
兇
さ
れ
た
例
は
至
っ
て
少
く
、
僅
か
に
板
付
に
於
て
青
銅
利
器
を
出
し
た
事
狂
し
か
知

ら
な
い
。
こ
伽
と
て
細
形
の
銅
剣
か
銅
鉾
か
判
ら
ぬ
が
少
く
と
も
中
國
傳
來
の
鋒
の
狭
い
部
類
に
脇
す
る
事
は
疑
な
く
、
こ
れ
叉
盛
期
の
蕊
棺

内
發
見
青
銅
器
と
鑑
別
出
來
る
か
疑
問
で
あ
る
。
猫
蕊
棺
に
伴
出
す
る
堵
は
前
稿
の
蕊
棺
と
祭
祀
の
項
に
考
察
し
た
様
に
中
期
の
蕊
に
も
認
め

誕
柿
累
考
口
四
二

口
様
式
か
ら
次
の
様
な
分
類
を
試
み
た
。

Ｉ
二
口
の
蕊
が
ほ
ぼ
同
形
で
あ
る
例

筑
前
須
玖
迩
跡
の
例
が
よ
く
引
用
さ
れ
る
。

Ⅱ
上
誕
が
浅
く
蓋
本
來
の
意
味
を
持
つ
例

と
れ
に
は
元
來
蓋
と
７
そ
製
作
さ
れ
た
も
の
と
淺
鉢
な
ど
を
利
用
し
た
も
の
と
が
あ
る
。

Ⅲ
石
蓋
又
は
木
蓋
の
例

こ
れ
は
腐
朽
す
る
の
で
無
蓋
軍
巍
と
云
う
け
れ
ど
も
元
來
は
木
共
の
他
の
植
物
物
質
で
被
覆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
安
愉
で
あ
ら
う
。

姓
４

右
の
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
の
順
序
に
従
っ
て
愛
遷
を
辿
っ
た
と
云
う
。

こ
れ
に
は
諏
玖
迩
跡
に
於
て
第
一
式
が
優
位
を
占
め
て
こ
れ
よ
り
分
布
周
逃
に
至
っ
て
第
二
、
錐
三
式
が
多
い
と
云
う
地
域
差
か
ら
來
ろ
立

場
も
あ
り
、
吾
々
も
と
上
に
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
一
つ
の
地
域
に
併
行
し
た
年
代
的
な
鍵
相
と
認
め
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い

が
、
同
型
合
口
様
式
を
最
古
と
な
す
理
論
的
な
根
雛
を
知
ら
な
い
・
前
に
あ
げ
た
遠
蛮
川
様
式
の
蕊
棺
に
就
い
て
は
こ
の
三
つ
の
形
式
を
夫
盈

I



』

‐
棺
の
特
性
と
し
て
数
え
あ
げ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

ろ
事
が
出
来
．
蓮
賓
川
式
爽
棺
に
於
て
も
藤
崎
、
新
町
、
柏
崎
例
の
如
く
多
く
の
類
例
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鮎
は
一
方
繩
文
遥
跡
に
對
比

し
て
考
え
る
時
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
來
ろ
の
で
あ
る
。
日
本
の
石
器
時
代
域
墓
で
は
一
般
に
副
葬
品
と
稲
す
べ
き
も
の
な
く
、
土
器
の
伴

出
も
河
内
國
府
の
小
形
古
式
繩
文
土
器
が
屍
艘
に
副
え
ら
れ
た
例
を
あ
げ
る
に
止
り
、
そ
の
間
に
必
然
的
な
相
關
關
係
を
求
め
る
事
は
困
難
で

あ
ら
う
。
数
え
て
こ
こ
に
至
る
と
、
果
し
て
遠
黄
川
式
の
誕
棺
と
狐
玖
式
誕
棺
が
本
質
的
に
ど
の
程
度
の
差
異
が
あ
る
か
判
然
と
し
な
く
な

る
。
た
だ
前
期
様
式
巍
棺
が
少
い
事
と
、
盛
期
の
物
に
比
べ
て
大
形
蕊
と
云
っ
て
も
、
深
さ
一
米
を
こ
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
無
い
鮎
は
古
式
蕊

愛
化
を
示
し
て
い
な
い
。
獅
生
式
蕊
棺
の
習
俗
一
般
は
、
收
め
ら
れ
ろ
屍
艘
の
長
幼
の
差
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
州
生
前
期
に
於
て
確
立
さ
れ

て
い
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
な
か
ら
う
。

四
三

認
棚
累
考
口

一

｜商さ(糎）

一一一

’
I

｜

’［
59

か
か
る
小
形
棺
は
洗
廿
や
火
葬
の
微
證
が
な
い
限
り
、
嬰

兒
又
は
幼
兒
の
棺
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
事
誕
幼
兒
の
骨
を
出

し
た
柏
崎
の
例
も
あ
る
。
こ
の
小
形
蕊
が
多
い
と
云
う
事
変

は
、
土
器
製
作
の
技
術
が
未
熟
で
、
大
人
を
入
れ
る
に
足
る

大
郵
が
出
來
な
い
事
に
主
因
を
蹄
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う

か
。
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
繩
文
巍
柁
が
叉
小
形
で
あ
っ
て
、

幼
少
兇
の
收
葬
の
具
に
供
さ
れ
て
い
た
鮎
を
職
み
な
け
れ
ば

蔵
ら
ね
。
僅
か
の
鮎
を
除
い
て
は
彌
生
式
迩
械
全
船
の
位
世

で
、
特
に
逮
費
川
林
は
盛
期
の
郵
棺
の
特
性
の
多
く
を
既
に

持
ち
得
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
發
展
段
階
に
於
て
は
大
し
た

l
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最
近
大
分
縣
直
入
郡
管
生
村
禰
宜
野
よ
り
發
見
さ
れ
た
合
せ
口
の
誕
棺
も
こ
れ
等
の
系
列
に
入
れ
て
よ
い
。

君
等
の
調
査
に
な
り
、
そ
の
破
片
を
接
合
復
原
し
て
大
分
大
學
に
出
陳
さ
れ
て
い
ろ
。
同
君
等
、
一
言
に
よ
れ
〕

て
か
ぶ
さ
っ
て
い
た
と
い
う
。

釆
気
に
入
れ
て
よ
い
。

踵
繩
丈
晩
期
の
爽
棺
は
深
さ
三
四
十
糎
程
度
の
小
形
の
而
も
軍
誕
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
收
め
ら
れ
た
屍
臘
も
殆
ん
ど
早
産
兒
か
幼

１
森
貞
次
郎
氏
「
古
期
彌
生
式
丈
化
に
於
け
る
立
岩
文
化
の
意
義
」
古
代

文
化
節
十
三
巻
第
七
號
所
收
。

２
森
本
六
爾
氏
「
北
九
州
彌
生
式
土
器
編
年
」
考
古
學
節
一
巻
附
鍛
昭
和

五
年
刊
。

陸
１

繩
文
文
化
期
に
殊
に
晩
期
に
幼
兒
屍
艦
を
麺
に
收
め
る
風
習
が
存
す
る
事
は
早
く
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
。
從
來
知
見
に
入
っ
た
例
は

熊
本
縣
下
益
城
郡
豊
岡
村
御
領
貝
塚

姓
２

岡
山
縣
淺
口
郡
津
雲
貝
塚

駐
３

滋
賀
縣
坂
田
郡
春
照
村
杉
澤

駐
４

愛
知
縣
渥
美
郡
田
春
町
吉
胡
貝
塚

岩
手
縣
氣
仙
那
赤
崎
村
大
洞
貝
塚

宮
城
縣
牡
鹿
郡
稻
井
村
沼
津
貝
塚

姓
５

愛
知
縣
一
宮
市
馬
見
塚

Ｊ
９
ｆ

１
も
４割

ｑ
△
■
■
Ｊ

ｊ
Ｉ＃

累
考
口四

、
繩
文
甕
棺
と
の
關
係

一

１
１

一

阿
四

３
中
山
平
次
郎
坤
士
「
祁
岡
地
方
に
分
布
せ
る
二
系
統
の
彌
生
式
土
器
の

訓
在
」

祁
岡
縣
史
跣
名
勝
天
然
泌
念
物
訓
在
報
告
啓
錐
七
脚
所
收
。

４
｜
島
田
貞
彦
氏
「
筑
前
須
玖
史
前
迩
跡
の
研
究
」
京
都
帝
國
大
學
丈
學
部

考
古
學
研
究
報
告
錐
十
一
冊

こ
の
遡
跡
は
大
分
大
學
佐
藤
暁

同
君
等
の
言
に
よ
れ
ば
下
誕
が
直
立
し
て
上
誕
が
伏
せ

『
』
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兇
で
あ
る
と
の
報
告
が
さ
れ
て
い
る
。
但
し
愛
知
縣
馬
見
塚
、
滋
費
縣
杉
澤
の
二
例
の
如
き
は
合
口
で
彌
生
式
合
口
錘
に
似
て
い
る
爲
、
彌
生
一

式
誕
棺
の
影
響
を
う
け
た
結
果
と
考
え
る
學
者
も
あ
る
。
そ
の
器
形
は
雨
者
共
繩
文
末
期
に
近
く
近
似
し
た
姿
が
み
え
る
の
で
こ
の
論
も
あ
な

が
ち
否
定
出
來
な
い
。
馬
見
貝
塚
及
び
杉
澤
の
蕊
は
何
れ
も
深
さ
三
十
五
極
乃
至
四
十
糎
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
合
せ
て
七
十
糎
を
越
え

〆
０

る
も
の
で
な
い
の
で
や
は
り
洗
骨
、
火
葬
骨
の
收
納
で
な
け
れ
ば
幼
兒
の
爽
に
す
る
よ
り
外
な
い
。

然
し
大
分
縣
の
新
例
に
よ
っ
て
、
合
口
蕊
は
そ
の
位
詮
淨
直
立
と
水
平
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
未
だ
合
せ
口
式
の
誕
棺
を
全
部
彌
生
の
影
響

と
す
る
に
は
躍
跨
を
感
ぜ
し
め
る
・
繩
文
式
爽
棺
に
於
け
る
単
爽
よ
り
合
口
へ
の
移
行
過
程
は
、
古
期
即
ち
遠
喪
川
式
軍
誕
よ
り
合
口
へ
の
移

行
過
程
と
併
行
的
な
關
係
に
於
て
理
解
出
来
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

繩
文
晩
期
に
於
て
軍
巍
よ
り
合
口
蕊
が
生
れ
て
も
、
未
だ
合
口
式
が
絶
對
多
数
と
占
め
る
に
至
ら
ず
経
末
期
に
於
て
も
軍
謹
と
複
蕊
と
併
ぴ

行
は
れ
て
い
た
で
あ
ら
う
。
こ
の
頃
彌
生
式
早
期
の
巍
棺
が
そ
の
葬
法
を
同
じ
く
し
て
、
軍
な
る
土
器
様
式
の
鍾
化
の
下
に
出
現
し
た
と
考
え

る
事
が
出
來
な
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
考
案
は
前
の
繩
丈
晩
期
の
そ
れ
が
彌
生
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
所
論
の
正
に
反
對
の
方
向
を
指
示
す

る
観
が
あ
る
。
こ
の
雨
読
の
對
立
は
暫
ら
く
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
何
奴
に
せ
よ
繩
文
晩
期
の
蕊
棺
と
彌
生
早
期
の
誕
棺
の
性
格
に
つ
い
て
、
類

同
性
と
異
向
性
に
就
い
て
今
一
應
の
梅
討
を
加
え
る
必
要
を
感
ず
る
。

第
一
に
大
き
さ
の
問
題
で
あ
る
が
雨
者
共
に
小
型
に
し
て
幼
兒
を
容
る
ろ
に
足
る
け
れ
ど
も
、
成
人
は
屈
葬
と
し
て
も
困
難
で
あ
る
鮎
。

第
一
に
蕊
棺
葬
が
並
凋
遍
的
な
性
向
を
持
つ
も
の
で
な
い
。
即
ち
發
見
例
が
稀
で
あ
る
。
遼
跡
に
十
を
越
え
る
群
を
見
出
す
事
が
出
來
な
い
鮎

は
類
同
性
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

對
向
性
に
就
い
て
問
題
と
す
べ
き
黙
は
定
つ
両
者
の
分
布
で
あ
る
ｏ
達
武
川
式
土
器
は
近
時
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
南
九
州
か
ら
伊
勢
漣
沿
岸

に
至
る
範
園
に
ほ
ぼ
同
一
の
様
式
を
保
っ
て
い
る
事
が
明
か
に
さ
れ
て
來
た
。
こ
の
郡
象
に
か
か
わ
ら
ず
遠
賀
川
式
誕
棺
は
上
述
の
如
く
、
北

九
州
の
漸
次
増
加
す
る
資
料
を
数
え
れ
ば
地
域
的
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
日
向
の
例
や
確
信
を
以
て
誕
棺
と
勘
一
言
し
得
な
い
一
二
の
例

喪
椛
累
考
口
四
五

｡■b
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’
．
貝
塚
の
一
角
か
ら
發
見
さ
れ
た
甕
棺
は
三
個
で
、
箱
式
棺
五
、
支
石
墓
と
共
に
僅
か
四
十
餘
坪
の
う
ち
か
ら
各
様
式
の
城
塞
が
群
在
し
て
發

見
さ
れ
て
い
る
。
郵
棺
は
三
伽
と
も
彌
生
式
土
器
殊
に
遠
賀
川
式
の
特
徴
を
具
え
て
い
る
。
第
一
號
は
長
軸
を
ほ
ぽ
東
西
に
お
き
、
東
を
や
や

高
く
し
て
斜
位
を
と
り
、
第
三
號
は
や
は
り
長
軸
を
東
西
に
ピ
ッ
ト
内
に
殆
ん
ど
水
平
に
埋
減
さ
れ
合
せ
目
は
挿
入
式
で
あ
る
・
第
二
號
は
直

北
九
州
の
巍
棺
を
問
題
と
す
る
時
歴
觜
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
朝
鮮
半
島
の
誕
棺
が
あ
る
。
こ
と
に
金
悔
の
誕
柑
は
榧
本
他
次
郎
氏
の
報

匙
１

告
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
知
る
事
が
出
來
る
。

二二

日土

認
棺
累
考
口
四
六

を
除
け
ば
、
現
在
の
所
彌
生
初
期
の
蕊
棺
は
北
九
州
に
猫
占
さ
れ
る
姿
に
世
か
れ
て
い
る
。
一
方
繩
丈
誕
棺
は
九
州
よ
り
東
北
に
至
る
閥
に
普

遍
的
な
分
布
を
み
せ
て
い
る
。
反
っ
て
遠
捜
川
式
爽
械
の
濃
煤
な
る
北
九
州
に
於
て
繩
丈
巍
棺
の
發
兇
を
剛
か
な
い
。
こ
の
蕊
涯
に
立
脚
す
れ

ば
反
っ
て
遠
賀
川
式
誕
棺
の
發
生
は
彊
い
繩
丈
誕
棺
の
影
響
と
傳
統
を
受
け
つ
い
だ
地
域
に
於
て
起
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
言
は
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
こ
に
地
域
的
に
近
接
し
た
朝
鮮
半
島
の
諸
例
が
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
清
野
縦
次
岬
士
「
日
本
石
器
時
代
の
喪
柿
葬
」
日
本
民
族
生
成
論
。
長

谷
部
言
人
坤
士
「
石
器
時
代
の
死
産
兄
爽
葬
」
等
参
照
。

２
傭
中
國
浅
口
郡
津
雲
貝
塚
發
掘
報
告
京
都
帝
図
大
畢
丈
學
部
考
古
學

研
究
報
告
鋪
五
冊
。

３
小
林
行
雄
．
藤
岡
誰
次
郎
や
中
村
孝
癖
「
近
江
坂
田
郡
春
照
村
杉
津
迩

跡
ｌ
繩
丈
式
土
器
合
口
認
柿
發
掘
報
告
」
考
古
學
錐
九
巻
錐
五
雛
。

一
、
慶
向
南
道
金
海
郡
金
海
邑
會
蜆
里

寺

五
、
朝
鮮
と
の
關
係

月

日

司

号

■

■

４

昭

和

二

十

六

年

の

發

掘

調

査

の

結

果

は

埋

蔵

文

化

財

發

掘

調

在

報

告

節

一
「
古
胡
貝
塚
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
○

５
森
徳
一
郎
氏
「
尾
張
貝
塚
躯
棺
群
の
侭
相
同
」
史
賊
名
勝
天
然
氾
念
物

第
六
葉
節
七
號
○

６
「
古
胡
貝
塚
」
で
は
成
人
骨
を
祥
札
た
小
形
認
の
新
例
が
發
掘
さ
か
中

山
英
司
沖
士
は
洗
脅
の
風
習
の
存
在
配
推
考
さ
れ
て
い
る
○

－
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V

東
莱
邑
來
の
貝
塚
に
近
い
南
面
の
傾
科
面
に
四
佃
の
巍
棺
と
一
個
の
滴
棺
の
出
現
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

大
形
の
蕊
の
口
も
合
せ
て
水
平
に
埋
葬
し
そ
の
一
燗
か
ら
彌
生
式
土
器
に
酷
似
し
た
垪
一
佃
と
鐵
製
環
（
指
輪
）
を
發
見
し
て
い
る
。
長
頚

の
蕊
の
雨
側
に
角
形
の
把
手
を
つ
け
た
も
の
が
あ
る
。

更
に
南
鮮
地
域
で
奎
羅
南
遁
羅
州
郡
滞
南
面
の
三
蝋
時
代
の
誕
棺
式
の
蛾
墓
も
あ
る
が
こ
れ
は
年
代
的
に
も
か
な
り
降
下
し
た
も
の
で
、
こ

上
に
と
り
あ
げ
て
い
る
起
源
の
問
題
に
は
直
接
の
つ
な
が
り
を
持
た
ぬ
の
で
詳
論
を
肯
き
、
昭
和
八
年
發
堀
さ
れ
た
樂
浪
古
城
血
柏
里
第
二
二

註
３

－
號
羨
這
部
よ
り
發
見
さ
れ
た
誕
棺
の
方
が
、
よ
り
大
き
な
開
連
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
に
漢
代
の
碑
築
城
と
同
時
の
も
の
で
、

丸
垳
の
口
を
合
せ
た
も
の
で
小
形
で
あ
る
か
ら
幼
兒
埋
棺
と
思
は
れ
る
。

慶
尚
南
遁

東
莱

・
認
棺
累
考
口
四
八

立
し
た
蕊
に
口
を
合
せ
て
上
誕
が
伏
置
さ
れ
た
形
を
と
る
。

第
一
號
誕
に
は
銅
製
品
の
鋳
化
し
た
も
の
が
附
着
し
て
い
た
と
い
う
。

第
二
號
郵
か
ら
碧
玉
製
管
王
と
蕊
の
下
か
ら
細
形
銅
劒
二
、
青
銅
刀
制
五
が
發
兄
さ
れ
て
い
る
。

石
棺
は
桁
式
石
棺
で
五
基
中
四
基
が
小
形
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
石
械
の
叩
よ
り
布
雄
二
、
土
器
一
個
が
發
見
さ
れ
た
外
は
副
葬
品
を
認
め

る
事
が
出
來
な
か
っ
た
。
岡
に
よ
れ
ば
鋪
五
號
石
枕
が
大
形
の
外
は
四
棺
共
に
小
形
で
あ
る
鮎
が
注
意
さ
れ
る
。
又
こ
れ
等
の
石
棺
群
を
限
界

づ
け
る
様
に
行
拠
侭
設
け
ら
れ
て
い
る
事
も
特
異
な
事
で
あ
る
。

岡
に
つ
い
て
み
る
と
、
口
遥
部
の
刻
目
と
い
い
胴
部
の
沈
線
と
い
い
器
形
の
類
似
は
．
こ
と
に
柏
崎
、
新
町
例
等
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
鮎
に
開
し
て
榧
本
氏
も
「
北
九
州
の
郵
棺
と
全
く
合
致
す
る
と
い
う
よ
り
は
同
一
類
の
も
の
た
る
を
示
し
て
い
ろ
。
彌
生
式
系

土
器
及
彌
生
式
文
化
の
半
島
に
於
け
る
存
在
を
明
確
に
し
た
事
」
を
言
明
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
箱
式
石
棺
と
謹
棺
の
共
伴
も
、
現
に
吾
荏
は

姓
２

藤
崎
上
八
等
に
於
て
み
て
来
た
所
で
あ
っ
た
。
筒
朝
鮮
で
は
束
莱
Ｃ
貝
塚
に
合
せ
口
誕
が
發
兇
さ
れ
て
い
る
。

旧
旧
Ⅲ
旧
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
咄
■
日
的

ご － 」



樂
浪
に
於
け
る
城
墓
が
輝
か
し
い
漢
代
文
化
を
具
象
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
封
土
内
に
寄
生
し
た
誕
棺
は
、
そ
れ
を
獅
立
の
葬
法
と
し
て

碑
築
の
壌
墓
に
對
比
す
れ
ば
如
何
に
も
餐
弱
な
感
を
受
け
る
。
梅
原
博
士
が
引
用
さ
れ
て
以
來
屡
奄
引
か
れ
る
大
平
庚
記
の
文

「
又
天
監
五
年
丹
陽
山
南
得
瓦
物
。
高
尺
園
四
尺
。
上
鋭
下
平
。
蓋
如
合
焉
。
中
得
創
一
・
尭
具
数
十
。
時
人
識
莫
。
沈
約
云
。
此
東
夷
器

也
。
葬
則
用
之
代
棺
。
此
制
度
準
小
則
随
営
時
美
。
東
夷
死
則
坐
葬
之
。
武
帝
服
其
博
識
。
語
在
江
右
雑
事
」

に
よ
っ
て
、
中
國
に
於
て
も
合
口
の
「
瓦
物
」
が
存
在
し
通
中
に
剣
と
蓋
具
が
發
見
さ
れ
て
之
を
東
夷
の
葬
法
と
論
じ
て
い
る
。
沈
約
の
説
は４

そ
の
行
は
れ
た
年
代
を
言
明
し
て
は
い
な
い
が
．
常
時
中
國
に
盛
行
し
た
葬
法
と
は
云
い
難
い
で
あ
ら
う
。
漢
代
で
は
早
く
滿
洲
旋
順
牧
羊
城

の
如
き
合
せ
巍
式
の
も
の
も
あ
る
し
、
こ
こ
に
あ
げ
た
樂
浪
古
壌
も
漢
代
の
迩
跡
で
あ
る
所
か
ら
、
漢
代
に
所
謂
東
夷
地
方
に
誕
棺
葬
習
俗
が

行
は
れ
て
い
た
事
変
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。

一
面
中
國
に
於
て
も
、
河
南
橘
易
縣
の
故
牡
よ
り
同
類
の
も
の
が
發
見
さ
れ
て
い
る
の
で
誕
棺
葬
法
の
東
夷
の
習
俗
に
限
定
さ
れ
る
が
疑
問

で
あ
る
が
、
日
本
の
誕
棺
に
對
比
し
て
み
れ
ば
南
鮮
の
金
海
、
東
莱
の
例
が
域
も
近
く
、
他
の
愛
例
は
概
念
的
に
合
口
誕
棺
で
あ
る
鮎
に
於
て

は
合
致
す
る
焔
、
器
形
の
黙
に
つ
い
て
は
猫
多
少
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
金
海
の
如
き
は
一
衣
帯
水
の
近
い
地
鮎
に
あ
り
、
こ
の

地
が
海
を
渡
っ
て
北
九
州
と
同
一
文
化
脚
帯
に
含
ま
れ
た
時
期
が
あ
る
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
南
鮮
の
一
角
が
古
壌
時
代
に
於
て
鹿
角
製
刀
装

具
に
直
弧
文
を
持
ち
、
勾
玉
が
雨
地
域
に
溌
浮
に
分
布
す
為
開
係
と
同
類
に
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

駐
ｇ
「
束
莱
の
認
椛
出
土
」
背
丘
學
潅
鋪
二
號
漿
報
棚

１
榧
本
組
次
郎
氏
「
金
海
貝
塚
や
共
の
新
發
見
」
考
古
酷
第
六
巻
鋪
二
駅
３
朝
鮮
古
賊
研
究
含
「
古
職
制
査
概
報
」
樂
浪
古
菰
昭
和
七
年
鹿
・

同
「
金
海
命
岨
里
貝
塚
發
見
の
喪
柿
に
就
て
」
考
古
學
罪
九
巻
節
一
號
４
東
亜
考
古
學
會
「
收
羊
城
」
東
方
考
古
畢
叢
刊
錐
二
班

喪
械
累
考
㈲

六
℃

結

五
口

二
【
一
口

1

1

P

、

四
九

１
１



ﾛ

、

古
代
迩
物
か
ら
み
て
小
形
護
棺
の
出
現
も
、
必
ず
し
も
東
亜
の
一
角
に
の
み
出
現
し
た
事
象
で
は
な
か
っ
た
。
南
鮮
の
一
角
註
含
め
た
北
九
州

，
の
韮
棺
が
早
期
に
於
て
未
だ
乳
幼
兒
の
蕊
の
範
困
を
出
な
か
っ
た
鮎
は
、
必
ず
し
も
大
陸
文
化
の
弧
い
刺
戦
に
よ
っ
て
發
生
し
た
他
力
的
な
も

の
と
解
す
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
石
棺
に
於
て
は
既
に
大
人
の
埋
葬
と
幼
兒
の
そ
れ
が
遺
跡
に
於
て
共
存
し
て
い
る
黙
か
ら
．

既
に
成
人
屍
体
の
鹿
理
に
同
様
の
構
想
が
め
ぐ
ら
さ
れ
た
事
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
す
れ
ば
蕊
棺
に
於
て
も
や
は
り
同
じ
傾
向

に
よ
っ
て
成
人
屍
体
の
虚
理
に
蕊
を
用
う
ろ
意
向
が
生
じ
て
來
る
の
も
常
然
と
云
は
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
の
意
志
が
蛮
現
を
み
る
に
至

る
迄
に
は
、
須
玖
期
の
大
形
土
器
製
作
技
法
の
發
逵
を
俟
た
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
而
し
て
こ
の
盛
期
の
蕊
棺
遺
跡
に
於
て
さ
え
小
兒
棺

の
存
在
は
全
く
消
失
し
て
し
ま
っ
た
鐸
で
な
く
、
時
折
り
相
遇
す
る
と
い
う
よ
り
廣
域
の
墳
墓
地
域
を
調
査
す
れ
ば
、
殆
ん
ど
こ
の
小
形
蕊
が

發
見
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
程
で
あ
る
。
と
は
云
え
小
形
小
兒
誕
棺
葬
よ
り
大
形
成
人
葬
に
移
行
し
て
行
っ
た
過
程
は
充
分
に
辿
れ
よ
う
。
北

喪
棺
累
考
目
五
○

從
來
論
じ
古
さ
れ
た
誕
棺
の
起
源
問
題
で
は
あ
る
が
、
中
に
は
新
し
い
養
料
に
よ
っ
て
見
解
の
更
新
を
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で

あ
る
。
私
は
乏
し
い
材
料
で
は
あ
る
が
彌
生
式
郵
棺
の
起
源
を
論
す
る
に
當
っ
て
、
そ
の
早
期
の
様
相
を
把
握
し
た
い
爲
に
遠
変
川
式
誕
棺
を

額
蒐
し
て
み
た
。
而
し
て
こ
れ
等
の
誕
棺
が
繩
丈
式
晩
期
に
發
見
さ
れ
る
誕
棺
並
び
に
、
半
島
に
於
け
る
蕊
棺
の
あ
る
も
の
に
類
似
鮎
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
者
の
開
運
に
就
い
て
は
從
來
色
糞
の
見
解
が
提
起
さ
れ
、
殊
に
朝
鮮
↓
彌
生
↓
繩
丈
と
い
う
方
向
に
傳
播
経
路
を

考
え
る
論
者
と
傘
反
對
に
朝
鮮
と
切
り
離
し
て
彌
生
誕
棺
の
母
腱
な
り
皿
形
を
繩
丈
誕
棺
に
求
め
ん
と
す
る
論
者
が
對
立
し
て
い
る
槻
が
あ

る
。
私
は
そ
の
何
虹
に
も
断
論
を
下
さ
ず
し
て
可
能
と
思
は
れ
る
假
読
を
時
折
り
述
べ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
再
び
三
者
に
共
通
す
る
小
形
棺

に
就
い
て
考
察
を
縦
け
る
事
と
し
よ
う
。
即
ち
こ
れ
等
の
誕
棺
が
小
兒
、
嬰
兒
或
は
胎
兒
の
埋
葬
に
利
用
さ
れ
た
事
は
隙
で
あ
る
。
こ
の
風
習

は
同
時
に
或
る
場
合
で
は
誕
棺
と
同
一
場
所
に
於
て
築
螢
さ
れ
た
箱
式
棺
の
大
き
さ
を
對
比
し
て
も
小
形
棺
が
目
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
藤

崎
、
鐘
ケ
崎
、
犀
川
、
朝
鮮
金
海
に
於
け
る
如
き
、
成
人
を
容
れ
る
に
足
る
石
棺
と
共
に
そ
れ
よ
り
も
多
数
の
幼
兒
屍
体
し
か
容
れ
ら
れ
ぬ
小
形

石
棺
を
見
る
の
で
あ
る
。
嬰
兒
幼
兒
の
死
が
原
始
人
に
與
え
る
惜
愛
の
情
か
ら
發
す
る
信
仰
行
事
は
、
世
界
の
各
地
に
そ
の
土
俗
例
が
あ
り
、

１



九
州
に
於
け
る
諸
々
の
斐
棺
遺
跡
は
ま
さ
に
こ
の
移
行
の
過
程
を
示
し
て
い
る
も
の
と
云
は
れ
よ
う
。

追
記
上
記
成
稿
後
大
分
縣
禰
宜
野
の
繩
丈
式
鎚
揃
と
、
祇
岡
縣
京
都
祁
本
庄
の
遠
盃
川
式
謹
柑
の
変
例
回
が
夫
燕
送
付
さ
れ
た
の
で
、
こ
Ｌ
に
そ
の
要
項
の

み
を
遁
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
前
者
は
胎
土
中
に
長
石
・
石
英
、
雲
母
の
細
粒
を
小
量
含
み
、
喪
柑
の
中
よ
り
臼
歯
三
本
（
右
第
三
下
、
右
第
二
下
、
左
第
二

上
各
々
一
本
宛
）
を
出
し
た
と
ゆ
う
○
速
見
郡
豊
岡
町
一
ノ
宮
左
内
氏
（
歯
科
賎
）
の
睡
定
に
よ
れ
ば
、
十
才
以
上
一
千
才
以
下
の
年
齢
に
相
富
す
る
由
で
あ

る
。
少
年
の
屍
艘
と
す
れ
ば
屈
葬
位
を
と
ら
ね
ば
容
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
一
ｌ
一
屋
の
傾
斜
で
ほ
と
ん
ど
垂
直
に
埋
読
さ
れ
上
喪
の
上
逵
よ
り
平
石
一
個
を
掘
り

出
し
た
事
を
没
初
發
見
し
た
村
人
が
注
意
し
た
と
ゆ
う
。
猫
同
じ
く
直
入
郡
牧
口
村
牧
口
小
學
校
校
庭
か
ら
も
御
領
式
謹
棺
が
旧
土
し
、
人
骨
若
干
を
採
集

し
、
現
品
は
竹
田
町
北
村
清
士
氏
が
所
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
聞
い
て
い
る
の
で
、
機
を
得
て
喪
在
し
度
い
と
思
っ
て
い
る
。

犀
川
の
誕
棺
は
直
立
に
近
く
、
約
十
五
度
の
傾
斜
を
持
ち
、
上
巍
は
腹
部
が
細
片
と
な
り
復
原
不
可
能
で
あ
る
か
ら
高
さ
は
正
確
に
哩
示
し
得
な
い
と
断
つ

犀
川
の
誕
棺
は
直
立
に
近
く
、
約
十
垂

、
雲
Ｉ

て
あ
る
。
岡
は
槻
を
見
て
逼
補
し
よ
う
。

〆

焚
例
岡
並
に
説
明
評
を
寄
せ
ら
れ
た
大
分
大
學
佐
藤
曉
君
と
小
倉
商
校
田
頭
喬
氏
の
好
意
を
深
謝
す
る
。
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SomeNoteson theBurialUrns(PartM)
’
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1

-TheBurialUrnsoFO"gtZgZZZ"αStyleandtheirOrigins-

／
byT.Kagamiyama

TheburialurnsofY"yo2style轆生式whichhavebeendevelopedin

norlhernKyushnoriginateinones,earlystyleofwhichiscanedO"gzz-

」
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9α”αstyle逵賀川式.Theburialurnsofearlyperiodshavecharacteristics
thattheyareonljr infewcasesfoundingroupsandthatall ofthem
aresosmall-sizedthattheycanreceivenoonebutinfants.Theburial

urnof元加o"style繩丈式isolderthanthatofO"gtzgrzz""style, and

has thesamefeatures that it iscquanysman-sized・ Inthe.sonthern

partsofKoreawecanfindseveralonesresemblingtheburial _urns r,f

Y[Zyoi style, which seern tobe the prototype of Japanese ones.

I collectedseveral burial urns ofolderYfZyofstyleand investigated

whethertheiroriginscouldbetracedbacktotheburialurnSof〃"zo'z

stvleandofKorea.
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