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一

松
本
清
張
の
小
説
「
断
碑
」
は
、
考
古
学
者
の
森
本
六
爾

（
注
１
）を

モ
デ
ル

に
し
た
小
説
で
、
初
出
は
「
別
冊
文
藝
春
秋
」（
昭
和
二
十
九
年
十
二
月

二
十
八
日
）、
初
刊
は
角
川
小
説
新
書
の
一
冊
『
風
雪
』（
昭
和
三
十
一

年
十
一
月
五
日
）
で
あ
る
。
初
出
の
タ
イ
ト
ル
は
「
風
雪
断
碑
」
で
あ
っ

た
が
、
初
刊
本
所
収
時
に
「
断
碑
」
と
改
題
さ
れ
た
。

『
風
雪
』
は
、
巻
頭
に
「
断
碑
」
を
配
し
、「
石
の
骨
」、「
笛
壺
」、「
菊

枕
」、「
父
系
の
指
」、「
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
」
を
収
め
る
。
前
の
三

作
は
考
古
学
者
や
歴
史
家
を
、
後
の
三
作
は
、
杉
田
久
女
、
自
分
の
父
、

田
上
耕
作
と
自
ら
の
郷
土
小
倉
の
人
々
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
同
書
「
あ

と
が
き
」
に
は
、
次
の
記
述
が
あ
る
（
／
は
原
文
改
行
、
以
下
同
じ
）。

　

こ
の
集
の
五
つ
の
短
篇
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
私
の
心
を
仮
托
し
た

人
間
を
描
い
た
。
モ
デ
ル
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
そ
の
モ
チ
ー

ヴ
と
な
つ
た
人
物
は
実
在
し
て
い
た
。
／
「
断
碑
」（「
別
冊
文
藝

春
秋
四
十
三
号
」
は
若
く
し
て
死
ん
だ
考
古
学
者
森
本
六
爾
の
こ

と
か
ら
と
つ
た
。
私
は
彼
を
調
べ
る
の
に
、
か
な
り
の
労
を
費
し

た
つ
も
り
だ
が
、
書
い
た
も
の
は
そ
れ
か
ら
か
な
り
離
れ
た
も
の

に
な
つ
た
。
森
本
六
爾
の
生
涯
は
誰
か
が
い
つ
か
正
確
に
書
く
で

あ
ろ
う
。
私
は
、
私
な
り
の
彼
を
こ
こ
に
書
い
た
。（
略
）
こ
の
五

つ
の
主
人
公
を
な
ら
べ
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
共
通
の
性
格
が
あ

る
。
孤
独
の
抵
抗
で
あ
る
。

『
風
雪
』
の
書
名
は
、「
風
雪
断
碑
」
の
ま
ま
な
ら
、
い
か
に
も
巻
頭

作
に
ち
な
む
印
象
に
な
る
が
、
所
収
作
の
い
ず
れ
も
モ
デ
ル
小
説
と
い

う
だ
け
で
な
く
、「
風
雪
」
の
生
を
「
共
通
の
性
格
」
と
し
て
お
り
、
清

松

本

常

彦

松
本
清
張
「
断
碑
」
の
起
源
と
そ
の
意
義
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張
の
創
作
活
動
の
初
期
に
「
風
雪
」
の
モ
チ
ー
フ
が
底
流
し
て
い
た
と

知
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、「
風
雪
断
碑
」
と
題
さ
れ
た
小
説
は
、
清
張
文

学
に
お
け
る
「
風
雪
」
の
系
譜
の
点
で
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
「
断
碑
」

に
つ
い
て
全
集
「
あ
と
が
き
」

（
注
２
）

の
記
述
を
引
く
。

「
断
碑
」
は
小
倉
に
い
る
と
き
か
ら
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
題
材
だ
っ

た
。
そ
の
年
（
松
本
注
・
昭
和
二
十
八
年
）
の
暮
か
ら
正
月
に
か

け
て
「
断
碑
」
の
主
人
公
で
あ
る
考
古
学
者
森
本
六
爾
夫
妻
の
こ

と
を
き
き
に
信
州
上
諏
訪
に
行
き
、
森
本
氏
の
弟
子
藤
森
氏
に
会
っ

た
。
私
は
こ
の
不
遇
な
才
能
あ
る
考
古
学
者
を
調
べ
る
た
め
に
今

ま
で
い
ち
ば
ん
多
く
の
人
に
会
っ
て
い
る
。

「
題
材
」
の
語
は
、
作
家
に
な
っ
て
か
ら
の
と
い
う
印
象
を
与
え
る

が
、
森
本
と
の
接
点
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
「
西
郷
札
」
に
よ
る
遅
咲

き
の
作
家
デ
ヴ
ュ
ー
以
前
に
遡
る
。「
わ
が
小
説
⑭
「
断
碑
」

（
注
３
）」

を
引
く
。

　

私
の
初
め
の
こ
ろ
の
作
品
に
『
断
碑
』
と
い
う
の
が
あ
る
。
昭

和
三
十
年
に
書
い
た
も
の
で
、
私
と
し
て
は
最
も
愛
惜
し
て
い
る

小
説
の
一
つ
で
あ
る
。（
略
）
私
が
初
め
て
森
本
六
爾
の
名
前
を

知
っ
た
の
は
九
州
の
職
場
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
同
じ
部
署
に
い

た
人
が
考
古
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
何
か
と
私
に
話
し
て
く

れ
た
が
、
あ
る
と
き
、
と
う
と
う
森
本
六
爾
も
亡
く
な
り
ま
し
た

ね
、
夫
婦
で
考
古
学
と
討
ち
死
に
し
た
よ
う
な
も
の
で
す
、
と
話

し
た
。
当
時
、
私
は
森
本
六
爾
が
ど
の
よ
う
な
人
か
知
ら
な
か
っ

た
。
／
し
か
し
、
こ
の
言
葉
が
い
つ
ま
で
も
私
の
心
か
ら
離
れ
な

か
っ
た
。
私
は
森
本
六
爾
の
こ
と
を
調
べ
は
じ
め
た
。
も
っ
と
も
、

そ
の
こ
ろ
は
彼
の
著
書
だ
け
を
勉
強
し
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

／
昭
和
二
十
八
年
の
暮
れ
に
、
私
は
東
京
に
転
勤
と
な
っ
た
。
こ

の
と
き
初
め
て
、
森
本
六
爾
の
人
物
を
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

「
昭
和
三
十
年
に
書
い
た
も
の
」
と
い
う
の
は
、
初
出
誌
の
発
行
日
と

は
若
干
齟
齬
す
る
が
、
不
自
然
で
は
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
「
そ
の

こ
ろ
」
の
語
で
あ
る
。「
九
州
の
職
場
」
は
、
朝
日
新
聞
社
九
州
支
社
を

指
す
の
で
、「
そ
の
こ
ろ
」
の
範
囲
は
、
最
も
広
く
し
て
も
、
清
張
が
同

社
の
臨
時
嘱
託
を
始
め
る
昭
和
十
二
年
か
ら
、
軍
隊
に
召
集
さ
れ
る
昭

和
十
七
年
十
二
月
ま
で
に
な
る
。
た
だ
、
前
者
の
「
そ
の
こ
ろ
」
は
、

「
同
じ
部
署
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
常
勤
嘱
託
と
な
る
昭
和
十
四
年
か
ら

広
告
部
雇
員
と
な
る
昭
和
十
五
年
あ
た
り
が
想
定
さ
れ
る
。
後
者
の
「
そ

の
こ
ろ
」
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、「
そ
の
こ
ろ
は
彼
の
著
書
だ
け
を

勉
強
し
た
」
に
続
き
、「
昭
和
二
十
八
年
の
暮
れ
に
」「
東
京
に
転
勤
」

に
な
り
、「
こ
の
と
き
初
め
て
、
森
本
六
爾
の
人
物
を
調
べ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
」
と
な
る
の
で
、
傍
線
部
の
対
照
か
ら
、
考
古
学
に
関
心
を
持

ち
始
め
た
前
者
の
「
そ
の
こ
ろ
」
と
重
な
る
印
象
が
あ
る
。

右
の
引
用
で
は
作
家
以
前
に
、
森
本
の
「
著
書
」
に
触
れ
て
い
る
印

象
だ
が
、
藤
間
生
大
と
の
対
談

（
注
４
）に

な
る
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
っ
て
く
る
。

　

関
心
を
持
っ
た
の
は
、
私
が
小
倉
の
朝
日
新
聞
社
に
い
る
と
き
、
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「
小
倉
に
い
る
と
き
か
ら
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
題
材
」
と
い
う
表
現
に
疑

問
が
生
じ
る
。
後
者
な
ら
「
小
倉
に
い
る
と
き
か
ら
」
を
裏
打
ち
す
る

が
、
前
者
と
矛
盾
す
る
。
ま
た
「
そ
う
い
う
こ
と
で
、
森
本
さ
ん
の
こ

と
を
だ
ん
だ
ん
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
も
言
う
が
、
こ
の
発
言

と
「
小
倉
に
い
る
と
き
か
ら
」
は
、
ど
の
よ
う
に
折
り
合
う
の
か
。「
題

材
」
と
は
、
森
本
の
死
を
聞
い
た
と
き
に
抱
い
た
「
小
説
的
な
興
味
」

に
過
ぎ
な
い
の
か
。
種
々
の
疑
問
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
興
味
深

い
の
は
、
対
談
相
手
の
藤
間
が
、
森
本
主
宰
の
東
京
考
古
学
会
の
「
考

古
学
」
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

松
本
さ
ん
は
、
あ
の
小
説
を
読
ん
だ
範
囲
で
は
、
森
本
た
ち
が
出

し
た
雑
誌
『
考
古
学
』
の
編
集
後
記
を
書
い
て
い
た
森
本
の
奥
さ

ん
の
筆
に
ひ
か
れ
て
、
関
心
を
も
た
れ
た
と
い
う
感
じ
が
し
た
わ

け
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
私
な
ん
か
そ
の
編
集
後
記
の
書
い
て

あ
る
雑
誌
を
見
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
、
国
会
図
書
館
で
見
た
ん

で
す
。
こ
れ
は
一
般
に
は
手
に
入
り
に
く
い
の
で
す
が
、
松
本
さ

ん
は
、
ど
う
し
て
あ
あ
い
う
雑
誌
を
見
ら
れ
た
ん
だ
ろ
う
か
、
い

つ
ご
ろ
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
が
。

藤
間
が
「
森
本
の
奥
さ
ん
の
筆
に
ひ
か
れ
て
」
と
「
感
じ
」
た
の
は
、

「
断
碑
」
本
文
に
由
来
す
る
（
引
用
は
初
刊
本
に
拠
る
。
漢
字
は
新
字
体

と
し
た
。
以
下
同
じ
）。

　

シ
ズ
エ
は
「
考
古
学
界
」
の
毎
月
の
後
記
に
「
編
輯
所
日
誌
」

考
古
学
の
好
き
な
朝
日
新
聞
の
社
員
が
い
て
、
森
本
六
爾
も
と
う

と
う
亡
く
な
っ
た
と
い
っ
た
。（
略
）
夫
婦
で
考
古
学
と
討
死
し
た

よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
は
じ
め
は
こ
れ
に
小
説
的
な
興
味
を
も
っ

た
。
そ
れ
で
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
み
る
と
、
森
本
六
爾
は
学
歴
も
な

く
（
略
）
在
野
の
考
古
学
者
と
し
て
終
わ
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。

私
は
東
京
に
転
勤
に
な
っ
て
か
ら
森
本
さ
ん
の
『
日
本
農
耕
文
化

の
起
源
』
な
ど
読
ん
だ
。
ず
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
、
森
本
さ
ん
の

弟
子
筋
に
当
る
藤
森
栄
一
さ
ん
の
『
か
も
し
か
み
ち
』〔
一
九
四
六

年
、
葦
牙
書
房
刊
〕、
こ
れ
は
弥
生
式
土
器
の
編
年
史
を
つ
く
る
資

料
調
査
の
た
め
に
五
島
列
島
の
ほ
う
ま
で
行
っ
た
、
調
査
報
告
を

か
ね
た
紀
行
文
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
森
本
さ
ん
の
こ
と
を

だ
ん
だ
ん
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
藤
間
が
、
森
本
の
死
を
聞
い
た
の
は
「
昭
和
十
五
、

六
年
で
す
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
清
張
は
「
そ
の
こ
ろ
か
も
わ
か

り
ま
せ
ん
ね
。
私
が
兵
隊
に
行
き
、
帰
っ
て
か
ら
戦
後
調
べ
だ
し
た
と

思
い
ま
す
。」
と
応
じ
て
い
る
。

対
談
で
は
、
森
本
の
著
述
を
読
ん
だ
の
は
、「
東
京
に
転
勤
に
な
っ
て

か
ら
」
と
言
う
一
方
で
、「
兵
隊
に
行
き
、
帰
っ
て
か
ら
戦
後
調
べ
だ
し

た
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
前
者
な
ら
「
多
く
の
人
」
に
取
材
し
な
が
ら

森
本
の
著
述
も
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
が
、
後
者
に
は
、
戦
前
か
ら
の
考

古
学
へ
の
関
心
や
興
味
か
ら
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
残
る
。
前
者
な
ら
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と
い
う
の
を
連
載
し
て
い
た
。
そ
れ
は
誰
が
来
た
と
か
、
誰
か
ら

来
信
が
あ
つ
た
と
か
い
う
雑
報
だ
つ
た
が
、
間
に
は
、
／
―
早

起
。
書
斎
の
硝
子
戸
越
に
見
下
す
に
紅
葉
霜
に
冴
え
て
赤
し
。（
略
）

と
い
う
よ
う
な
簡
潔
な
文
章
が
挟
ま
り
、
そ
れ
が
美
し
い
と
好
評

で
あ
つ
た
。

こ
う
し
た
「
断
碑
」
の
記
述
と
「
考
古
学
」
の
森
本
ミ
ツ
ギ
に
よ
る

「
編
輯
所
日
記
」
の
記
述
と
の
照
応
は
、
松
本
清
張
記
念
館
特
別
企
画
展

図
録
『
新
進
作
家 

松
本
清
張 
取
材
に
走
る
』

（
注
５
）

で
報
告
済
で
、
清
張
が

「
考
古
学
」
を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

藤
間
は
「
私
な
ん
か
」
と
語
る
が
、『
埋
も
れ
た
金
印
』（
岩
波
新
書
）、

『
倭
の
五
王
』（
同
）
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
日
本
古
代
史
の
学
者
で
あ
る
。

そ
の
藤
間
が
「
雑
誌
を
み
た
の
は
最
近
の
こ
と
」
で
「
一
般
に
は
手
に

入
り
に
く
い
」
と
い
う
以
上
、「
ど
う
し
て
」「
い
つ
ご
ろ
」
と
疑
問
を

持
つ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
藤
間
の
よ
う
な
人
物
だ
か
ら
こ
そ
持
っ
た

疑
問
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
清
張
の
返
事
を
引
く
。

　

松
本　

雑
誌
『
考
古
学
』
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
東
京
考
古

学
会
か
ら
出
し
て
、
森
本
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
編
集
を
し
て
い
ま
し

た
ね
。
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
私
が
小
倉
の
朝
日
新
聞
社
に
い
る

と
き
（
以
下
、
先
の
引
用
文
に
続
く
）

つ
ま
り
「
ど
う
し
て
」「
い
つ
ご
ろ
」
に
は
答
え
て
い
な
い
。
話
題

は
、
い
っ
た
ん
藤
森
の
著
書
や
取
材
先
の
人
々
に
移
り
、
清
張
が
「
と

い
う
わ
け
で
、
だ
ん
だ
ん
周
囲
か
ら
聞
い
て
は
わ
か
っ
て
き
た
。
聞
き

書
き
で
あ
の
小
説
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。」
と
内
幕
を
披
露
す
る
。
し
か

し
「
考
古
学
」
を
実
見
し
た
藤
間
は
、
や
は
り
「
ど
う
し
て
」「
い
つ
ご

ろ
」
の
疑
問
が
く
す
ぶ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
再
び
「
そ
の
過
程
で
雑
誌

を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
…
…
」
と
食
い
下
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
下
の
応

答
を
引
く
。

　

松
本　

あ
の
『
考
古
学
』
の
雑
誌
は
、
た
し
か
、
中
島
さ
ん
か

ら
お
借
り
し
た
と
思
い
ま
す
。
森
本
さ
ん
の
奥
さ
ん
の
編
集
後
記

が
と
て
も
よ
く
て
、
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
中
島
さ
ん
も
亡
く
な

ら
れ
ま
し
た
。

　

藤
間　

で
は
、
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
か
れ
た
と
き
と
、
森

本
さ
ん
の
こ
と
を
じ
っ
さ
い
に
追
求
さ
れ
は
じ
め
た
あ
い
だ
は
、

だ
い
ぶ
ん
時
間
の
ず
れ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

　

松
本　

つ
ま
り
夫
婦
で
考
古
学
と
討
死
し
た
よ
う
な
も
の
だ
と

い
う
話
の
記
憶
が
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
て
、
い
よ
い
よ
小
説
を
書

こ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
れ
が
題
材
と
し
て
蘇
っ
た
と
い
う
わ
け

で
す
。

先
に
「
小
倉
に
い
る
と
き
か
ら
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
題
材
」
と
「
そ

う
い
う
こ
と
で
、
森
本
さ
ん
の
こ
と
を
だ
ん
だ
ん
知
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
」
と
の
折
り
合
い
を
問
題
に
し
た
が
、
そ
れ
は
右
の
よ
う
な
か
た

ち
で
し
か
折
り
合
い
が
つ
く
ま
い
。
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こ
う
し
た
微
妙
な
揺
ら
ぎ
に
つ
い
て
は
、「
古
代
史
・
考
古
学
へ
の
目

覚
め 
朝
日
新
聞
社
時
代
の
松
本
清
張
」

（
注
６
）

を
執
筆
し
た
小
野
芳
美
も
気
づ

い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
一
連
の
資
料
を
踏
ま
え
つ
つ
「（
昭
和
）
二
十

六
年
頃
か
ら
改
め
て
森
本
六
爾
に
関
心
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
し
か
な
い
一
面
が
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
「
昭
和
二
十
八
年
の
暮
れ
に
、
私
は
東
京
に
転
勤
と

な
っ
た
。
こ
の
と
き
初
め
て
、
森
本
六
爾
の
人
物
を
調
べ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
」
や
「
東
京
に
転
勤
に
な
っ
て
か
ら
」「
だ
ん
だ
ん
知
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」
と
は
折
り
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

「
改
め
て
」
と
小
野
が
言
う
よ
う
に
、
朝
日
新
聞
社
の
社
員
と
二
足
の

草
鞋
で
職
業
作
家
と
な
っ
た
清
張
が
、
小
説
の
「
題
材
」
と
し
て
「
改

め
て
」
調
べ
た
の
は
事
実
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
森
本
の
死
に
「
小

説
的
な
興
味
」
さ
え
持
っ
た
人
間
が
、
そ
の
著
述
を
読
ま
ず
に
「
兵
隊

に
行
き
、
帰
っ
て
か
ら
戦
後
調
べ
だ
し
た
」
と
は
考
え
に
く
い
。
も
ち

ろ
ん
対
談
な
の
で
、
記
憶
違
い
や
記
録
違
い
も
生
じ
が
ち
で
あ
る
が
、

清
張
の
資
質
か
ら
す
れ
ば
、「
興
味
」
を
抱
い
た
森
本
の
著
述
を
読
ん
だ

と
考
え
る
方
が
自
然
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
こ
う
し
た
揺
ら
ぎ
以
前
に
、
清
張
の
発
言
に
は
根
本
的
な

錯
誤
が
あ
る
。
平
岡
敏
夫

（
注
７
）が

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
森
本
六
爾
が
死
去
し

た
の
は
昭
和
十
一
年
一
月
二
十
二
日
」
で
、「
こ
の
と
き
松
本
清
張
は
朝

日
新
聞
九
州
支
社
に
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
小
倉
の
高
崎
印
刷
所
に
い
た
」

の
で
あ
り
、「
森
本
夫
妻
の
死
を
職
場
の
人
か
ら
聞
い
た
と
す
れ
ば
」「
死

後
二
年
近
く
経
過
し
て
の
ち
」
で
あ
る
。
平
岡
は
、「
と
う
と
う
亡
く
な

り
ま
し
た
ね
」
の
「
口
吻
か
ら
す
れ
ば
、
森
本
の
死
の
昭
和
十
一
年
春

ご
ろ
耳
に
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
が
、
そ
の
場
合
、

発
言
者
は
「
朝
日
新
聞
の
社
員
」
で
は
あ
り
え
な
い
。「
断
碑
」
の
起
源

に
位
置
す
る
森
本
と
の
接
点
に
は
一
種
の
靄
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ

を
晴
ら
す
試
み
は
、「
断
碑
」
の
み
な
ら
ず
、
清
張
と
考
古
学
の
関
係
お

よ
び
清
張
文
学
の
方
法
を
考
え
る
試
金
石
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
清

張
に
と
っ
て
「
断
碑
」
は
「
私
の
考
古
学
物
の
最
初
の
作
品
」（
全
集

「
あ
と
が
き
」）
で
あ
り
、「「
私
の
作
品
に
多
い
主
人
公
の
原
型
は
、
こ

の
森
本
六
爾
を
書
い
た
と
き
に
は
じ
ま
る
」「『
断
碑
』
を
書
い
た
こ
と

で
、
私
は
文
学
的
に
も
自
分
の
道
を
発
見
し
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
」

（「
わ
が
小
説
」）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二

「
同
じ
職
場
に
い
た
人
」
や
「
考
古
学
の
好
き
な
朝
日
新
聞
の
社
員
」

と
語
ら
れ
る
人
物
は
、「
半
生
の
記
」

（
注
８
）

で
は
「
Ａ
さ
ん
」
と
記
さ
れ
る
。

「
半
生
の
記
」
の
「
紙
の
塵
」
の
章
は
、
朝
日
新
聞
社
九
州
支
社
の
社
内

模
様
に
つ
い
て
転
勤
に
ま
つ
わ
る
人
事
を
中
心
に
描
き
、
転
勤
も
な
い

退
屈
な
日
々
に
耐
え
な
が
ら
、
デ
ザ
イ
ン
関
係
の
交
流
や
考
古
学
の
趣
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味
に
逃
避
し
た
日
々
を
回
想
す
る
。
転
勤
者
は
、
東
京
か
ら
は
「
め
っ

た
に
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
大
阪
か
ら
や
っ
て
」
く
る
が
、「
そ
う
し
た
人

た
ち
に
は
二
種
類
」
あ
り
、「
一
つ
は
若
く
し
て
転
勤
し
、
九
州
に
二
、

三
年
も
い
る
と
」
呼
び
戻
さ
れ
る
「
幹
部
候
補
生
」、「
も
う
一
つ
は
中

央
で
は
「
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
烙
印
を
捺
さ
れ
て
九
州
に

島
流
し
に
さ
れ
た
人
た
ち
」
で
「
年
輩
者
が
多
い
」
と
語
ら
れ
る
。
そ

の
上
で
次
の
記
述
が
続
く
。

　

校
正
係
主
任
の
Ａ
さ
ん
が
考
古
学
に
身
を
入
れ
て
い
て
、
よ
く

そ
の
話
を
私
に
聞
か
し
た
も
の
だ
っ
た
。
Ａ
さ
ん
は
気
の
弱
い
人

で
、
若
い
部
下
か
ら
は
多
少
軽
く
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
た
ま
た
ま
机
が
私
と
隣
合
せ
て
い
た
と
い
う
関
係
も
あ
っ

て
、
私
と
よ
く
話
を
し
た
。
Ａ
さ
ん
は
、
家
族
が
多
く
、
主
任
で

あ
り
な
が
ら
い
つ
も
借
金
に
追
わ
れ
て
い
た
。
あ
る
日
、
彼
の
家

に
遊
び
に
行
く
と
、
考
古
学
関
係
の
高
価
な
本
が
四
畳
半
だ
か
の

押
入
れ
に
い
っ
ぱ
い
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
訪
ね
て
ゆ

く
者
が
な
い
と
み
え
、
Ａ
さ
ん
は
い
か
に
も
う
れ
し
そ
う
に
、
蒐

集
し
た
石
器
や
土
器
の
破
片
な
ど
を
次
々
と
出
し
て
私
に
見
せ
た
。

　

こ
の
人
の
影
響
か
ら
、
私
は
社
の
い
や
な
空
気
を
逃
れ
る
た
め

北
九
州
の
遺
跡
を
よ
く
歩
き
回
っ
た
。
小
遣
い
を
た
め
て
京
都
、

奈
良
を
歩
い
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
る
。

Ａ
さ
ん
は
転
勤
組
の
後
者
の
典
型
に
見
え
る
。
一
方
、
そ
の
「
Ａ
さ

ん
」
が
「
借
金
に
追
わ
れ
」
な
が
ら
、「
考
古
学
関
係
の
高
価
な
本
」
を

「
積
み
上
げ
」
て
「
石
器
や
土
器
の
破
片
な
ど
」
を
「
蒐
集
」
す
る
姿

は
、「
半
生
の
記
」
で
は
「
島
流
し
」
組
の
気
晴
ら
し
の
よ
う
に
前
景
化

さ
れ
る
が
、
人
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
後
景
に
『
風
雪
』
の
「
あ
と
が
き
」

に
あ
っ
た
「
孤
独
の
抵
抗
」
を
嗅
ぎ
取
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
な
ぜ
か
森
本
の
話
は
な
い
が
、「
Ａ
さ
ん
」
が
そ
の
人
で
あ

る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
森
本
と
清
張
を
結
ん
だ
人
物
の
名
前
に
つ
い

て
は
、「
同
じ
職
場
に
い
た
人
」、「
考
古
学
の
好
き
な
朝
日
新
聞
の
社

員
」、「
Ａ
さ
ん
」
な
ど
靄
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
の

回
想
文
「
自
伝
抄
・
雑
草
の
実
12
」（「
読
売
新
聞
（
夕
刊
）」
昭
和
五
十

一
年
六
月
三
十
日
）
も
同
じ
で
、「
広
告
部
に
大
阪
か
ら
転
勤
し
た
考
古

学
の
好
き
な
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
と
き

は
、
さ
し
て
気
に
も
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
こ
れ

ら
の
表
現
が
靄
と
し
て
見
え
て
く
る
。
か
つ
て
清
張
の
職
場
で
あ
っ
た

朝
日
新
聞
社
西
部
本
社
の
記
者
だ
っ
た
小
林
慎
也
は
連
載
記
事
「
小
倉

時
代
の
松
本
清
張
12
」（「
朝
日
新
聞
（
西
部
本
社
版
夕
刊
）」
昭
和
五
十

六
年
四
月
十
日
）
で
、
社
の
先
輩
に
当
る
「
Ａ
さ
ん
」
の
名
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　

朝
日
新
聞
社
内
の
松
本
清
張
の
隣
は
、
広
告
部
校
閲
係
の
机

だ
っ
た
。
主
任
は
浅
野
隆
、
考
古
学
が
好
き
で
、
休
み
に
は
近
く

の
遺
跡
な
ど
を
見
て
歩
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
お
互
い
に
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社
内
で
は
「
縁
の
下
の
力
持
ち
」、
自
然
と
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
家
を
訪
ね
る
と
、
収
集
し
た
土
器
の
破
片
な
ど
が
あ
っ
た
。

「
聞
き
書
き
」
の
記
事
な
の
で
、
浅
野
の
名
は
小
林
に
よ
る
の
か
、
清

張
に
よ
る
の
か
、
微
妙
な
が
ら
、
名
前
の
靄
は
晴
ら
さ
れ
た
。
お
そ
ら

く
は
小
林
の
指
摘
を
受
け
て
の
清
張
の
発
言
を
引
く
。

　
「
森
本
六
爾
の
こ
と
を
聞
い
た
の
は
浅
野
さ
ん
か
ら
。
共
感
を
お

ぼ
え
た
。
私
の
場
合
、
考
古
学
よ
り
も
こ
の
考
古
学
者
の
生
き
方

に
興
味
を
持
っ
た
の
が
最
初
だ
っ
た
」

こ
の
後
に
は
、
同
好
の
士
と
な
っ
た
こ
と
や
社
内
で
「
そ
ん
な
こ
と

を
し
て
何
の
役
に
立
つ
か
」
と
嘲
笑
さ
れ
た
思
い
出
が
続
く
。
こ
の
記

事
に
拠
る
の
か
、
小
野
芳
美
（
前
掲
）
も
「
広
告
部
校
閲
係
主
任
の
浅

野
隆
を
指
す
」
と
し
、「
半
生
の
記
」
の
「
考
古
学
の
手
引
き
」
を
「
昭

和
十
四
年
頃
」
と
す
る
。
郷
原
宏
編
「
松
本
清
張
年
譜
」

（
注
９
）

は
昭
和
十
五

年
の
項
に
「
職
場
の
校
正
係
主
任
の
影
響
で
考
古
学
に
興
味
を
お
ぼ
え
、

休
日
に
九
州
各
地
の
遺
跡
め
ぐ
り
を
始
め
る
」
と
記
す
が
、「
遺
跡
め
ぐ

り
」
の
時
期
と
す
れ
ば
両
者
に
時
期
の
矛
盾
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
昭

和
十
四
年
前
後
か
ら
清
張
が
近
畿
に
も
足
を
延
ば
す
ほ
ど
の
考
古
学
フ
ァ

ン
と
化
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

戦
時
下
に
北
九
州
一
円
や
近
畿
に
「
遺
跡
」
を
訪
ね
る
人
物
が
「
勉

強
」
な
し
に
漫
然
と
訪
ね
る
だ
ろ
う
か
。
や
が
て
歴
史
小
説
を
書
き
継

ぎ
、「
日
本
の
黒
い
霧
」
や
「
昭
和
史
発
掘
」
な
ど
を
書
く
資
質
の
人
物

で
あ
る
。
自
分
な
り
に
「
勉
強
」
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

そ
れ
に
北
九
州
の
遺
跡
に
し
て
も
、
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
の
か
、
そ
れ

は
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
教
え
る
の
か
。
最
も
便
利
な
ガ
イ
ド
の
一

つ
に
森
本
六
爾
編
『
日
本
青
銅
器
時
代
地
名
表
』（
岡
書
院
、
昭
和
四
年

六
月
）
が
あ
る
。
こ
の
本
を
利
用
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
鞍
手
郡
宮
田

町
磯
光
」
に
「
石
剣
」
の
遺
跡
が
あ
り
、「
人
類
学
雑
誌
」
九
十
八
号
に

報
告
が
あ
る
、「
鞍
手
郡
若
宮
村
金
丸
」
に
も
「
銅
剣
」
の
遺
跡
が
あ
る

の
で
、
二
つ
を
一
日
の
コ
ー
ス
で
回
ろ
う
と
い
っ
た
計
画
が
容
易
に
立

て
ら
れ
る
。「
北
九
州
の
遺
跡
を
よ
く
歩
き
回
」
る
た
め
に
は
、
こ
う
し

た
著
述
に
よ
る
「
勉
強
」
と
情
報
が
不
可
欠
で
あ
る
。

「
紙
の
塵
」
の
章
の
結
び
は
、「
一
時
の
気
休
め
」「
小
さ
な
趣
味
」
と

自
嘲
し
つ
つ
も
、
相
応
に
「
勉
強
」
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。

　

二
度
目
の
召
集
令
は
、
六
月
の
暑
い
日
に
突
然
や
っ
て
来
た
。

明
日
指
定
の
地
に
行
く
と
い
う
と
き
、
私
は
貧
し
い
本
箱
を
開
い

て
、
自
分
の
蔵
書
に
判
を
捺
し
た
。
数
多
く
な
い
書
籍
だ
が
、
い

ず
れ
も
私
に
と
っ
て
は
愛
着
の
あ
る
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
私
が

死
ん
で
し
ま
え
ば
、
こ
れ
ら
の
本
は
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
散
っ
て

ゆ
く
。
そ
れ
を
惜
し
む
あ
ま
り
に
、
急
に
つ
く
ら
せ
た
蔵
書
印
を

一
冊
ず
つ
叮
嚀
に
捺
し
た
の
だ
っ
た
。

小
林
の
記
事
が
晴
ら
す
の
は
、
名
前
の
靄
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
浅

野
隆
の
名
前
を
通
じ
て
「
断
碑
」
の
起
源
と
な
る
清
張
と
森
本
と
の
接
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点
の
靄
を
も
晴
ら
し
て
い
る
。
考
古
学
の
趣
味
を
吹
き
込
ん
だ
の
が
浅

野
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
清
張
が
「
勉
強
」
し
た
の
は
森
本
の
考
古
学

だ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
森
本
の
考
古
学
に
触

れ
ず
に
「
勉
強
」
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三

浅
野
隆
は
、
森
本
が
創
立
し
た
東
京
考
古
学
会
の
早
い
時
期
か
ら
の

会
員
で
あ
っ
た
。
東
京
考
古
学
会
は
「
断
碑
」
の
「
中
央
考
古
学
会
」

に
、
機
関
誌
「
考
古
学
」
は
作
中
の
「
考
古
学
界
」
に
投
影
し
て
い
る
。

「
考
古
学
」
第
一
巻
第
一
号
の
創
刊
は
、
昭
和
五
年
一
月
で
あ
る
が
、
第

二
巻
五
・
六
号
合
併
号
の
「
考
古
学
」（
昭
和
六
年
十
二
月
）
に
は
、「
昭

和
六
年
十
二
月
現
在
」
の
「
会
員
名
簿
」
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
尼
ケ

崎
市
竹
谷
町
二
ノ
四
七　

浅
野
隆
」
と
見
え
る
。
当
時
は
、
朝
日
新
聞

大
阪
本
社
の
勤
務
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、「
考
古
学
」
第
四
巻
第
十
号

（
昭
和
八
年
十
二
月
）
巻
末
の
「
編
輯
所
日
記
」
の
「
十
月
廿
一
日
」
の

項
に
は
、「
浅
野
隆
氏
転
居
御
通
知
あ
り
。」
の
一
文
が
あ
り
、
あ
る
い

は
、
こ
の
時
期
に
大
阪
本
社
勤
務
か
ら
小
倉
の
九
州
支
社
に
転
じ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
会
員
と
し
て
「
考
古
学
」
の
購
読

を
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
半
生
の
記
」
の
「
Ａ
さ
ん
」
が
浅
野
隆
な
ら
、「
い
か
に
も
う
れ
し

そ
う
に
、
蒐
集
し
た
石
器
や
土
器
の
破
片
な
ど
を
次
々
と
出
し
て
私
に

見
せ
た
」
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
ほ
か
に
訪
ね
て
ゆ
く
者

が
な
い
」
か
ら
で
は
な
く
、
森
本
の
考
古
学
が
、「
石
器
や
土
器
の
破
片

な
ど
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
考
古
学
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
弥
生

式
土
器
か
ら
原
始
農
業
を
構
想
し
た
森
本
の
考
古
学
に
と
っ
て
、「
弥
生

式
土
器
に
於
け
る
二
者
」（「
考
古
学
」
第
五
巻
第
一
号
）
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
「
遠
賀
川
系
土
器
」
を
産
す
る
北
九
州
は
、
と
り
わ
け
重
要

で
魅
力
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
浅
野
の
典

拠
を
報
じ
た
「
編
輯
所
日
記
」
の
翌
々
日
に
な
る
「
十
月
廿
三
日
」
の

項
に
も
「
田
中
幸
夫
氏
よ
り
、
遠
賀
川
流
域
土
器
小
包
に
て
到
着
す
。」

と
あ
り
、
そ
の
後
、
十
一
月
に
か
け
て
小
林
行
雄
と
と
も
に
「
土
器
の

破
片
を
縁
側
に
並
べ
」
た
り
し
て
整
理
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
北
九
州

の
「
遠
賀
川
流
域
土
器
」
の
「
破
片
を
縁
側
に
並
べ
」
て
考
察
す
る
考

古
学
者
（
森
本
）
の
愉
楽
は
、「
い
か
に
も
う
れ
し
そ
う
に
、
蒐
集
し
た

石
器
や
土
器
の
破
片
な
ど
を
次
々
と
出
し
て
私
に
見
せ
た
」
東
京
考
古

学
会
の
会
員
（
浅
野
）
を
介
し
て
清
張
に
も
共
有
さ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ

家
族
も
仕
事
も
持
つ
三
十
男
が
「
遺
跡
め
ぐ
り
」
で
北
九
州
一
帯
や
近

畿
に
も
足
を
延
ば
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

浅
野
の
「
影
響
か
ら
（
略
）
北
九
州
の
遺
跡
を
よ
く
歩
き
回
っ
た
」

清
張
の
実
践
は
、
最
初
か
ら
森
本
流
の
考
古
学
で
あ
り
、
東
京
考
古
学

会
の
末
端
に
連
な
る
考
古
学
で
あ
っ
た
。
浅
野
が
「
と
う
と
う
森
本
六
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爾
も
亡
く
な
り
ま
し
た
ね
、
夫
婦
で
考
古
学
と
討
ち
死
に
し
た
よ
う
な

も
の
で
す
、
と
話
し
た
」
は
ず
は
な
い
が
、
浅
野
に
導
か
れ
た
清
張
が

「
考
古
学
」
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
浅
野
の
発
言
と
同
趣
旨

の
言
葉
が
深
く
胸
に
残
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も
、「
夫
婦
で
考
古
学
と
討
ち
死
に
し
た
よ
う
な
も
の
」
と

い
う
発
言
は
、
酷
似
し
た
表
現
が
「
考
古
学
」
森
本
追
悼
号
（
第
七
巻

第
三
号
、昭
和
十
一
年
三
月
）に
載
る
か
ら
で
あ
る
。
浅
野
が
そ
れ
に
近

い
こ
と
を
言
っ
た
と
し
て
も
、
森
本
追
悼
号
の
浜
田
青
陵
「
森
本
君
を

憶
ふ
」
の
句
を
借
り
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
冒
頭
を
引
く
。

　

私
共
が
知
つ
て
以
来
、
考
古
学
に
関
係
す
る
人
々
の
受
け
た
一

番
悲
惨
な
運
命
に
遭
遇
し
た
の
は
、
実
に
我
が
森
本
君
其
人
で
あ

つ
た
と
も
思
は
れ
る
。
僅
か
数
ケ
月
前
ミ
ツ
ギ
夫
人
が
世
を
去
ら

れ
、
其
の
墳
土
未
だ
乾
か
ざ
る
に
、
幼
弱
な
遺
子
一
人
を
残
し
て
、

自
ら
も
夫
人
の
跡
を
追
ひ
白
玉
楼
中
の
人
と
な
ら
れ
た
の
は
、
何

た
る
悲
惨
な
事
で
あ
ら
う
。
森
本
君
自
身
が
生
前
よ
く
云
は
れ
て

居
つ
た
「
考
古
学
と
共
に
打
死
す
る
の
だ
」
と
云
ふ
言
葉
が
、
文

字
通
り
事
実
と
な
つ
て
現
は
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
誠
に
一
家
を
挙

げ
て
斯
の
学
に
殉
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
森
本
君
自
身
が
生
前
よ
く
云
は
れ
て
居
つ
た
」
と
あ
る
の
で
、
追
悼

文
を
経
由
せ
ず
に
、
浅
野
が
聞
き
覚
え
て
い
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
可
能
性
も
小
さ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
考
古
学
の
殉
教

者　

森
本
六
爾
の
人
と
学
問
』（
注
１
参
照
）
を
著
し
た
浅
田
芳
朗
は
、

森
本
の
側
近
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
浅
田
に
し
て
も
、
自
著
の
タ
イ

ト
ル
に
つ
い
て
、
浜
田
の
追
悼
文
に
あ
る
「
遂
に
「
考
古
学
の
殉
教
者
」

と
な
ら
れ
た
」
の
句
を
踏
ま
え
、「
こ
の
言
葉
は
、
浜
田
博
士
が
追
悼
文

で
述
べ
ら
れ
た
悲
痛
な
響
を
も
つ
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。
浅
田
に
し

て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
考
古
学
と
共
に
打
死
す
る
」「
考
古
学
の
殉

教
者
」
と
い
う
人
物
像
は
、
そ
れ
を
浜
田
が
追
悼
と
し
て
刻
ん
だ
事
実

と
相
ま
っ
て
人
々
の
胸
に
刻
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
ど
う
し
て
」「
い
つ
ご
ろ
」
読
ん
だ
の
か
と
い
う
藤
間
の
執
拗
な
問

い
に
対
し
、
清
張
は
、
上
京
後
の
取
材
先
で
あ
る
中
島
利
一
郎
の
名
を

挙
げ
、「
あ
の
「
考
古
学
」
の
雑
誌
は
、
た
し
か
、
中
島
さ
ん
か
ら
お
借

り
し
た
と
思
い
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
森
本
夫
人
の
叔
父
で
あ
る
中

島
は
「
断
碑
」
に
小
山
貞
輔
と
し
て
登
場
し
、
会
員
で
も
あ
る
の
で
、

当
然
「
考
古
学
」
は
所
蔵
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、「
断
碑
」

の
主
人
公
の
妻
の
旧
姓
は
久
保
シ
ズ
ヱ
だ
が
、
中
島
の
当
時
の
住
所
「
世

田
谷
久
保
」
に
由
来
し
よ
う
。
先
述
し
た
「
編
輯
所
日
誌
」
と
「
編
輯

所
日
記
」
と
の
照
応
か
ら
も
、「
断
碑
」
執
筆
時
に
「
考
古
学
」
が
傍
ら

に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
ど
う
し
て
」

「
い
つ
ご
ろ
」
の
靄
が
晴
れ
る
か
ど
う
か
。
考
古
学
と
の
接
点
を
語
る
発

言
を
発
表
年
時
の
早
い
順
か
ら
引
く
。

　

同
じ
部
署
に
い
た
人
が
考
古
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
何
か
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と
私
に
話
し
て
く
れ
た
（
略
）
私
は
森
本
六
爾
の
こ
と
を
調
べ
は

じ
め
た
。（「
わ
が
小
説
」）

　

校
正
係
主
任
の
Ａ
さ
ん
が
考
古
学
に
身
を
入
れ
て
い
て
、
よ
く

そ
の
話
を
私
に
聞
か
し
た
も
の
だ
っ
た
。（「
半
生
の
記
」）

　

考
古
学
の
好
き
な
朝
日
新
聞
の
社
員
が
い
て
、
森
本
六
爾
も
と

う
と
う
亡
く
な
っ
た
と
い
っ
た
。（
略
）
は
じ
め
は
こ
れ
に
小
説
的

な
興
味
を
も
っ
た
。
そ
れ
で
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
み
る
と
（
対
談
「
古

代
史
の
謎
を
探
る
」）

　

広
告
部
に
大
阪
か
ら
転
勤
し
た
考
古
学
の
好
き
な
人
が
あ
り
、

そ
の
話
か
ら
手
引
き
書
を
買
っ
た
り
、
民
俗
学
の
雑
誌
や
歴
史
書

を
雑
読
し
た
。（「
自
伝
抄
・
雑
草
の
実
」）

同
じ
人
物
に
つ
い
て
の
同
じ
よ
う
な
回
想
で
あ
る
が
、
傍
線
の
よ
う

な
関
係
に
お
い
て
、
清
張
が
東
京
考
古
学
会
の
「
考
古
学
」
を
見
な
か
っ

た
と
信
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
森
本
追
悼
号
を
「
断
碑
」
執

筆
時
ま
で
見
て
い
な
か
っ
た
と
信
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

小
説
「
断
碑
」
の
起
源
は
、
清
張
が
浅
野
隆
に
導
か
れ
森
本
六
爾
を

知
り
、「
考
古
学
」
な
ど
を
通
じ
て
森
本
の
考
古
学
の
仕
事
や
生
涯
に
接

し
、
と
り
わ
け
森
本
追
悼
号
に
深
く
打
た
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
密
か
な
痕
跡
は
、
土
器
に
つ
い
た
籾
痕
の
よ
う
に
「
断

碑
」
に
瘢
痕
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

四

「
断
碑
」
の
冒
頭
は
次
の
一
文
に
始
ま
る
。

木
村
卓
治
は
こ
の
世
に
、
三
枚
の
自
分
の
写
真
と
、
そ
の
専
攻
の

考
古
学
に
関
す
る
論
文
を
蒐
め
た
二
冊
の
著
書
を
遺
し
た
。

こ
の
一
文
が
、
太
宰
治
の
「
人
間
失
格
」
の
冒
頭
「
私
は
、
そ
の
男

の
写
真
を
三
葉
、
見
た
こ
と
が
あ
る
。」
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
田
中
実）

（注

（
注

や
平
岡
敏
夫
（
注
６
参
照
）
の
指
摘
が
あ
る
。
た
し
か
に

酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
酷
似
が
す
ぐ
に
連
想
で
き
る
ほ
ど
印
象
深
い
書

き
出
し
で
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
パ
ロ
デ
ィ
に
で
も
仕
立
て
な
け
れ

ば
、
結
局
は
先
行
の
「
人
間
失
格
」
を
担
ぎ
あ
げ
る
だ
け
で
あ
る
。「
人

間
失
格
」
は
「
展
望
」（
三
十
～
三
十
二
号
）
の
連
載
も
、
単
行
本
『
人

間
失
格
』（
筑
摩
書
房
）
の
刊
行
も
昭
和
二
十
三
年
で
、「
風
雪
断
碑
」

の
ほ
ん
の
六
年
前
に
な
る
。「
風
雪
断
碑
」
発
表
時
に
は
、
す
で
に
文
庫

（
新
潮
、
創
元
、
河
出
な
ど
）
や
種
々
の
作
品
集
や
全
集
に
収
め
ら
れ
、

読
書
家
に
は
周
知
の
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
の
書
き
出
し
と
す
れ

ば
、
あ
ま
り
上
策
で
は
な
い
。

し
か
も
田
中
（
注
10
参
照
）
が
言
う
よ
う
に
、「
断
碑
」
は
「
人
間
失

格
」
ほ
ど
「
手
が
込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
し
、
平
岡
（
注
６
参

照
）
が
言
う
よ
う
に
「
人
間
失
格
」
が
「
三
冊
の
手
記
の
伏
線
的
手
法
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を
示
し
て
い
る
」
の
に
対
し
、「
断
碑
」
は
「
木
村
卓
治
像
の
伏
線
的
手

法
と
み
て
よ
い
」
と
い
っ
た
程
度
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、「
人
間
失

格
」
の
模
倣
と
す
れ
ば
、
模
倣
し
た
上
で
、
効
果
の
ほ
ど
も
及
ば
な
い
。

と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
下
策
に
近
い
。

こ
の
冒
頭
は
、
た
ん
な
る
模
倣
と
い
う
よ
り
、
い
か
に
も
容
易
な
模

倣
を
よ
そ
お
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
清
張
に
と
っ
て
森
本
六
爾
と
の
邂

逅
に
お
い
て
決
定
的
だ
っ
た
「
考
古
学
」
の
瘢
痕
な
の
で
は
な
い
か
。

「
断
碑
」
の
三
枚
の
写
真
は
、
そ
の
通
り
の
順
序
で
「
考
古
学
」
第
七
巻

第
三
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
断
碑
」
の
本
文
（
引
用
①
、
②
、
③
）

と
「
考
古
学
」
誌
上
の
写
真
を
掲
げ
る
。

①
「
一
枚
の
写
真
を
み
る
と
、
ベ
レ
ー
帽
を
被
つ
た
斜
め
向
き
の
半
身

像
で
、
考
古
学
徒
と
い
う
よ
り
も
、
画
家
か
詩
人
の
感
じ
が
す
る
。」

②「
一
枚
は
鎌
倉
の
大
仏
を
背
景
に
し
た
も
の
で
、友
人
と
一
緒
で
あ
る
。」

③
「
あ
と
の
一
枚
は
、
巴パ

リ里
の
ど
こ
か
の
地
下
鉄
の
入
口
ら
し
い
階
段

の
所
で
、
こ
れ
は
ひ
ど
く
弱
々
し
い
微
笑
を
し
て
い
る
。」

三
枚
と
も
丸
々
一
頁
分
を
割
い
て
の
掲
載
で
印
象
に
残
る
。
一
枚
目

（「
考
古
学
」
森
本
追
悼

号
の
追
悼
文
の
扉
）

（「
考
古
学
」
森
本
追
悼

号
の
浜
田
青
陵
「
森
本

君
を
憶
ふ
」
の
挿
入
写

真
）

（「
考
古
学
」
森
本
追
悼

号
の
中
谷
治
宇
二
郎

「
巴
里
と
森
本
君
と
私
」

の
挿
入
写
真
）
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の
写
真
は
、「
考
古
学
」
第
七
巻
第
三
号
の
追
悼
文
の
扉
に
当
り
、
写
真

の
右
に
縦
書
き
で
「
愛
す
る
魂
よ
、
不
滅
の
名
な
ぞ
獲
よ
う
と
は
努
／

め
る
な
、
人
の
為
し
得
る
業
の
深
奥
を
究
め
よ
／
ピ
ン
ダ
ロ
ス　

ピ
チ

ツ
ク
第
三
」
と
あ
り
、
下
に
は
横
書
き
で
「
故
森
本
六
爾
／
追
悼
文
／

附
主
要
論
文
概
要
」
と
あ
る
。
同
じ
写
真
は
、
七
周
忌
に
東
京
考
古
学

会
が
編
ん
だ
森
本
の
論
文
集
『
日
本
考
古
学
研
究
』（
桑
名
文
星
堂
、
昭

和
十
八
年
一
月
）
巻
頭
に
も
掲
載
さ
れ
、
遺
影
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。「
断
碑
」
の
先
の
引
用
①
に
続
く
「
広
い
額
と
、
出
ば
つ
た
顴か

ん
こ
つ骨

と
、
短
い
顎
と
い
う
顔
の
輪
郭
の
中
に
、
つ
り
あ
が
つ
た
眉
と
、
眼
鏡

の
奥
の
切
れ
な
が
の
白
い
眼
と
、
多
弁
な
薄
い
唇
と
が
お
さ
ま
つ
て
い

る
。
見
る
か
ら
に
精せ

い
か
ん悍

な
、
短
気
な
顔
を
し
て
い
る
」
の
記
述
は
、
広

告
意
匠
を
仕
事
に
し
て
い
た
人
な
ら
で
は
の
要
領
を
押
さ
え
た
ス
ケ
ッ

チ
ぶ
り
で
、
写
真
の
印
象
と
そ
う
隔
た
り
は
な
い
。

二
枚
目
の
写
真
は
浜
田
の
追
悼
文
「
森
本
君
を
憶
ふ
」
の
記
事
内
容

と
深
く
関
わ
る
。
そ
の
部
分
を
引
く
。

　

昨
年
の
春
未
だ
浅
い
四
月
の
某
日
、
私
は
ゆ
く
り
な
く
も
島
村

翁
と
共
に
森
本
君
を
鎌
倉
に
訪
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。（
略
）
君

の
請
に
ま
か
せ
て
、
美
男
に
お
は
す
大
仏
と
蘇
鉄
を
背
景
と
し
て
、

境
内
の
写
真
師
に
撮
影
せ
し
め
た
。
其
の
時
三
人
で
は
縁
起
が
悪

い
と
君
が
云
つ
た
の
で
、
写
真
屋
の
女
を
一
人
容
れ
て
写
し
た
こ

と
で
あ
つ
た
が
、
此
の
縁
起
直
し
も
役
に
立
た
ず
、
こ
れ
が
私
と

一
緒
に
写
真
を
撮
つ
た
最
初
の
、
而
か
も
最
後
の
悲
し
い
名
残
と

な
つ
た
。

「
四
月
の
某
日
」
は
浜
田
の
記
憶
違
い
で
あ
る
。
写
真
に
は
「
三
月
二

十
三
日　

土　

湯
を
立
て
、
浴
後
髪
を
洗
ふ
。
濱
田
先
生
・
島
村
孝
三

郎
氏
と
共
に
鎌
倉
に
遊
ば
れ
、
主
人
も
お
伴
申
上
ぐ
。（
後
略
）（
森
本

ミ
ツ
ギ　

編
輯
所
日
記
）」
と
付
さ
れ
、「
考
古
学
」
第
六
巻
第
四
号
（
昭

和
十
年
四
月
）
の
「
編
輯
所
日
記
」
に
も
同
じ
記
事
が
あ
る
。
そ
の
一

日
前
の
「
三
月
廿
二
日
」
に
も
「
夜
浜
田
博
士
よ
り
来
電
あ
り
。
明
日

鎌
倉
に
来
ら
る
ゝ
由
、
一
家
思
ひ
設
け
ぬ
喜
び
に
心
躍
る
。」
と
あ
る
。

「
思
ひ
設
け
ぬ
喜
び
に
心
躍
る
」
記
念
写
真
が
、「
断
碑
」
で
は
、
女
性

の
姿
が
な
い
「
友
人
」
と
の
写
真
に
な
り
、
そ
れ
も
「
卓
治
は
眼
を
据

え
、
口
を
へ
の
字
に
曲
げ
て
顔
を
つ
き
出
し
、
ス
テ
ッ
キ
を
斜
に
構
え

て
、
昂
然
と
い
つ
た
恰
好
」
と
写
真
の
森
本
と
は
違
う
印
象
に
な
る
。

「
考
古
学
」
の
写
真
に
は
「
右　

森
本
六
爾
氏　

中　

浜
田
耕
作
博
士　

左　

島
村
孝
三
郎
氏
」
と
あ
っ
て
紛
れ
よ
う
も
な
い
が
、「
断
碑
」
の
描

写
は
、
中
央
で
ス
テ
ッ
キ
を
斜
に
構
え
て
い
る
浜
田
の
雰
囲
気
に
近
い
。

三
枚
目
の
写
真
も
、
中
谷
治
宇
二
郎
の
追
悼
文
「
巴
里
と
森
本
君
と

私
」
と
関
わ
る
。「
断
碑
」
で
は
「
Ｎ
」
と
し
て
登
場
す
る
中
谷
は
、
写

真
の
前
の
頁
で
、
二
人
が
「
一
日
一
度
は
必
ず
連
立
つ
て
大
学
都
市
の

食
堂
へ
行
き
、
秋
の
日
射
の
温
い
時
に
は
、
前
の
モ
ン
ス
リ
イ
公
園
を

永
く
散
歩
し
」
た
と
述
べ
て
い
る
。
写
真
に
も
「
す
み
き
つ
た
天
空
で
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太
陽
が
す
べ
る
や
う
に
て
ら
し
て
ゐ
る
日
に
は
、
私
た
ち
の
心
も
踊
り

た
い
位
に
晴
れ
〴
〵
す
る
。
そ
ん
な
時
は
朝
飯
に
す
ふ
キ
ヤ
フ
エ
さ
へ

甘
い
。
人
々
は
ル
ク
サ
ン
ブ
ル
ク
の
公
園
に
、
ま
た
手
短
か
な
モ
ン
ス

リ
ー
公
園
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
か
け
る
」
云
々
と
森
本
「
巴
里
の
秋
」
か

ら
の
引
用
文
が
あ
る
。
写
真
自
体
は
「
断
碑
」
に
言
う
よ
う
に
「
巴
里

の
ど
こ
か
の
地
下
鉄
の
入
口
ら
し
い
階
段
の
所
」
に
見
え
る
が
、「
考
古

学
」
誌
上
の
文
脈
で
は
、「
誰
も
見
知
つ
た
者
の
居
な
い
こ
ん
な
場
所
」

で
の
「
い
か
に
も
頼
り
げ
な
く
寂
し
い
」
写
真
で
は
な
く
、
中
谷
と
の

パ
リ
で
の
楽
し
い
日
々
の
記
念
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
中
谷
の
記
事
は
、「
断
碑
」
の
パ
リ
留
学
の
記
述
の
典
拠
で
あ

り
、「
Ｎ
は
巴
里
で
の
卓
治
の
様
子
を
日
本
の
知
人
に
こ
う
知
ら
せ
て
い

る
」
以
下
の
一
段
、
具
体
的
に
は
「
六
月
の
終
り
、
私
は
医
者
の
許
へ

行
つ
た
。
木
村
卓
治
も
同
行
し
た
」
以
下
は
、
中
谷
の
「
六
月
の
終
、

私
は
友
人
の
ゲ
ー
ノ
ー
医
者
の
許
へ
行
つ
た
。
こ
の
時
も
森
本
君
は
同

行
し
て
」
以
下
を
踏
ま
え
る
。

森
本
追
悼
号
の
写
真
は
、
そ
の
文
脈
に
紛
れ
が
な
い
。
そ
れ
だ
け
に

「
断
碑
」
に
お
け
る
写
真
の
読
み
替
え
は
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
原
典
離

れ
に
な
っ
て
い
る
。
一
枚
目
の
扉
の
写
真
と
違
っ
て
、
二
枚
目
と
三
枚

目
の
写
真
は
、
そ
れ
ぞ
れ
追
悼
文
の
具
体
的
文
脈
を
背
負
っ
て
お
り
、

そ
の
ま
ま
の
投
影
は
「
孤
独
の
抵
抗
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
と
っ
て
、

ま
こ
と
に
不
都
合
な
こ
と
に
な
る
。「
孤
独
の
抵
抗
」
に
沿
う
追
悼
文
の

要
素
は
摂
取
し
つ
つ
、
三
枚
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
元
の
文
脈
か
ら
切

断
し
「
孤
独
の
抵
抗
」
に
沿
う
方
向
で
読
み
替
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
摂
取
と
切
断
は
、
表
現
の
細
部
に
も
及
ぶ
。
一
例
を
引
く
。

主
人
公
の
妻
の
葬
儀
で
「
棺
は
鯨
幕
を
張
つ
た
卓
治
の
実
家
を
出
た
。

剣
が
賑
か
な
の
で
喜
ん
で
笑
い
廻
つ
て
い
た
。
そ
の
同
級
の
一
年
生
が

女
の
先
生
に
引
率
さ
れ
て
、
道
傍
に
竝
ん
で
棺
を
礼
拝
し
た
。」
と
、
い

か
に
も
小
説
的
な
情
景
描
写
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
浜
田
の
追
悼

文
の
「
黒
い
幔
幕
が
其
の
門
前
に
垂
れ
こ
め
、
香
煙
と
読
経
の
声
の
漂

よ
う
中
に
は
、
遺
子
鑑
君
が
何
も
知
ら
ず
に
笑
ひ
廻
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。

そ
し
て
其
の
同
窓
の
小
学
生
が
、
女
の
先
生
に
伴
は
れ
て
礼
拝
に
来
る
。」

を
摂
取
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
森
本
の
葬
儀
か
ら
切
断
し
妻
の
葬
儀
の

場
に
転
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
考
古
学
」
か
ら
「
断
碑
」
へ
の
投
影
は
注
５
の
図
録
に
も
紹
介
が
あ

る
が
、
と
も
か
く
先
の
写
真
の
例
も
含
め
、
本
作
は
「
聞
き
書
き
で
あ

の
小
説
を
つ
く
っ
た
」
と
い
う
以
上
に
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
前
に
、

「
考
古
学
」
が
基
本
的
な
母
胎
と
な
っ
て
い
る
。

実
際
、「
聞
き
書
き
」
と
言
い
な
が
ら
、「
聞
き
書
き
」
の
当
事
者
で

あ
っ
た
藤
森
栄
一
（
注
１
参
照
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
断
碑
」
の
木
村
卓
治
は
、
私
の
接
し
た
こ
と
の
な
い
、
冷
た

い
、
む
し
ろ
残
酷
な
ほ
ど
無
残
な
、
ね
ば
っ
こ
い
人
の
影
像
だ
っ

た
。
材
料
も
、
私
が
し
ゃ
べ
っ
た
溺
れ
る
よ
う
な
師
弟
の
愛
情
の
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追
憶
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
カ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
ま
た
、
ミ
ツ
ギ
夫

人
の
あ
た
た
か
い
愛
情
の
生
活
な
ど
は
、
い
っ
こ
う
に
出
て
こ
な

か
っ
た
。

「
聞
き
書
き
」
の
当
事
者
で
は
な
い
が
、
こ
の
種
の
違
和
感
に
つ
い
て

は
、
浅
田
（
注
１
参
照
）
に
も
次
の
証
言
が
あ
る
。

　

松
本
清
張
の
『
断
碑
』
に
拠
る
に
、
森
本
さ
ん
は
京
都
帝
国
大

学
の
梅
原
末
治
博
士
の
こ
と
を
蔭
で
は
「
梅
原
君
」
と
言
っ
て
い

た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
告
げ
口
す
る
人
が
あ
っ
て
、
博
士

の
心
証
を
そ
こ
ね
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
森
本
さ

ん
が
「
梅
原
君
」
と
言
わ
れ
る
の
を
一
回
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

森
本
さ
ん
は
、
い
つ
も
、
三
宅
米
吉
・
鳥
居
龍
蔵
・
浜
田
耕
作
・

高
橋
健
自
の
四
方
を
「
先
生
」
と
お
呼
び
し
、
後
藤
守
一
・
西
村

真
次
・
梅
原
末
次
・
坪
井
良
平
さ
ん
ら
を
「
さ
ん
」
と
い
い
、
直

良
信
夫
・
中
谷
治
宇
二
郎
（
略
）
の
諸
氏
に
は
年
齢
差
が
少
い
と

こ
ろ
か
ら
親
近
感
を
こ
め
て
「
君
」
と
い
わ
れ
、
使
い
分
け
を
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
憶
う
。

「
断
碑
」
の
主
人
公
の
造
型
は
、
当
の
森
本
追
悼
号
に
散
見
す
る
そ
れ

に
近
い
。
た
と
え
ば
、「
気
を
負
ひ
功
を
急
ぐ
青
年
の
、
客
気
に
満
ち
た

人
」（
浜
田
青
陵
）、「
君
は
そ
の
社
会
生
活
に
於
い
て
相
当
に
批
難
の
あ

つ
た
人
で
あ
り
、
自
分
な
ど
は
森
本
君
に
つ
い
て
は
寧
ろ
そ
の
方
面
の

事
柄
を
聞
か
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
」（
肥
後
和
男
「
森
本
君
の
学

問
に
つ
い
て
」）、「
忌
憚
な
く
云
へ
ば
故
人
の
性
質
に
は
可
成
人
と
相
容

れ
ぬ
点
が
な
い
で
は
な
か
つ
た
。
狷
介
不
羈
と
い
ふ
言
葉
が
果
し
て
適

切
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
ん
な
気
分
の
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
つ
た
。（
略
）

始
め
は
理
解
あ
る
温
顔
を
以
て
彼
を
迎
へ
た
人
が
、
や
が
て
彼
の
異
常

な
進
歩
に
内
心
畏
怖
し
て
、
嫉
妬
の
白
眼
を
向
け
る
や
う
に
な
つ
た
例

は
一
、
二
で
は
な
か
つ
た
。」（
坪
井
良
平
「
森
本
君
と
私
」）
な
ど
で
あ

る
。
追
悼
文
に
し
て
は
思
い
切
っ
た
こ
と
ま
で
語
る
人
物
評
の
方
が
、

藤
森
な
ど
か
ら
の
「
聞
き
書
き
」
よ
り
、
は
る
か
に
作
中
の
人
物
像
に

近
い
。
そ
の
点
で
も
、「
私
の
作
品
に
多
い
主
人
公
の
原
型
」（「
わ
が
小

説
」）
で
あ
る
「
私
な
り
の
彼
」
の
母
胎
も
、「
考
古
学
」
に
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
考
古
学
」
以
外
で
は
森
本
の
著
述
の
投
影
も
あ
る
。
作
中
に
名
称
が

あ
る
二
十
三
編
の
著
述
の
全
て
が
、
森
本
の
著
述
に
拠
っ
て
い
る
。
以

下
は
一
覧
で
あ
る
（
前
者
が
「
断
碑
」
中
の
文
献
名
）

①
『
日
本
農
耕
文
化
の
研
究
』
←
『
日
本
農
耕
文
化
の
起
源
』（
藤

森
栄
一
編
、
葦
牙
書
房
、
昭
和
十
六
年
八
月
）、
②
「
大
和
の
家
型

埴
輪
出
土
の
二
遺
跡
」（「
考
古
学
論
叢
」
第
十
三
巻
第
三
号
）
←

「
大
和
に
於
け
る
家
型
埴
輪
出
土
の
二
遺
跡
に
つ
い
て
」（「
考
古
学

雑
誌
」
第
十
三
巻
第
一
、
二
号
、
大
正
十
一
年
九
、
十
月
）、
③

「
大
和
高
市
郡
畝
傍
銀
杏
塚
古
墳
調
査
報
告
」
←
「
大
和
高
市
郡
畝

傍
イ
ト
ノ
ク
モ
リ
古
墳
調
査
報
告
」（「
考
古
学
雑
誌
」
大
正
十
二
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年
九
月
）・「
大
和
磯
城
郡
柳
本
大
塚
古
墳
調
査
報
告
（
梅
原
末
治

共
著
）」（「
考
古
学
雑
誌
」
同
四
月
）、
④
「
大
和
磯
城
郡
田
井
村

の
古
墳
出
土
品
に
つ
い
て
」
←
「
大
和
大
淀
町
の
石
器
時
代
遺
跡

に
つ
い
て
」（「
歴
史
と
地
理
」
大
正
十
二
年
六
月
）、
⑤
「
大
和
北

葛
城
郡
中
尾
村
の
一
古
墳
」
←
「
大
和
北
葛
城
郡
新
庄
村
の
一
古

墳
」（「
大
和
史
学
」
大
正
十
三
年
七
月
）、
⑥
「
変
形
の
陶
棺
を
発

見
し
た
る
大
和
国
生
駒
郡
山
田
村
横
代
の
遺
跡
に
つ
い
て
」
←
「
異

形
陶
棺
を
発
見
し
た
る
大
和
国
生
駒
郡
伏
見
村
宝
来
字
中
尾
の
遺

跡
に
つ
い
て
」（「
考
古
学
雑
誌
」
大
正
十
三
年
二
月
）、
⑦
上
京
後

「
考
古
学
論
叢
」
に
掲
載
し
た
三
つ
の
調
査
報
告
←
「
大
和
に
於
け

る
史
前
の
遺
跡
１
～
３
」（「
考
古
学
雑
誌
」
大
正
十
三
年
七
～
九

月
）
ほ
か
、
⑧
調
査
報
告
書
「
足
立
山
古
墳
の
研
究
」
←
『
金
鎧

山
古
墳
』（
雄
山
閣
、
大
正
十
五
年
十
二
月
）、
⑨
「
多
紐
細
文
鏡

研
究
」（「
考
古
学
界
」）
←
「
多
紐
細
文
鏡
考
」（「
考
古
学
研
究
」

昭
和
二
年
七
月
）、
⑩
「
銅
鐸
の
型
式
分
類
」
←
「
銅
鐸
の
型
式
分

類
と
播
磨
神
種
例
の
占
む
る
位
置
」（「
考
古
学
雑
誌
」
昭
和
五
年

十
月
）、
⑪
「
日
本
青
銅
器
時
代
考
」
←
『
日
本
青
銅
器
時
代
地
名

表
』（
岡
書
院
、
昭
和
四
年
六
月
）、
⑫
「
飛
行
機
に
よ
る
考
古
学
」

←
「
飛
行
機
と
考
古
学
」（「
考
古
学
」
昭
和
六
年
四
月
）、「
空
か

ら
の
考
古
学
」（「
武
蔵
野
」
同
十
一
月
）
ほ
か
、
⑬
「
日
本
に
お

け
る
農
業
起
源
」
←
「
日
本
に
於
け
る
農
業
起
源
」（「
ド
ル
メ
ン
」

昭
和
八
年
九
月
）、
⑭
「
弥
生
式
文
化
と
原
始
農
業
」
←
「
弥
生
式

文
化
と
原
始
農
業
問
題
」（『
日
本
原
始
農
業
』
東
京
考
古
学
会
、

昭
和
八
年
十
一
月
）、
⑮
「
低
地
性
遺
跡
と
農
業
」
←
「
低
地
性
遺

蹟
と
農
業
」（『
日
本
原
始
農
業
』）、
⑯
「
三
河
発
見
の
籾
痕
あ
る

弥
生
式
土
器
」
←
「
三
河
国
発
見
の
籾
痕
あ
る
弥
生
式
土
器
」（『
日

本
原
始
農
業
』）、
⑰
「
弥
生
式
土
器
に
於
け
る
二
者
」
←
「
弥
生

式
土
器
に
於
け
る
二
者
」（「
考
古
学
」
昭
和
九
年
一
月
）、
⑱
「
大

和
の
弥
生
式
土
器
」
←
「
大
和
の
弥
生
式
土
器
」（「
大
和
石
器
時

代
研
究
」
昭
和
九
年
一
月
）、
⑲
「
稲
と
石
庖
丁
」
←
「
稲
と
石
庖

丁
」（「
考
古
学
」
昭
和
九
年
三
月
、・「
考
古
学
評
論
」
同
十
二
月
）、

⑳
「
農
業
起
源
と
農
業
社
会
」
←
「
農
業
起
源
と
農
業
社
会
」（「
考

古
学
評
論
」
昭
和
九
年
十
二
月
）、
㉑
「
煮
沸
形
態
と
貯
蔵
形
態
」

←
「
煮
沸
形
態
と
貯
蔵
形
態
」（「
考
古
学
評
論
」
昭
和
九
年
十
二

月
）、
㉒
「
日
本
古
代
生
活
」（
歴
史
講
座
の
企
画
本
）
←
『
考
古

学
』（
歴
史
教
育
講
座
、
昭
和
十
年
五
月
）、
㉓
「
弥
生
式
石
器
と

弥
生
式
土
器
」（
遺
稿
）
←
「
弥
生
式
石
器
と
弥
生
式
土
器
」（「
考

古
学
」
昭
和
十
一
年
二
月
追
悼
号
掲
載
口
述
遺
稿
）

短
編
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
の
著
述
を
典
拠
に
基
づ
き
反
映

す
る
。
そ
れ
は
、
清
張
が
い
か
に
森
本
の
仕
事
の
勘
所
を
押
さ
え
て
い

た
か
を
伝
え
る
と
同
時
に
、
森
本
の
考
古
学
へ
の
清
張
の
尊
敬
と
そ
の

前
提
と
し
て
の
「
勉
強
」
を
も
の
語
っ
て
い
る
。
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五

「
断
碑
」
に
残
る
種
々
の
瘢
痕
か
ら
何
を
読
む
べ
き
か
。「
断
碑
」
の

作
品
論
と
し
て
展
開
す
る
紙
幅
は
な
い
が
、
一
点
だ
け
確
認
し
て
お
く
。

清
張
に
と
っ
て
森
本
と
そ
の
考
古
学
は
、
会
社
の
同
僚
か
ら
偶
然
に
聞

い
た
一
時
的
な
挿
話
な
ど
で
は
な
く
、
東
京
考
古
学
会
会
員
の
浅
野
隆

を
介
し
て
、
自
ら
も
森
本
の
考
古
学
を
吸
収
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い

う
一
点
で
あ
る
。
そ
の
瘢
痕
は
、「
断
碑
」
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
作

家
以
前
の
「
昭
和
二
十
二
、
三
年
ご
ろ
」、「
九
州
の
本
屋
の
棚
」
で
藤

森
の
『
か
も
し
か
み
ち
』（
葦
牙
書
房
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
）
を
見

つ
け
「
大
変
に
面
白
い
」）

（（

（
注

と
思
っ
た
体
験
な
ど
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
断
碑
」
の
起
源
に
あ
る
森
本
と
の
邂
逅
は
、
清
張

の
後
年
の
創
作
活
動
の
母
胎
と
し
て
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
森
本
の
考
古
学
の
特
色
は
、
瘢
痕
か
ら
、
そ
の
背
後
の
社
会

や
生
活
や
文
化
を
読
む
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
考
古
学
物
」
の

次
作
「
石
の
骨
」（「
別
冊
文
藝
春
秋
」
昭
和
三
十
年
十
月
）
の
モ
デ
ル

で
、「
断
碑
」
取
材
先
の
一
人
で
も
あ
る
直
良
信
夫
は
、
森
本
の
考
古
学

の
特
色
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る）

（注

（
注

。

　

森
本
君
は
、
実
体
と
そ
の
影
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
、
そ
の
影

か
ら
実
体
を
把
握
す
る
の
が
考
古
学
と
い
う
学
問
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
影
と
い
う
の
は
、
遺
物
や
遺

跡
、
実
体
と
い
う
の
は
既
に
こ
の
世
か
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た

文
化
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
見
妙
な
へ
り
く
つ
の
よ
う
で
あ
る

が
、
か
み
し
め
て
み
る
と
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
味
わ
い
の
あ
る

言
葉
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
遺
物
や
遺
跡
」
を
「
実
体
」
で
は
な
く
「
影
」
と
捉
え
、「
既
に
こ

の
世
か
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
文
化
」
を
「
影
」
で
は
な
く
「
実
体
」

と
捉
え
、
両
者
の
「
関
係
を
考
慮
し
て
」「
消
え
て
し
ま
っ
た
」「
実
体
」

を
構
想
す
る
森
本
の
考
古
学
の
特
色
は
、
ほ
と
ん
ど
清
張
の
後
年
の
文

学
の
方
法
を
言
い
当
て
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
が
、
そ
の
効
果
を
最

大
限
に
発
揮
す
る
の
は
ミ
ス
テ
リ
ー
の
領
域
で
あ
ろ
う
が
、
ミ
ス
テ
リ
ー

に
限
ら
ず
、
歴
史
小
説
、
評
伝
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
、
清
張
の

創
作
の
根
に
は
、「
影
」
と
「
実
体
」
と
の
「
関
係
」
か
ら
「
消
え
失
せ

て
し
ま
っ
た
」
も
の
を
読
み
、
そ
れ
を
再
現
的
に
物
語
化
す
る
力
が
広

く
働
い
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
清
張
が
「
考
古
学
物
の
最
初
の
作
品
」
や
「
私
の
作
品

に
多
い
主
人
公
の
原
型
」
と
語
る
「
断
碑
」
の
起
源
は
、
そ
の
水
準
を

超
え
て
「
文
学
的
」
な
「
自
分
の
道
」
の
「
発
見
」
に
連
な
る
意
義
を

孕
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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注

注
１	
在
野
の
考
古
学
者
。
明
治
三
十
六
年
三
月
二
日
生
れ
。
昭
和
十
一
年
一
月

二
十
二
日
没
。
伝
記
に
藤
森
栄
一
『
二
粒
の
籾
』（（
河
出
書
房
、
昭
和
四

十
二
年
十
月
、
の
ち
『
森
本
六
爾
伝
』）、
浅
田
芳
朗
『
考
古
学
の
殉
教
者　

森
本
六
爾
の
人
と
学
績
』（
柏
書
房
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
）
な
ど
が

あ
る
。

注
２	

「
あ
と
が
き
」（『
松
本
清
張
全
集
35
』
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
）。

注
３	

「
わ
が
小
説
⑭
「
断
碑
」」（「
朝
日
新
聞
（
東
京
版
朝
刊
）」、
昭
和
三
十
六

年
十
一
月
十
七
日
）

注
４	

「
作
家
の
眼
・
歴
史
家
の
眼　

古
代
史
の
謎
を
探
る
」（「
歴
史
評
論
」
二

三
三
号
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
）

注
５	

『
新
進
作
家 

松
本
清
張 

取
材
に
走
る
』（
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
、

平
成
十
九
年
八
月
）。
同
図
録
は
、
ほ
か
に
も
、
雑
誌
「
考
古
学
と
」
と

「
断
碑
」
の
記
述
と
の
照
応
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

注
６	

「
松
本
清
張
研
究
」
第
七
号
（
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
、
平
成
十

八
年
三
月
）

注
７	

「「
断
碑
」
論
―
藤
森
栄
一
『
森
本
六
爾
伝
』
と
共
に
―
」（「
松
本
清

張
研
究
」
第
六
号
、
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
、
平
成
十
七
年
三
月
）

注
８	

「
半
生
の
記
」（「
文
藝
」
昭
和
三
十
八
年
八
月
～
四
十
年
一
月
）。
引
用
は

『
松
本
清
張
全
集
34
』（
文
藝
春
秋
、
平
成
六
年
十
一
月
七
刷
）
所
収
本
文

に
拠
る
。

注
９	

郷
原
宏
編
『
松
本
清
張
事
典
決
定
版
』（
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
十
八
年

五
月
再
版
）

注
10	

田
中
実
「『
断
碑
』
覚
え
書
」（「
松
本
清
張
研
究
」
砂
書
房
、
平
成
九
年

八
月
）

注
11	

『
か
も
し
か
み
ち
』（
学
生
社
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
）
に
寄
せ
た
清
張
の

帯
文
。

注
12	

注
１
の
浅
田
書
の
「
序
」。

（
ま
つ
も
と　

つ
ね
ひ
こ
・
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
教
授
）




